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概
要

　「
高
松
次
郎
ミ
ス
テ
リ
ー
ズ
」展
の
会
期
中
、「
高
松
次
郎
バ
ー
ス
デ
ー
記
念
ミ
ス
テ
リ
ー
イ
ベ
ン
ト
」

と
題
す
る
催
し
を
行
っ
た
。
作
家
の
誕
生
日
で
あ
る
二
月
二
十
日
を
祝
し
て
、
高
松
の
作
品《
台
本
》

（
一
九
七
〇
│
七
四
年
）を
、
二
月
二
十
日
、
二
十
一
日
の
二
回
に
わ
た
り
、
作
家
・
演
出
家
の
神
里
雄

大
の
手
に
よ
り
上
演
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。《
台
本
》は
当
時
、
寺
山
修
司
率
い
る
劇
団「
天
井
桟

敷
」の
初
の
海
外
公
演
に
お
け
る
演
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
実
際
に
上
演

さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
手
書
き
の
も
の
、
雑
誌
に
発
表
し
た
も
の
、
タ
イ
プ
打
ち
し
た
も
の
を
次
々
と

コ
ピ
ー
し
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
作
品
と
し
た
も
の（
一
九
八
〇
年
、本
展
出
品
作
）な
ど
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
が
あ
る
が
、
今
回
は『
世
界
拡
大
計
画
』﹇
註
1
﹈所
収
の
も
の
を
用
い
た
。
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は

次
に
例
を
引
く
よ
う
な
指
示
が
計
十
五
個
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
八
か
ら
九
個
の
註
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
台
本
・
一 

 

あ
る
姿
勢
の
ま
ま
、
で
き
る
限
り
身
体
を
静
止
す
る
よ
う
に
努
力
し
、
そ
し
て
で
き
る

限
り
長
い
時
間
、
そ
の
状
態
を
続
け
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
。

　
台
本
・
二 

 

で
き
る
限
り
意
識
を
排
除
す
る
よ
う
に
努
力
し
、
そ
し
て
で
き
る
限
り
長
い
時
間
、
そ

の
状
態
を
続
け
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
。

　
台
本
・
三 

 

あ
る
姿
勢
の
ま
ま
、
で
き
る
限
り
身
体
を
静
止
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
で
き
る
限
り
意

識
を
排
除
す
る
よ
う
に
努
力
し
、
そ
し
て
で
き
る
限
り
長
い
時
間
、
そ
の
状
態
を
続
け

る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と﹇
註
2
﹈。

　
上
演
時
間
は
七
〇
分
、
各
日
と
も
そ
の
後
、
神
里（
二
十
一
日
の
み
）と
俳
優
に
、
蔵
屋
美
香（
二
十

日
）、
桝
田
倫
広（
二
十
一
日
）を
司
会
に
加
え
、
二
十
分
の
ト
ー
ク
を
行
っ
た
。
観
客
は
二
十
日
二
二

〇
人
、
二
十
一
日
一
七
〇
人
で
あ
っ
た
。

日
時
：
二
〇
一
五
年
二
月
二
十
日（
金
）午
後
六
│
七
時
半
、二
十
一
日（
土
）午
後
三
│
四
時
半

場
所
：
美
術
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

演
出
：
神
里
雄
大（
作
家
、
舞
台
演
出
家
／
岡
崎
藝
術
座
主
宰
）

出
演
：
上
蓑
佳
代
、
遠
藤
麻
衣（
二
十
二
会
）、
酒
井
和
哉
、
吉
岡
亜
美

経
過

　
稽
古
は
一
月
二
十
六
日
、
二
十
九
日
、
二
月
十
七
日
、
十
九
日
の
四
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
。
初
日

は
俳
優
と《
台
本
》
を
読
み
上
げ
、
合
間
に
神
里
よ
り「
南
米
の
サ
ッ
カ
ー
で
は
、
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、

ど
う
守
る
か
で
は
な
く
ど
う
破
る
か
を
考
え
る
」「
俳
優
は
が
ん
ば
っ
て
見
え
る
か
ど
う
か
、
が
問
題

で
あ
り
、
本
当
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
外
か
ら
判
断
で
き
な
い
」な
ど
の
発
言
が
な
さ
れ
た
。

二
、
三
回
目
は
俳
優
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
で《
台
本
》の
指
示
を
試
行
し
た
。
上
演
前
日
の
十
九
日
に
な

り
、
四
人
の
俳
優
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当
て
た
一
つ
の
身
ぶ
り
を
繰
り
返
さ
せ
る
、
と
い
う
構
想
が
ま
と

