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一
九
九
三
年
に
雑
誌『
芸
術
新
潮
』が
評
論
家
や
美
術
記
者
、
学
芸
員
三
十
人
を
対
象
に
実
施
し

た「
戦
後
の
前
衛
美
術
の
う
ち
、
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
作
品
を
一
〇
点
お
挙
げ
下
さ
い
」と
い
う
ア

ン
ケ
ー
ト
企
画
で
、
山
下
菊
二
の《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》は
五
人﹇
註
1
﹈の
票
を
獲
得
し
、
ベ
ス
ト
テ
ン

の
七
位
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
一
九
五
三
年
の
第
一
回
ニ
ッ
ポ
ン
展
で
発
表
さ
れ

た
と
き
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

山
下
と
と
も
に
共
産
党
の
山
村
工
作
隊
に
参
加
し
、
ニ
ッ
ポ
ン
展
の
創
設
を
主
導
し
た
桂
川
寛
は
、

「
美
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
批
評
家
か
ら
は
無
視
さ
れ
る
か
、
あ
っ
て
も
見
当
ち
が
い
か
過
小
の
評
価

し
か
な
か
っ
た
」と「
批
評
の
不
在
」を
糾
し
て
い
る﹇
註
2
﹈。
見
当
ち
が
い
の
過
小
評
価
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
の
が
、
針
生
一
郎
が
書
い
た「「
あ
け
ぼ
の
村
物
語
」
は
安
易
な
手
法
の
上
に
モ
テ
ィ
ー
フ
の

整
理
が
足
り
な
く
て
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
」﹇
註
3
﹈と
い
う
評
で
あ
る
。

　

こ
こ
で〝
ド
ラ
マ
〞の
ス
ト
ー
リ
ー
を
お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
。
山
梨
県
の
旧
曙
村
に
戦
時
中
か
ら
村

民
を
搾
取
し
て
き
た
地
主
が
い
た
。
銀
行
を
計
画
倒
産
さ
せ
た
こ
と
で
、
孫
娘
の
入
学
を
楽
し
み
に

し
て
い
た
老
婆
が
、
預
金
が
戻
ら
な
い
の
を
悲
観
し
て
首
を
吊
っ
た
り（
画
面
右
）、
貧
し
い
娘
が
耕
す

麦
畑
を
潰
し
て
自
分
の
利
益
と
な
る
農
道
を
つ
く
っ
た
り（
画
面
中
央
上
）と
横
暴
を
き
わ
め
て
い
た

た
め
、
共
産
党
の
活
動
家
が
村
に
入
り
、
一
九
五
二
年
七
月
に
村
人
が
抗
議
行
動
を
起
こ
し
た
。
し

か
し
、
地
主
宅
を
襲
撃
す
る
計
画
の
情
報
が
事
前
に
漏
れ
、
も
み
あ
い
の
中
で
活
動
家
は
怪
我
を
負

う
。
村
民
は
藁
の
カ
マ
ス
袋
に
活
動
家
を
隠
し
、
リ
ヤ
カ
ー
に
の
せ
て
逃
走
を
手
助
け
す
る
が（
画
面

左
上
）、
山
狩
り
に
追
わ
れ
た
活
動
家
は
溺
死
体
で
発
見
さ
れ
る（
画
面
左
下
）。「
曙
村
山
林
地
主
襲
撃

事
件
」と
し
て
村
民
側
が
起
訴
さ
れ
た
。
し
か
し
、
活
動
家
の
死
に
は
謀
略
の
疑
い
が
…
…
。

　

