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一
九
五
〇
年
代
の「
出
土
」モ
テ
ィ
ー
フ

　
東
京
五
輪
の
前
夜
に
は
、
日
本
の
原
始
・
古
代

の「
美
」が
ざ
わ
め
き
出
す
。
今
夏
、
開
催
さ
れ
た

東
京
国
立
博
物
館
の
特
別
展「
縄
文

│
一
万
年

の
美
の
鼓
動
」
で
は
、「
一
九
五
〇
年
代
に
岡
本

太
郎
ら
が
芸
術
的
価
値
を
見
出
し
た『
縄
文
の

美
』は
、
近
年
再
び
注
目
さ
れ
て
お
り
」、「
二
〇

二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
向
け
て
世
界
か
ら
日
本
へ
関
心
が
高
ま
る

な
か
、『
日
本
の
も
の
づ
く
り
の
源
流
』
と
し
て

『
縄
文
の
美
』に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
」﹇
註
1
﹈
と

そ
の
企
画
意
図
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。戦
後
、岡
本

太
郎
や
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
ら「
現
代
の
眼
」に
よ
る

「
発
見
」に
よ
っ
て
、
考
古
資
料
で
あ
っ
た
出
土
遺

物
が
美
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
物
語
は
、「
日
本
の
自
画
像
」
を
描
出
し

て
み
せ
る
と
い
う
国
家
的
事
業
を
前
に
、
今
ま
た

再
演
の
と
き
を
迎
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　
さ
て
、
陶
芸
家
・
安や

す

原は
ら

喜き

明め
い（

一
九
〇
六
│
一
九

八
〇
）
の
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
作
品
に
は

「
ハ
ニ
ワ
」の
匂
い
の
す
る
一
群
が
あ
る
。
大
小
の

円
筒
パ
イ
プ
と
、
釉
薬
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
剥

き
出
し
の
土
肌
が
、
こ
の
時
期
の
安
原
の
作
品

を
特
徴
づ
け
る﹇
図
1
﹈。
一
九
五
三
年
に
安
原

自
身
も「〝
ハ
ニ
ワ
〞
な
ど
日
本
の
古
い
土
器
が

も
つ
美
し
さ
を
、
近
代
的
な
陶
器
に
結
び
つ
け
、

土
の
素
材
美
を
活
か
し
た
い
」
と
語
っ
て
い
る

﹇
註
2
﹈。
こ
れ
ら
安
原
の「
ハ
ニ
ワ
」的
な
作
品
群

は
、
既
に
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の
テ
ラ
コ
ッ
タ
に
よ

る
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が﹇
註
3
﹈、
影
響
を

受
け
る
側
に
も
、
そ
れ
を
感
受
す
る
に
至
る
ま
で

の
紆
余
曲
折
が
あ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
安
原
作

品
に
あ
ら
わ
れ
る「
パ
イ
プ
」
を
糸
口
に
、
工
芸

家
の
作
品
制
作
に
お
け
る「
モ
ダ
ン
」
と「
古

代
」、「
日
本
」と「
東
亜
」と「
西
洋
」と
が
、
戦
中

戦
後
を
通
じ
て
複
雑
に
交
錯
す
る
様
相
を
辿
っ

て
み
た
い
。

パ
イ
プ
と
い
け
ば
な

　
当
館
が
保
存
す
る
作
家
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
、

《
焼
締
花
器 

港
》﹇
図
2
﹈に
花
が
生
け
込
ま
れ
た

写
真
の
モ
ノ
ク
ロ
コ
ピ
ー
が
残
っ
て
い
る
。
写
真

は
二
枚
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ「
一
九
五
五
年 

勅
使

河
原
蒼
風
展 

於
高
島
屋
」、「
草
月
流
椿
の
い
け

ば
な
展 

一
九
五
七
年
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ

る
。
し
ば
し
ば「
造
形
的
」「
構
成
的
な
仕
事
」
と

称
さ
れ
る
安
原
の「
パ
イ
プ
」
と
い
う
要
素
は
、

「
花
を
挿
す
」
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
機
能
を
具

え
た
形
態
な
の
だ
。

　
安
原
が
草
月
流
家
元
の
勅
使
河
原
蒼
風
と
出

会
っ
た
の
は
、一
九
三
四
年
に
銀
座
・
資
生
堂
で

開
催
さ
れ
た
自
身
の
初
個
展
で
の
こ
と
だ
と
い

う
。
安
原
の
作
品
に
お
け
る「
パ
イ
プ
」
の
出
現

は
、
少
な
く
と
も
一
九
三
八
年
の
雑
誌
記
事
に
確

認
で
き
る
。「
新
興
い
け
ば
な
宣
言
」
を
掲
げ
て

華
道
の
革
新
を
唱
え
た
蒼
風
と
、
日
本
に
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
を
紹
介
し
た
画
家
の
福
沢
一
郎
に
よ

