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「
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
﹈

　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
は
ア
カ

4

4

ぬ
け
た
美
術
館
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
赤
瀬
川
原

平
の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
。
冗
談
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
た
び
の
回
顧
展
の
導
入
で
言
明
さ

れ
て
い
る
通
り
以
前
か
ら
結
ば
れ
て
い
た
同
館
と
高
松
次
郎
と
の
浅
か
ら
ぬ
ゆ
か
り
と
、
か
つ
て
彼
の

盟
友
で
あ
っ
た
赤
瀬
川
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
不
在
と
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が
す

る
。
以
下
は
、
そ
の
よ
う
な
感
触
か
ら
始
ま
る
ご
く
素
朴
な
感
想
文
で
あ
る
。
感
想
よ
り
も
分
析
を
要

請
し
て
見
え
る
高
松
の
作
品
の
数
々
は
、一
方
で
そ
う
し
た
素
朴
さ
も
ま
た
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
だ
。

　

さ
て
、
高
松
が
美
術
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
と
い
う
一
九
四
〇
年
代
末
を
起
点
に
い
わ
ゆ
る
戦
後

の
文
化
状
況
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
長
ら
く
表
現
者
た
ち
の
切
実
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
た
の
は

「
現
実
」の
二
文
字
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
に
は
、
た
と
え
ば
美
術
で
は「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
」と
呼

ば
れ
た
実
践
が
あ
り
、
写
真
で
は
土
門
拳
の「
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
」、
文
学
で
は
安
部
公
房
ら
の「
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
」、
映
画
で
は
松
本
俊
夫
の「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」、
実
録
的

な
漫
画
と
し
て「
劇
画
」な
る
ジ
ャ
ン
ル
も
出
現
し
た
。
権
力
と
権
威
の
暴
走
の
記
憶
も
醒
め
や
ら
ぬ

こ
の
時
期
、
市
民
と
し
て
の
、
個
人
と
し
て
の
現
実
を
で
き
る
限
り
生
々
し
く
記
録
し
形
に
示
す
方
法

を
、
皆
が
探
っ
て
い
た
。

　

む
ろ
ん
い
つ
の
時
代
も
リ
ア
リ
テ
ィ
は
表
現
者
の
最
大
の
関
心
事
に
他
な
る
ま
い
が
、環
境
が
変
化

す
れ
ば
同
時
代
で
共
有
さ
れ
る
語
彙
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
。
高
度
経
済
成
長
を
経
た

大
量
消
費
時
代
の
名
の
下
に
、
モ
ノ
と
代
用
品
と
し
て
の
ニ
セ
モ
ノ
が
も
ろ
と
も
世
に
あ
ふ
れ
、
週
刊

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
何
よ
り
テ
レ
ビ
の
隆
盛
と
普
及
に
よ
っ
て
実
体
を
持
た
な
い「
情
報
」な
る

も
の
の
膨
張
が
目
に
見
え
て
く
る
と
、「
現
実
」は
に
わ
か
に
非
現
実
に
対
す
る
相
対
的
な
価
値
を
帯

び
始
め
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
席
巻
が
引
き
起
こ
す
現
実
と
非
現
実
の
倒
錯
を
批
判
す
る
ダ
ニ
エ
ル

・

J
・
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン『
幻
影
の
時
代
』（
一
九
六
四
年
邦
訳
）は
言
論
人
の
必
携
書
と
な
り
、
幻
影
、
幻

想
、
虚
像
、
虚
構
と
い
っ
た
キ
イ
ワ
ー
ド
で「
現
実
」の
不
確
か
さ
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
時
代
は
六

〇
年
代
半
ば
に
差
し
か
か
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
あ
っ
て
、
高
松
次
郎
が
こ
の
頃
の
美
術
界
で
ス
タ
ー
の
座
を
獲
得
し
た
の
は
ほ
と

ん
ど
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
虚
実
両
面
の
概
念
を
巧
み
に
操
る
作
品
、
す
な
わ
ち
影
の

シ
リ
ー
ズ
こ
そ
が
、
高
松
の
評
価
を
決
定
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
彼
の
扱
っ
た
虚
実
と
は
、
じ
っ

さ
い
何
で
あ
っ
た
か
。

　

今
回
の
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た「
ミ
ス
テ
リ
ー
ズ
」に
因
ん
で
い
え
ば
、
高
松
の
作
品

は
一
種
の「
な
ぞ
な
ぞ
」で
あ
っ
た
。
白
い
キ
ャ
ン
バ
ス
に
描
け
な
い
も
の
、
ナ
ー
ン
ダ
？　

答
え
は
白

い
キ
ャ
ン
バ
ス
。
人
物
が
い
な
い
人
物
画
っ
て
ナ
ー
ン
ダ
？　

答
え
は
人
影
だ
け
の
絵
。
手
を
加
え
れ

ば
加
え
る
ほ
ど
消
え
て
い
く
も
の
、
ナ
ー
ニ
？　

答
え
は
木
版
画﹇
図
1
﹈、
と
い
っ
た
ふ
う
に
。
穴（
あ

る
の
に
な
い
も
の
）、
鏡（
見
え
る
の
に
見
え
な
い
も
の
）な
ど
、
高
松
の
作
品
に
は
な
ぞ
な
ぞ
に
う
っ
て
つ

け
の
両
極
端
の
意
味
を
同
時
に
持
つ
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
し
き
り
に
現
れ
る
。
今
回
、
高
松
の
作
品