山
村
工
作
隊
と
し
て
現
地
に
入
り
事
件
を
取
材
し
た
山
下
は
、
は
じ
め
真
相
を
訴
え
る
紙
芝
居

を
構
想
し
て
い
た
が
、
紙
芝
居
化
は
中
止
さ
れ
、
場
面
を
取
捨
選
択
し
て
大
画
面
の
絵
画
に
ま
と
め

あ
げ
た
。
作
品
を
出
品
し
た
ニ
ッ
ポ
ン
展
は
、
山
下
が
属
し
て
い
た
前
衛
美
術
会
と
、
同
会
の
若
手
を

中
心
に
会
派
を
こ
え
て
結
集
し
た
青
年
美
術
家
連
盟（
青
美
連
）が
委
員
会
を
組
織
し
て
共
催
し
た
も

の
。「
課
題
を
も
っ
た
美
術
展
」「
美
術
家
の
み
た
日
本
の
す
が
た
」と
い
う
副
題
が
添
え
ら
れ
た
公
募

展
で
、
旧
来
の
社
会
主
義
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
別
の
表
現
を
め
ざ
す
改
革
派
美
術
家
の
運
動
体
と
し
て

創
設
さ
れ
た
。

　

針
生
が
指
摘
す
る
の
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
犬
や
鶏
、
魚
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
過
剰
に
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
い
う
よ
り
は
、
ホ
ラ
ー
映
画
に
見
え
る
の

だ
が
、
闘
う
村
民
の
視
線
で
は
な
く
、
地
主
側
の
視
線
で
被
抑
圧
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、

実
際
に
起
こ
っ
た
謀
略
事
件
が
現
実
感
を
も
っ
て
伝
わ
ら
な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
解
さ
れ
る
。
同
展
の

評
は
、
他
に
青
美
連
機
関
誌
に
林
文
雄
と
瀧
口
修
造
が
執
筆
し
て
い
る﹇
註
4
﹈。
林
も
、「
山
下
君
に

は
寓
意
性
の
過
剰
を
整
理
し
て
も
ら
い
た
い
」と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
要
素
の
多
さ
を
指
摘
し
て
い

る
。
瀧
口
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
課
題
を
指
摘
す
る
の
み
で
作
品
を
論
評
し
て
は
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
回
ニ
ッ
ポ
ン
展
に
は
、
河
原
温
の《
浴
室
》シ
リ
ー
ズ
が
出
品
さ
れ
た
。
冒
頭

に
述
べ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
一
位
と
な
っ
た
の
が
こ
の
連
作
で
あ
る
。
後
年
に
な
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る

二
作
品
だ
が
、
新
聞
や
美
術
雑
誌
の
一
九
五
三
年
度
の
回
顧
記
事
に
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

評
論
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
反
応
と
は
対
照
的
に
、
青
美
連
メ
ン
バ
ー
の
桂
川
寛
や
池
田
龍
雄

は
、
山
下
と
河
原
の
作
品
に
衝
撃
を
受
け
た
と
記
し
て
お
り
、
大
方
の
出
品
者
た
ち
も
同
世
代
の
敏

感
さ
で
二
人
に
注
目
し
た
と
思
う
と
も
語
っ
て
い
る﹇
註
5
﹈。《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》の
誕
生
時
、
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
の
制
作
者
た
ち
の
意
識
と
、
批
評
家
た
ち
の
意
識
に
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
戦
前
か
ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
傾
倒
し
て
い
た
山
下
と
、
美
術
評
論
を
書
き

は
じ
め
た
ば
か
り
で
、
ア
ン
ド
レ
・
ミ
ノ
ー
や
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
ら
の「
新
し
い
具
象
」表
現
に

共
感
を
抱
い
て
い
た
針
生
の
距
離
は
遠
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

二
年
後
の
一
九
五
五
年
、
針
生
は「
ニ
ッ
ポ
ン
展
で
み
た
、
山
下
菊
二
の《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》の
も
つ

ふ
し
ぎ
な
リ
ア
リ
テ
ィ（
中
略
）そ
れ
は
け
っ
し
て
成
功
作
と
は
い
え
ぬ
ゴ
タ
ゴ
タ
し
た
作
品
だ
っ
た
が
、

封
建
制
と
サ
ク
取
に
み
ち
た
農
村
の
複
雑
な
葛
藤
を
、
幻
想
と
写
実
と
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
異
常
に