る
対
談「
華
道
と
オ
ブ
ジ
ェ
」﹇
註
4
﹈
の
な
か
で
、

安
原
の
作
品
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。（
以
下
、
引
用
）

勅
使
河
原
　
私
た
ち
の
や
う
に
勝
手
な
仕
事

を
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
先
づ
花
生
が
問

題
で
す
ね
。（
中
略
）今
私
の
所
に
、
始
終
話
を

聞
い
た
り
、
活
け
て
居
る
所
を
熱
心
に
見
て

居
る
人
が
あ
る
の
で
す
。
安
原
喜
明
と
云
ふ

人
で
す
が
、
こ
れ
な
ん
か
も
其
の
人
が
作
つ
て

呉
れ
た
の
で
す
。（
第
二
図
）﹇
図
3
﹈私
が
色
々

註
文
す
る
。
そ
れ
を
自
分
の
出
来
得
る
範
囲

で
作
つ
て
呉
れ
る
の
で
す
が
、
斯
う
云
ふ
も
の

で
す
と
、旧
来
の
活
け
方
で
は
、
花
生
の
方
が

承
知
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）是

は
私
が
、
何
か
物
の
断
片
み
た
い
な
、
破
片
み

た
い
な
も
の
が
拵
ら
へ
ら
れ
た
ら
実
に
勝
手

な
活
け
方
が
出
来
る
だ
ら
う
と
言
つ
た
も
の

で
す
か
ら
…
…
。（
中
略
）

記
者
　
い
つ
か
安
原
さ
ん
の
展
覧
会
で
陶
器

に
ス
チ
ー
ル
・
パ
イ
プ
を
通
し
た
り
何
か
し
た

の
を
見
ま
し
て
、斯
う
云
ふ
も
の
が
花
に
ど
う

し
て
調
和
す
る
の
か
と
思
つ
て
居
ま
し
た
が

…
…
。（
中
略
）

福
澤
　
木
を
使
ひ
、
石
を
使
ひ
…
…
ま
あ
、

今
日
見
た
展
覧
会
に
も
、
建
築
の
セ
メ
ン
ト

の
欠
け
ら
の
中
に
鉄
棒
の
入
つ
た
も
の
が
オ

ブ
ジ
ェ
と
し
て
出
て
居
ま
し
た
が
…
…
。

勅
使
河
原
　
さ
う
云
ふ
も
の
を
花
の
中
に
使

つ
て
も
、
展
覧
会
な
ん
か
で
会
場
芸
術
と
し
て

花
井
久
穂

作
品
研
究

パ
イ
プ
と
ハ
ニ
ワ
と
い
け
ば
な
と

│
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
安
原
喜
明
と
焼
締
花
挿

図1  安原喜明《灰被焼締花挿》1950年  
東京国立近代美術館蔵  安原喜孝氏寄贈

図2  安原喜明《焼締花器 港》1954年  
東京国立近代美術館蔵  安原喜孝氏寄贈
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特
別
に
見
る
場
合
は
い
ゝ
の
で
す
が
、
普
通
の

家
庭
な
ん
か
に
持
つ
て
来
る
場
合
は
、
先
づ
頑

と
し
て
動
か
な
い
床
の
間
と
云
ふ
も
の
が
あ
る

で
せ
う
。
結
局
み
ん
な
其
処
へ
持
つ
て
行
つ
て

し
ま
ふ
の
で
す
か
ら
、一
番
見
て
も
ら
い
た
い

美
点
が
一
番
悪
い
も
の
に
見
え
て
し
ま
ふ
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
蒼
風
が
示
し
た