ま
っ
た
。
身
ぶ
り
、
俳
優
の
並
び
、
着
衣
の
色
な
ど
に
つ
い
て
は
神
里
が
決
定
し
た
。
十
九
日
深
夜
の

通
し
稽
古
で
、
神
里
は
、
七
〇
分
の
繰
り
返
し
の
中
で
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
俳
優
の
身
体
と
意
識

の
さ
ま
を「
外
か
ら
」見
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
が
高
松
の《
台
本
》の
ど
の
部
分
を
上
演
し
て
い
る
と
思
え

る
か
、
を
読
み
取
っ
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
、
俳
優
四
人
の
背
後
の
壁
に
、
神
里
が「
彼
ら
は
今
、《
台

本
》の
こ
の
部
分
を
上
演
中
で
あ
る
」と
判
断
し
た
時
間
の
長
さ
と
順
序
で
、
各
指
示
が
次
々
と
プ
ロ

ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
、
と
い
う
形
が
で
き
上
が
っ
た
。

上
演

　
上
演
場
所
と
な
る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
壁

の
前
に
四
人
の
俳
優
が
並
び
、
各
自
の
動
作
を
始

め
る﹇
図
1
﹈。
遠
藤
は
右
手
で
胸
を
つ
か
ん
で
放

り
投
げ
る
よ
う
な
動
作
を
し
な
が
ら「
た
」
と
発

声
し
、
上
蓑
は
時
計
回
り
に
円
を
描
い
て
歩
き
続

け
る
。
吉
岡
は
セ
ー
タ
ー
を
脱
ぎ
着
し
続
け
、
酒

井
は
上
演
時
間
中
ま
っ
た
く
動
か
な
い
。
壁
に
は

「
台
本
・
一
」に
始
ま
り
、以
下
四
、五
、六
、十
三
、

一
〇
、
十
二
、
十
四
、
二
、
一
、
九
、
二
の
順
で
指

示
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
。

︽
台
本
︾は
果
た
し
て﹁
上
演
﹂で
き
る
の
か
？

蔵
屋
美
香

「
高
松
次
郎
ミ
ス
テ
リ
ー
ズ
」
展

会
期
：
二
〇
一
四
年
十
二
月
二
日
│
二
〇
一
五
年
三
月
一
日
　
会
場
：
美
術
館 

企
画
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
﹇
一
階
﹈

図1 《台本》2月20日上演時のようす
左より遠藤、上蓑、吉岡、酒井
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解
釈

　《
台
本
》
は
も
と
も
と
高
松
自
身
が
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
し
て
行
っ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
作
品
が
果
た
し
て「
他
人
に
見
せ
る
」＝
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た

の
か
ど
う
か
、
実
は
不
明
で
あ
る
。
実
際
、
稽
古
の
中
で
比
較
的
忠
実
に
指
示
を
実
行
す
る
こ
と
も
試

み
た
が
、
例
え
ば
本
当
に
意
識
を
排
除
し
て
い
る
の
か
、
た
だ
立
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
を
外
か
ら
区

別
す
る
術
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
各
指
示
や
註
に
は「
で
き
る
限
り
努
力
す
る
」「
実
行
者
の
判
断
に
よ

る
」の
文
言
が
あ
り
、
ど
こ
ま
で「
努
力
」す
る
よ
う「
判
断
」す
る
か
、
す
べ
て
が
演
者
ま
か
せ
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の《
台
本
》で
は
、
神
里
が
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
述
べ
る
と
お
り
、
演
出
家
や
観
客

と
い
っ
た
演
者
の
外
部
の
存
在
の
関
わ
り
が
巧
み
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
演
出
家
の
役
割

に
自
覚
的
な
神
里
は
、
最
終
的
に
、
俳
優
の
表
面
上
の
動
作
は
変
え
ず
、
か
つ
、
七
〇
分
の
繰
り
返

し
の
中
で
一
種
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
っ
て
い
く（
上
蓑
の
目
は
焦
点
が
合
わ
な
く
な
り
、
酒
井
は
涙
や
よ

だ
れ
を
流
し
た
）彼
ら
の
中
に
、
あ
く
ま
で「
外
か
ら
」各
指
示
を
見
出
す
、
と
い
う
方
法
を
選
択
し
た
。

神
里
雄
大
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト（
当
日
観
客
に
配
布
さ
れ
た
も
の
）

註
一 

 

こ
の
台
本
の
主
旨
の
範
囲
内
で
、
何
ら
か
の
規
約
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
誰

が
行
っ
て
も
よ
い
。

註
二 

 

こ
の
台
本
は
、
可
能
な
限
り
、
誰
で
も
、
い
つ
ど
こ
で
で
も
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

註
三 

 

実
行
す
る
人
は
、一
人
で
も
多
人
数
で
も
よ
い
。
多
人
数
で
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
相
互
の
関