な
ま
な
ま
し
く
描
き
だ
し
て
い
た
」﹇
註
6
﹈と
記
し
て
お
り
、
幾
分
評
価
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
青
美
連
に
は
、
針
生
の
ほ
か
、
瀬
木
慎
一
、
木
村
泰
典（
石
子
順
三
）、
福
島
辰
夫
と
い
っ
た
評
論
家

も
活
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
レ
ア
リ
ス
ム
の
理
論
と
実
践
が
探
ら
れ
て
い
っ
た
。
メ
ン
バ
ー

﹁
メ
ロ
ド
ラ
マ
﹂が﹁
状
況
の
絵
画
﹂に
変
わ
る
ま
で

│
針
生
一
郎
の
作
品
評
の＂
変
節
＂が
語
る
も
の

三
上
満
良

山
下
菊
二
《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》
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と
の
論
議
を
通
し
て
、
針
生
の
評
価
軸
も
動
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
針
生
の
関
心
は「
記

録
」に
向
い
て
お
り
、
翌
年
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
表
現
の
問
題
を
論
じ
た「
サ
ド
の
眼
」を
発
表
し
た
。

　

し
か
し
、
ニ
ッ
ポ
ン
展
が
回
を
重
ね
て
い
っ
た
時
期
は
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
に
重
な
り
、
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
絵
画
は
、
提
起
し
た
問
題
が
総
括
さ
れ
な
い
ま
ま
、
六
〇
年
安
保
闘
争
の
終
焉
と
と
も
に
影

を
薄
く
し
て
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

そ
の
後
、
針
生
が
、《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》
に
言
及
し

た
の
は
、
一
九
六
三
年
に『
美
術
手
帖
』に
連
載
し
た
戦

後
美
術
盛
衰
史
で
あ
っ
た
。「
手
法
的
に
い
え
ば
、
こ
れ

は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
が
、

事
物
と
そ
の
背
景
と
い
う
典
型
論
は
の
り
こ
え
ら
れ
、
ギ

ニ
ヨ
ー
ル
の
よ
う
な
人
物
と
物
体
が
か
さ
な
り
あ
う
画
面

に
、
因
襲
と
抑
圧
、
狂
気
と
夢
魔
の
渦
ま
く
山
村
の
現

実
が
、
超
自
然
的
な
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
描
き
だ
さ
れ

て
い
る
」と
評
し
、
こ
れ
を「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
心
理

主
義
的
次
元
を
克
服
し
た「
状
況
の
絵
画
」」と
表
現
し
て

い
る﹇
註
7
﹈。

　
《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》を
挟
ん
で
、
前
年
の《
祖
国
防
衛

戦
線
》﹇
図
1
﹈と
、
翌
々
年
に
描
い
た《
生
活
戦
線
》﹇
図

2
﹈で
は
大
き
く
作
風
が
異
な
る
。
六
〇
年
代
以
降
は
さ

ら
に
大
胆
に
画
風
が
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
振
れ
幅
が
、

個
々
の
作
品
の
評
価
を
留
保
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
否
め

な
い
。
そ
し
て
戦
争
責
任
や
差
別
を
テ
ー
マ
に
し
た
作

品
を
発
表
し
続
け
た
こ
と
か
ら
、
左
翼
美
術
家
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
、
そ
れ
が
偏
見
と
な
っ
て
作
品
の
総

体
を
見
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
の
も
事
実
だ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
山
下
と
同
じ
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
針

生
は
、
近
視
眼
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》に
光
が
あ
た
る
の
は
、一
九
八
〇

年
代
で
あ
る
。一
九
八
一
年
に
東
京
都
美
術
館
が
開
催
し

た「
1
9
5
0
年
代
│
そ
の
暗
黒
と
光
芒
」に
は
じ
ま
る
戦
後
美
術
の
回
顧
企
画
に
出
品
さ
れ
、
戦
後

や
昭
和
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
独
創
性
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
八
五
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た「
再
構
成
：
日
本
の