陶
の
花
生﹇
図
3
﹈
の
先
端
部
分
が
パ
イ
プ
状
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
物
の
断
片

み
た
い
な
」円
筒
は
、
蒼
風
の
い
う「
実
に
勝
手
な

活
け
方
」を
可
能
に
す
る
形
状
で
あ
っ
た
。
ち
な

み
に
こ
の
図
版
は
、
こ
の
年
開
催
さ
れ
た『
挿
花 

勅
使
河
原
蒼
風 

安
原
喜
明
創
作
花
器
発
表
展
』

の
案
内
状﹇
註
5
﹈
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
発
表

展
会
場
は
、
麹
町
三
番
町
の
草
月
流
講
堂
で

あ
っ
た
。一
九
三
三
年
竣
工
の
そ
の
建
築
に
つ
い

て
は
、
後
に
蒼
風
の
長
男
で
あ
る
勅
使
河
原
宏

が
以
下
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る﹇
註
6
﹈。

　
三
番
町
の
教
室
と
い
う
の
は
ル
・
コ
ル
ビ

ジ
ェ
の
系
統
を
ひ
く
モ
ダ
ン
な
白
亜
の
三
階
建

て
の
ひ
と
き
わ
目
立
っ
た
建
物
で
、
私
も
大
変

気
に
入
っ
て
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
ん
で

す
。
洋
間
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
ん
で
す
が
、日
本

間
も
ち
ょ
っ
と
し
つ
ら
え
て
あ
っ
て
、
当
時
新
進

の
画
家
だ
っ
た
福
沢
一
郎
と
か
海
老
原
喜
之
助

と
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
作
品
が
か
け
て

あ
っ
て
、
そ
し
て
洋
間
の
方
の
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
に
安
原
さ
ん
の
作
品
が
飾
っ
て
あ
っ
た
。

　
日
本
間
を
洋
画
で
し
つ
ら
え
、
花
を
活
け
た

陶
器
で
洋
間
を
飾
る
。
蒼
風
は
い
け
ば
な
を「
床

の
間
」か
ら
脱
出
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
。
安

原
と
蒼
風
と
の
協
働
は
、
モ
ノ
と
モ
ノ
の
出
会

い
に
よ
っ
て
、
空
間
芸
術
を
作
る
と
い
う
総
合
的

な
試
み
の
な
か
に
あ
り
、
安
原
の「
パ
イ
プ
」
は

そ
の「
共
鳴
」の
過
程﹇
註
7
﹈
で
導
き
出
さ
れ
た

か
た
ち
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
結
果

的
に
安
原
の
器
単
体
と
し
て
の
可
能
性
を
拡
げ

る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
こ
の「
パ
イ
プ
」

が
直
ち
に
古
代
へ
の
憧
憬
を
伴
っ
て「
ハ
ニ
ワ
」

に
結
び
つ
く
ほ
ど
、
事
は
単
純
で
は
な
い
。
国
家

総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
戦
時
色
が
色
濃
く
あ

ら
わ
れ
出
す
こ
の
頃
、
安
原
が
求
め
た「
古
代
」

は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

戦
中
期
の
ハ
ニ
ワ
称
揚
に
は
反
応
せ
ず

　
東
京
五
輪
の
前
夜
に
古
代
の「
美
」
が
ざ
わ

め
き
出
す
と
書
い
た
が
、
そ
れ
は
一
九
四
〇
年
に

開
催
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
幻
の
東
京
五
輪
の

こ
と
も
含
ん
で
い
る﹇
註
8
﹈。
日
中
戦
争
の
影
響

で
開
催
が
返
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
東
京

五
輪
は
、
そ
も
そ
も
紀
元
二
千
六
百
年
の
記
念

行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
神
武
天
皇
即
位
二
千
六
百
年
に
向
け
て