連
は
、
こ
の
台
本
で
は
規
制
し
な
い
。

註
四 

 

こ
の
台
本
を
実
行
す
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
物
体
を
使
用
す
る
こ
と
は
任
意
で
あ
る
。

註
五 

 

厳
密
な
意
味
で
、身
体
を
完
全
に
静
止
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
意

向
に
対
し
て
努
力
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

身
体
の
動
き
で
は
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
呼
吸
や
ま
ば
た

き
な
ど
、
避
け
難
い
と
思
わ
れ
る
動
き
の
問
題
を
含
め

て
、
ど
の
よ
う
な
身
体
の
状
態
を
こ
の
台
本
の
範
囲
と
す

る
か
は
、
実
行
す
る
人
の
判
断
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
意
志
と
は
直
接
関
係
の
な
い
動
き
、
た
と
え
ば
内
臓

の
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
台
本
の
範
囲
外
の
問
題
で
あ
る
。

註
六 

 

静
止
さ
れ
る
身
体
の
姿
勢
は
、
実
行
す
る
人
が
決
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註
七 

 

こ
の
台
本
の
主
旨
に
沿
っ
た
他
者
の
指
示
や
協
力
を
得
る
こ
と
は
、実
行
す
る
人
の
任
意
で
あ
る
。

註
八 

 

意
識
に
つ
い
て
は
こ
の
台
本
で
は
規
制
し
な
い
。
た
だ
し
睡
眠
は
こ
の
台
本
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

註
九 

 

こ
こ
に
記
さ
れ
た
文
脈
の
解
釈
、
及
び
記
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
は
実
行

す
る
人
の
判
断
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
は
、「
台
本
・
一
」の「
注
釈
」で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
特
に
一
│
四
、
七
、
九
は
、
十
五
あ
る

「
台
本
」の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、「
実
行
者
」の
自
由
を
指
示
し
て
い

る
い
っ
ぽ
う
で
、「
演
出
者
」に
は
入
り
込
む
余
地
を
ほ
ぼ
残
し
て
く
れ
な
い
。
注
釈
で
な
い
部
分

│

主
旨
の
部
分
が
、
演
出
者
の
想
像
を
か
き
立
て
る
の
に
対
し
て
、
注
釈
は
、
演
出
者
を
含
め
た
第
三
者

の
視
点
を
拒
絶
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
実
行
者
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
人

間
は
、
こ
の
台
本
を
行
う
と
き
、
実
行
者
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
演
出
者
と
し
て
、
こ
の「
台
本
」に
関
わ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
個
々
の「
台
本
」に
つ
い

て
、
実
行
者
に
と
や
か
く
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ど
の「
台
本
」を
や
る
の
か

を
実
行
者
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
わ
た
し
は
主
に
そ
の
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
俳
優
と
は
面
白
い
存
在
で
、
彼
ら
は
内
実
ど
ん
な
に
努
力
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
外
か

ら
見
て
認
め
ら
れ
な
い
と
、
そ
の
努
力
は
な
い
も
の
と
同
じ
と
さ
れ
て
し
ま
う
。「
わ
た
し
は
◯
◯
し
て

い
る
つ
も
り
で
す
」と
い
う
言
い
訳
が
で
き
な
い
存
在
な
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
傍
か
ら
見
て
、「
あ
の

俳
優
は
が
ん
ば
っ
て
い
る
」な
ど
と
見
え
れ
ば
、
実
際
に
は
そ
の
俳
優
が
ど
れ
だ
け
い
い
加
減
な
思
考

や
運
動
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
俳
優
は「
が
ん
ば
っ
て
い
る
」こ
と
に
な
る
。

　「
台
本
」に
従
い
、
彼
ら
は
努
力
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
努
力
は「
見
え
方
の
違
い
」と
い
う
か

た
ち
で
報
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
の
中
で
、
報
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
見
え
方
の
違
い
」で

は
な
い
、
思
考
と
は
呼
べ
な
い
よ
う
な
身
体
の
喜
び
に
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
は
思
う
。

　
高
松
次
郎
は
、
そ
の
平
面
な
作
品
性
の
内
側
に
、
立
体
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
や
執
拗
な
繰
り
返
し
を

組
み
込
も
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
俳
優
は
そ
の
逆
を
行
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
平

面
か
ら
立
体
を
想
像
す
る
作
家
と
、
立
体
か
ら
平
面
を
立
ち
上
げ
る
俳
優
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。 

 

 

神
里
雄
大

 

（
美
術
課
長
）

註1 

高
松
次
郎『
世
界
拡
大
計
画
』二
〇
〇
三
年
、
水
声
社
、二
三
三
│
二
五
二
頁
。

2 

同
、二
三
四
│
二
三
六
頁
。

図2  演出の神里雄大氏