前
衛
美
術
1
9
4
5
│ 
6
 5
」、
翌
年
に
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
で
開
催
の「
前
衛
芸
術
の
日
本

1
9
1
0
│
1
9
7
0
」
と
い
う
日
本
の
前
衛
表
現
の
通
史
展
で
の
展
示
が
契
機
と
な
り
、
海
外
か

ら
の
逆
照
射
と
い
う
か
た
ち
で
美
術
史
上
に
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
針
生
は
こ
の
二
つ
の

展
覧
会
に
関
係
し
た
が
、
以
後
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の
学
芸
ス
タ
ッ
フ
か
ら
聞
い
た「
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
と
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
総
合
し
た
、
外
国
に
手
本
も
類
例
も
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
」

﹇
註
8
﹈と
い
う
言
葉
を
借
り
て
、《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》を
語
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
第
三
世
界
の
表
現
者
た
ち
と
長
く
交
流
し
て
き
た
こ
の
評
論
家

は
、
ア
ジ
ア
美
術
の
文
脈
の
中
で
再
評
価
さ
れ
る
可
能
性
に
言
及
し
は
じ
め
る﹇
註
9
﹈。

　

時
を
経
る
ご
と
に
、
針
生
の
中
で《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》は
、
存
在
感
を
増
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
作
品
評
の
変
遷
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
国
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
の
評
価
の
揺
れ
を
物
語
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

（
宮
城
県
美
術
館
副
館
長
）

註1  《
あ
け
ぼ
の
村
物
語
》を
挙
げ
た
の
は
、
北
澤
憲
昭
、
菅
原
猛
、
高
島
直
之
、
針
生
一
郎
、
ヨ
シ
ダ
・
ヨ
シ
エ
。

2  

桂
川
寛「
私
の〈
戦
後
美
術
〉
│
〝
密
室
の
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
〞か
ら〝
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
運
動
〞へ
」『
社
会
評
論
』

七
二
号
、一
九
八
一
年
三
月
、一
二
三
頁
。

3  

針
生
一
郎「
あ
た
ら
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
た
め
に

│
「
ニ
ッ
ポ
ン
展
」に
よ
せ
て

│
」『
美
術
批
評
』一
九
五
三
年

七
月
号
、
四
七
頁
。

4  

林
文
雄「
ニ
ッ
ポ
ン
展
で
感
じ
た
こ
と
」、瀧
口
修
造「
ニ
ッ
ポ
ン
展
小
感
」『
今
日
の
美
術
』第
三
号
、一
九
五
三
年
。

5  
桂
川
、
前
掲
書
、一
二
三
頁
。

6  

針
生「
特
集
・
現
代
日
本
絵
画
の
主
題
と
方
法

│
そ
の
Ⅵ
記
録
性
に
つ
い
て
」『
美
術
批
評
』一
九
五
五
年
一
月

号
、
五
八
頁
。

7  

針
生「
戦
後
美
術
盛
衰
史
6
・
戦
争
と
平
和
の
谷
間
で
」『
美
術
手
帖
』一
九
六
三
年
七
月
号
、一
〇
〇
頁
。

8  

針
生「
か
け
が
え
の
な
い
画
家  

山
下
菊
二
の
生
と
死
」『
山
下
菊
二
画
集
』美
術
出
版
社
、一
九
八
八
年
、九
八
頁
。

9  

針
生「
山
下
菊
二『
あ
け
ぼ
の
村
物
語
』」『C

O

・L
A

B
/A

R
T

』5
こ
れ
か
ら
考
え
る
戦
後
日
本
の
現
代
美
術
、
財

団
法
人
セ
ゾ
ン
現
代
美
術
館
、一
九
九
六
年
、
三
七
頁
。

図2  山下菊二《生活戦線》1955年  日本画廊蔵 図1  山下菊二《祖国防衛戦線》1952年  日本画廊蔵