奉
祝
ム
ー
ド
が
高
ま
る
一
九
三
八
年
頃
か
ら
、

仏
教
伝
来
以
前
の
日
本
人
の
心
を
あ
ら
わ
す

も
の
、
つ
ま
り
大
陸
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
前

の「
原
・
日
本
像
」
と
し
て
、
埴
輪
の「
美
」
は
称

揚
さ
れ
始
め
て
い
る﹇
註
9
﹈。
し
か
し
当
世
の

「
土
師
部
」
た
る
陶
芸
家
た
ち
は
、「
埴
輪
美
」
の

復
活
に
応
答
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。
当
時
、
陶

芸
家
た
ち
に
と
っ
て
の「
作
品
」
と
は
壺
や
花
瓶

と
い
っ
た
器
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
埴
輪
の
よ
う
な

造
形
物
は
自
ら
の「
源
流
」と
は
捉
え
難
い
も
の

だ
っ
た
。
器
物
を
主
と
す
る
工
芸
の
世
界
で
は
、

ま
た
別
の
時
局
的
な
課
題
が
要
請
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
の
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
の

工
芸
展
評﹇
註
10
﹈に
は
、
出
品
作
に「
新
支
那
を

象
つ
た
風
物
景
観
、
駱
駝
、
八
紘
一
宇
、
富
貴
文

様
な
ど
、
い
は
ゞ
東
亜
装
飾
と
称
す
べ
き
」文
様

が
多
く
、「
今
日
盛
り
上
が
つ
て
ゐ
る
東
亜
共
栄

圏
の
確
立
に
対
し
て
は
否
応
な
し
に
こ
れ
等
の

東
亜
の
文
様
を
新
し
く
更
正
さ
せ
て
、
新
東

洋
工
藝
の
躍
進
に
一
役
を
買
は
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」と
あ
る
。
日
本
の
工
芸
家
た
ち
に

は
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
を
統
合
す
る「
東
亜

文
様
」の
更
新
と
い
う
役
割
が
担
わ
さ
れ
て

い
た
。

　
安
原
は
こ
の
前
年
の
第
三
回
新
文
展
に

《
炻せ

っ

器き

盒ご
う

子す

》
を
出
品
し
、
特
選
を
得
て

い
る
。「
三
島
手
の
文
様
に
樂
浪
漢
の
風
趣
を
偲

ば
せ
る
や
う
な
高
古
の
新
し
さ
」﹇
註
11
﹈
と
評
さ

れ
た
よ
う
に
、
安
原
は
朝
鮮
半
島
に
タ
イ
ム
カ
プ

セ
ル
の
ご
と
く
遺
さ
れ
た
漢
文
化

│
楽
浪
漆

器
の
細
密
な
毛
彫
と
渦
巻
文
様
の
雰
囲
気
を
参

照
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
灰
黒
色
の
炻
器

（
須
恵
器
系
の
焼
締
）と
白
泥
象
嵌
と
い
う
新
規
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
見
せ

た
の
だ
。
日
本
に
よ
る
平
壌
の
楽
浪
遺
跡
発
掘

調
査
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
終
戦
間
近
の
一
九

四
四
年
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
植
民
地
か
ら

出
土
す
る
遺
物
が
も
た
ら
し
た
新
た
な「
美
」が
、

六
角
紫
水
ら
漆
芸
家
の
創
造
の
源
泉
と
な
っ
た

﹇
註
12
﹈の
と
同
様
に
、陶
磁
の
技
術
が
古
来
、中
国
・

朝
鮮
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
播
し
発
展
し
て
き

た
と
い
う「
東
ア
ジ
ア
＝
日
本
工
芸
の
源
流
」観

も
、
こ
の
時
期
、
多
く
の
陶
芸
家
た
ち
に
内
面
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ニ
ワ
と
パ
イ
プ
が
出
会
う
と
き

　
戦
後
、一
九
五
〇
年
代
に
埴
輪
の「
美
」が
再
び

「
発
見
」
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
。
一
九
五
一
年
に
み
づ
ゑ

文
庫
か
ら
発
行
さ
れ
た『
土
器
と
は
に
わ
』に
お

い
て
久
野
健
は
、
ハ
ニ
ワ
が
紐
作
り
と
い
う
成
形

法
に
よ
っ
て「
す
べ
て
円
筒
形
の
な
か
に
た
く
み

に
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
」こ
と
を
説
明
し
た
あ
と
、

セ
ザ
ン
ヌ
の「
自
然
は
球
体
、
円
錐
体
、
円
筒
体

と
し
て
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
言
葉

を
引
き
、
ハ
ニ
ワ
は「
ピ
カ
ソ
が
主
張
し
て
い
る

図3  『アトリヱ』第15巻第10号59頁より 
1938年8月
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近
代
芸
術
の
一
派
で
あ
る
立
体
派
の
精
神
に
通