に
対
す
る
じ
つ
に
明
晰
な
手
引
き
と
な
っ
た
こ
の
企
画
で
参
照
さ
れ
た
数
学
、
物
理
学
、
論
理
学
な

ど
と
同
じ
く
、
な
ぞ
な
ぞ
も
ま
た
元
を
辿
れ
ば
言
語
と
い
う
あ
る
シ
ス
テ
ム
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
抽
出
に

他
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
な
ぞ
な
ぞ
が
背
後
の
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
遊
戯
を
前
面
化
さ
せ
た
形
で
あ
る

よ
う
に
、
高
松
の
作
品
は
本
質
に
至
る
手
前
の
か
り
そ
め
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
椅

子
で
あ
れ
脚
立
で
あ
れ
テ
ー
ブ
ル
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
で
も
石
で
も
よ
い
。
物
体
と
し

て
現
れ
て
く
る
も
の
は
ど
れ
も
作
品
の
構
造
と
内
的
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
ち
ょ
う

ど
算
数
の
問
い
に
あ
る
A
君
と
か
ア
メ
玉
み
た
い
に
、
た
ま
た
ま
選
ば
れ
た
仮
の
事
物
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

　

数
学
を
通
し
て
解
読
す
る
ま
で
も
な
く
、
も
と
も
と
彼
の
作
品
自
体
が
数
学
を
か
み
く
だ
い
て
視

覚
化
し
た
算
数
の
例
題
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
芸
術
が
辿
り
つ
き
得
る
解
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、

い
つ
ま
で
も
芸
術
を
介
し
て
例
題
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
白
紙
還
元
、
純

粋
、
と
い
っ
た
言
葉
を
好
ん
だ
高
松
の
作
品
は
い
か
に
も
観
念
的
に
見
え
る
。
も
し
ほ
ん
と
う
に「
白

紙
還
元
」が
達
成
さ
れ
た
な
ら
、
作
品
は
き
っ
と
味
気
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
高
松
は
、
決
定

的
な
と
こ
ろ
で
照
れ
隠
し
の
よ
う
に
観
念
と
し
て
の
厳
密
さ
を
外
し
て
し
ま
う
。
影
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ

れ
ば
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
影
が
影
そ
の
も
の
で
は
な
く
影
の
絵

4

4

で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た

の
は
な
ぜ
か
。「
こ
の
七
つ
の
文
字
」と
記
す
と
き
、
た
だ
文
字
だ
け
で
な
く
紙
面
に
ざ
ら
つ
い
た
印
刷

高
松
次
郎
の
じ
れ
っ
た
さ

成
相
肇
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跡
が
あ
か
ら
さ
ま
に
残
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
な
ぜ
版
画
と
し
て
の
手
ざ
わ
り
が
保
持
さ
れ
る
の

か﹇
図
2
﹈。

　

高
松
の
作
品
に
は
あ
ま
り
に
問
い
か
け
が
、
解
か
せ
よ
う
と
す
る
誘
導
が
、
剥
き
出
し
で
あ
る
。
そ

し
て
、
解
き
が
た
い
問
題
と
解
答
へ
の
到
達
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
物
理
的
な
レ
ベ
ル
で
は

決
ま
っ
て
作
品
の
構
造
が
示
す
観
念
を
う
や
む
や
に
す
る
よ
う
な
不
確
定
の
知
覚
的
な
要
素
が
加
え

ら
れ
る
。
作
品
に
導
か
れ
て
分
析
を
続
け
て
み
て
再
び
作
品
に
戻
る
と
、
齟
齬
を
き
た
す
要
素
が
気

に
か
か
る
。
味
わ
い
と
い
う
べ
き
そ
の
い
わ
ば
不
純
さ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
や
は
り
な
ぞ
な
ぞ
め
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
観
念
だ
け
に
飛
躍
し
な
い
高
松
は
、
自
分
で
自
分
を
裏
切
っ
て
は
い
ま
い
か
。
そ
の
思

わ
せ
ぶ
り
な
思
考
実
験
は
、
だ
か
ら
、
と
て
も
じ
れ
っ
た
い
。
観
念
的
で
あ
る
こ
と
と
感
傷
的
な
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
が
、
乖
離
し
た
ま
ま
同
時
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
観
念
的
な
手
つ
き
の
傍
ら
で
、
最

終
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
す
れ
ば「
不
純
」で
あ
る
は
ず
の
、
悩
み
と
苦
悶
の
痕
跡
を
示
す
メ
モ
や
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
が
要
請
さ
れ
る
。

　