じ
る
」と
述
べ
て
い
る﹇
註
13
﹈。西
洋
の
近
代
美
術

に
共
鳴
す
る
美
術
家
た
ち
に
も
、
ハ
ニ
ワ
は
抽
象

彫
刻
と
し
て
見
直
さ
れ
た﹇
註
14
﹈。一
九
五
〇
年

代
に
見
出
さ
れ
た
出
土
遺
物
の「
美
」は
、
政
治

的
背
景
を
多
分
に
反
映
し
た
、
敗
戦
後
の
日
本

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
再
生
に
関
わ
る
社
会

現
象
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
一
九

五
〇
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
を
も
視
野
に
入

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
の
抽
象
美
術
と

古
代
日
本
が
結
び
づ
け
ら
れ
て
い
く
な
か
、安
原
の

「
円
筒
」
も
ま
た
、
遡
る
べ
き「
古
代
」
を「
東
亜
」

か
ら「
日
本
」に
設
定
し
な
お
す
こ
と
で
、
ハ
ニ
ワ

と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て「
土
」と「
鉄
」が
入
れ
替
わ
る

　
安
原
が「
ハ
ニ
ワ
」の
美
に
言
及
し
た
の
は
一
九

五
三
年
、
瀬
戸
の
中
島
久
夫
の
窯
で
大
花
瓶
を

制
作
し
た
際
の
こ
と
だ
。
そ
の
制
作
意
図
に
つ
い

て
、
安
原
は「
近
代
的
な
大
建
築
物
の
調
度
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
」と
述
べ
て
い
る﹇
註
15
﹈。
こ
の

時
制
作
し
た
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
花
瓶
は
、

後
に
草
月
流
の
所
蔵
と
な
り
、
蒼
風
の
要
望
に

応
え
て
の
制
作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

蒼
風
は
戦
後
、
床
の
間
か
ら
脱
し
て
、
焼
け
野
原

の
上
に
建
ち
始
め
た
近
代
建
築
の
公
共
空
間
を

舞
台
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
蒼
風
と
イ
サ
ム
・

ノ
グ
チ
の
交
流
も
一
九
五
一
年
の
リ
ー
ダ
ー
ズ

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
東
京
支
社
ビ
ル
の
開
館
式
の
た
め

に
ノ
グ
チ
が
蒼
風
に
い
け
ば
な
を
頼
み
に
来
た

こ
と
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た﹇
註
16
﹈。
土
と
植
物

と
い
う
素
材
が
発
す
る
生
命
感
は
、
ガ
ラ
ス
と

鉄
で
で
き
た
建
築
物
と
対
峙
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

美
観
を
そ
な
え
た
も
の
だ
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
安
原
は「
ハ

ニ
ワ
」
の
よ
う
な
焼
締
陶
に
よ
る
円
筒
の
構
成

か
ら
、
再
び
戦
中
期
に
試
み
ら
れ
た
須
恵
器
系

の
炻
器
へ
と
回
帰
し
て
い
く
。一
九
五
九
年
か
ら

一
九
七
〇
年
に
か
け
て
、
灰
黒
色
の
器
面
に
白

泥
象
嵌
で
刻
ま
れ
た
文
様
が
、
立
ち
並
ぶ
ビ
ル

や
工
場
の
煙
突
、
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
の
見
え
る

市
街
と
い
っ
た
、「
掘
り
起
こ
さ
れ
た
土
の
あ
と

に
建
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

そ
こ
に
は
失
わ
れ
て
い
く
土
へ
の
哀
惜
と
引
き

替
え
に
、
膨
張
し
て
い
く
東
京
の
風
景
が
刻
ま

れ
て
い
る
の
だ
。

 
（
工
芸
課
主
任
研
究
員
）

註1
　「
ご
あ
い
さ
つ
」『
縄
文

│
一
万
年
の
美
の
鼓
動
』

図
録
、
東
京
国
立
博
物
館
・
N
H
K
・
N
H
K
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
・
朝
日
新
聞
社
、二
〇
一
八
年
、
五
頁
。