ぼ
く
は
高
松
の
作
品
に
の
め

り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
で
は
ま
る
で
、
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
技ア

ー
ト術
が
作
品
に
な

ろ
う
と
す
る
そ
の
意
志
に
逆

ら
っ
て
、
工
学
で
い
う
と
こ
ろ

の
ア
ー
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
、
人
の

手
の
介
入
に
よ
っ
て
起
こ
る

エ
ラ
ー
や
ノ
イ
ズ
が
作
品
と
呼

ば
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
か
ら
。
ア
ー
テ
ィ
フ
ァ

ク
ト
も
ま
た
ア
ー
ト
で
あ
り
得

る
。
し
か
し
高
松
が
残
し
た
言

葉
は
い
つ
も
ノ
イ
ズ
の
な
い
理

論
構
築
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

高
松
に
お
け
る
虚
実
と
は
、
当

時
注
目
さ
れ
た
よ
う
な
理
念
上

の
問
題
提
起
で
は
な
く
、
じ
つ

に
ス
ト
レ
ー
ト
な
作
品
上
の
分
断
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

再
び
時
代
状
況
に
目
を
移
す
と
、
六
〇
年
代
の
終
り
に
向
か
っ
て
虚
実
二
元
論
は
高
ま
る
と
と
も

に
修
正
の
気
運
も
芽
生
え
て
く
る
。
分
け
続
け
る
限
り
決
し
て
交
わ
ら
な
い
虚
と
実
の
し
が
ら
み
を

振
り
切
る
道
は
な
い
も
の
か
。
あ
る
者
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
生
っ
ぽ
い
自
然
物
を
展
示
空
間
に
放
置

し
、
ま
た
あ
る
者
は
作
品
か
ら
極
度
に
物
質
感
を
取
り
去
っ
た
。

　

高
松
が
コ
ピ
ー
機
を
用
い
て
制
作
す
る
機
会
を
得
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
る
。
無
数
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
、
あ
る
い
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
複
製
を
大
量
に
、
そ
し
て
簡
易
に
作
り
出
せ
る
こ
の
機
械

は
、
唯
一
性
と
物
神
性
を
備
え
た
作
品
と
い
う
概
念
か
ら
一
気
に
跳
躍
で
き
る
可
能
性
を
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
も
た
ら
し
、
同
時
期
の
い
わ
ゆ
る
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
と
っ
て
恰
好
の
道
具
と
な
っ

た
。
七
二
年
、
高
松
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
タ
イ
プ
し
た
紙
を
コ
ピ
ー
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
入
れ
た《T

H
E

 

S
T

O
R

Y

》を
国
際
版
画
展
に
出
品
し
て
物
議
を
か
も
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
彼
の
態
度
を
よ
り
象

徴
的
に
示
す
例
は
、
こ
れ
と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
コ
ピ
ー
・
ア
ー
ト
で
あ
ろ
う
。「
こ

の
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
千
枚
の
う
ち
の
こ
の
一
枚
」と
書
い
た
紙
を
千
枚
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
す
る
、
と
い
う
作

品
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
松
は
コ
ピ
ー
機
を
使
用
し
て
な
お
、
作
品
の
唯
一
性
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
。

「
同
じ
も
の
は
ふ
た
つ
と
な
い
、
と
言
い
た
い
気
持
ち
が
強
い
ん
で
す
」﹇
註
﹈
と
高
松
は
い
う
。
か
け
が

え
の
な
い
こ
の

4

4

印
刷
物
を
超
え
て
、
形
而
上
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
示
し
得
る
は
ず
の
コ

ピ
ー
機
は
、
制
作
の
道
具
で
な
く
敵
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
思
い
返
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
赤
瀬
川
原
平
が
飄
々
と
複
製
の
世
界
へ
飛
び
込
ん
で
い
っ

た
こ
と
と
の
対
比
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
高
松
の
芸
術
家
と
し
て
の
実
質
的
な
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
の

は
、
点
と
紐
の
作
品
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
丸
々
と
太
ろ
う
と
、
い
く
ら
繋
が
れ
て
伸
び
よ
う
と
、
点
は

「
こ
の
点
」で
あ
り
紐
は「
こ
の
紐
」で
あ
り
続
け
、
む
し
ろ
同
一
性
を
強
調
し
て
い
く
。
同
じ
も
の
は
ふ

た
つ
と
な
い
、
と
言
い
た
い
気
持
ち
が
強
い
ん
で
す
。

　

ク
ー
ル
に
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
高
松
に
対
し
て
好
意
的
に
述
べ
ら
れ
て
き
た

形
容
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
ぼ
く
に
は
た
だ
そ
れ
が
、
じ
れ
っ
た
い
。

 

（
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
学
芸
員
）

註寺
山
修
司
、
高
松
次
郎
、
横
尾
忠
則「（
座
談
会
）複
写
時
代
の
仕
事
」『
季
刊
フ
ィ
ル
ム
』第
十
二
号
、
一
九
七
二
年

二
月
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図２  高松次郎《日本語の文字》1970年
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