2
　「
超
モ
ダ
ン
な
花
器
五
点 

瀬
戸
安
原
喜
明
の
制
作

つ
づ
く
」『
中
部
日
本
新
聞
』一
九
五
三
年
三
月
十
一
日
。

3
　
梶
原
伯
子「
作
家
と
の
交
流
に
よ
る
草
月
美
術
館

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」『
挑
発
す
る
器
と
そ
の
作
家
た
ち

│

草
月
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』図
録
、
財
団
法
人
草
月

会
、一
九
九
八
年
、
三
一
頁
。

4
　
勅
使
河
原
蒼
風
・
福
沢
一
郎「
対
談 

華
道
と
オ
ブ

ジ
エ
」『
ア
ト
リ
ヱ
』第
十
五
巻
第
十
号
、
ア
ト
リ
エ
社
、

一
九
三
八
年
八
月
、
六
二
│
六
三
頁
。

5
　『
挿
花 

勅
使
河
原
蒼
風 

安
原
喜
明
創
作
花
器
発

表
展
』案
内
状
、一
九
三
八
年
六
月
六
日
、
草
月
流
講
堂 

麹
町
三
番
町
。

6
　〈
対
談
〉勅
使
河
原
宏
・
安
原
喜
孝「
安
原
喜
明
と

勅
使
河
原
蒼
風
の
思
い
出
」『
い
に
し
え
の
詩
・
モ
ダ
ン

の
か
た
ち 

土
の
詩
人 

安
原
喜
明
展
』、目
黒
区
美
術
館
・

日
本
経
済
新
聞
社
、一
九
九
三
年
、一
二
頁
。

7
　
安
原
喜
明「
展
覧
会
に
際
し
て
」、
前
掲
註
5
。

8
　
拙
稿「
よ
み
が
え
る
埴
輪
、「
出
土
」す
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー

│
昭
和
戦
前
・
戦
後
の
日
本
美
術
に
お

け
る
考
古
遺
物
モ
テ
ィ
ー
フ
」『
茨
城
県
近
代
美
術
館
研

究
紀
要
十
三
』、二
〇
一
八
年
三
月
。

9
　
前
掲
註
8
、
四
五
│
六
一
頁
。
一
九
三
九
年
二
月

発
行
の
雑
誌『
茶
わ
ん
』九
十
七
号
で
は
埴
輪
特
集
が
組

ま
れ
、一
九
四
〇
年
代
は
埴
輪
関
連
の
美
術
出
版
物
の

刊
行
が
続
く
。
戦
中
期
に
は
日
名
子
実
三
ら
構
造
社
の

彫
刻
家
、
難
波
田
龍
起
、
小
野
里
利
信
ら
自
由
美
術
家

協
会
の
画
家
が
埴
輪
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
制
作
し
て
い
る
。

10
　
渡
邊
素
舟「
奉
祝
展
の
工
藝
」『
美
之
國
』第
十
六

巻
第
十
二
号（
第
一
八
七
号
）美
之
國
社
、一
九
四
〇
年

十
二
月
、
三
八
頁
。

11
　
渡
邊
素
舟「
文
展
四
部
評
」『
美
之
國
』第
十
五
巻

第
十
一
号（
第
一
七
五
号
）美
之
國
社
、一
九
三
九
年
十
一

月
、
五
八
頁
。

12
　
樋
田
豊
郎「
侵
略
・
考
古
学
・
観
光
・
近
代
美
術

│
日
本
の
美
術
家
が
構
想
し
た
東
亜
と
い
う
理
念

│
」『
楽
浪
漆
器
│
東
ア
ジ
ア
の
文
化
を
つ
な
ぐ
漢
の

漆
工
品

│
』樋
田
豊
郎
編
、美
学
出
版
、二
〇
一
二
年
、

三
四
│
五
五
頁
。

13
　
久
野
健『
土
器
と
は
に
わ
』美
術
出
版
社
、一
九
五
一

年
十
月
、
四
九
頁
。
前
掲
註
8
、
七
四
│
七
五
頁
。

14
　
前
掲
註
8
、
七
七
│
八
一
頁
。

15
　「
高
さ
四
尺
の
大
花
ビ
ン 

安
原
日
展
審
査
員
が
瀬
戸

で
苦
心
」『
朝
日
新
聞 

尾
張
版
』一
九
五
三
年
三
月
十
日
。

16
　
前
掲
註
3
、
四
三
頁
。
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