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土
田
麦
（
一
八
八
七
│
一
九
三
六
）
の《
島
の

女
》﹇
図
1
﹈
は
、
一
九
一
二
年
の
第
六
回
文
展
に

出
品
さ
れ
入
選
、
褒
状
を
受
け
、
文
部
省
買
い

上
げ
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
発
表
時
に
賛
否

両
論
を
巻
き
起
こ
し
な
が
ら
、
翌
年
の
第
七
回

文
展
に
出
品
さ
れ
た《
海
女
》（
京
都
国
立
近
代
美

術
館
蔵
）と
あ
わ
せ
て
、
土
田
麦

初
期
の
代
表

作
と
し
て
、
現
在
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

土
田
麦

の
み
は
、「
島
の
女
」（
二
曲
一
双
・

文
部
省
蔵
）
に
於
て
ゴ
ー
ガ
ン
の
感
化
を
ま

ざ
ま
ざ
と
示
し
、
後
期
印
象
派
の
影
響
が

若
い
日
本
画
家
の
間
に
も
及
ん
だ
こ
と
を

証
拠
立
て
た
の
で
あ
つ
た
。

　

森
口
多
里『
美
術
五
十
年
史
』一
九
四
三
年
、
鱒

書
房
、
二
八
六
│
二
八
七
頁

土
田
麦

氏
の
六
曲
屏
風「
海
女
」は
実
に

以
て
の
外
の
も
の
で
あ
る
。
去
年
の「
島
の

女
」は
或
賞
賛
者
と
有
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
今
年
の
は
徒
ら
に
世
人
の
反
感
を

招
く
の
外
は
な
い
。
後
期
印
象
派
の
輸
入

紹
介
が
斯
く
の
如
き
悪
結
果
を
持
来
し
た

か
と
思
え
ば
恐
る
可
き
で
あ
る
。
そ
の
罪
は

輸
入
紹
介
者
に
あ
る
の
で
は
な
く
全
く
土

田
氏
の
理
解
の
不
足
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

　

石
井
柏
亭『
時
事
新
報
』一
九
一
三
年
十
月
二

十
六
日

　

こ
の
よ
う
な
相
対
立
す
る
二
つ
の
評
価
を
見

て
分
か
る
の
は
、
土
田
麦

の
こ
の
時
期
の
作

品
を
め
ぐ
る
批
評
の
多
く
が
西
洋
絵
画
の
受
容

の
正
確
さ
、
あ
る
い
は
日
本
画
と
し
て
有
る
べ

き
姿
、
と
い
っ
た
点
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
だ
。
本
稿
で
は
、
も
う
一
度
こ
の
作
品

を
仔
細
に
見
る
こ
と
か
ら
始
め
、「
西
洋
／
日

本
」
あ
る
い
は「
油
絵
／
日
本
画
」
と
い
う
論
点

と
は
別
の
側
面
か
ら
、
こ
の「
絵
画
」
を
捉
え
直

し
て
み
た
い
。

右
端
で
し
ゃ
が
む
女
性
の
視
線

　

ま
ず
画
面
の
構
成
を
見
て
み
よ
う
。
発
表
時

に『
京
都
日
出
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
批
評
は
、

簡
潔
か
つ
的
確
に
画
面
を
描
写
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
に
引
用
す
る
。

土
田
麦

の「
島
の
女
」
な
る
屏
風
は
南
島

初
夏
の
田
園
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

青
葉
廣
が
れ
る
無
花
果
の
樹
下
に
、
二
人

の
女
が
立
杵
で
舂
を
搗
き
、
一
方
の
端
に

若
い
女
が
房
々
と
し
た
髪
を
滑
か
さ
う
に

梳
い
て
居
り
、
背
景
に
子
供
が
頭
に
物
を

運
ん
で
行
く
圖
で
あ
る
。
色
彩
の
多
様
な

ら
ず
し
て
古
調
帯
た
る
と
描
線
の
単
純
流

麗
な
る
と
は
、
島
人
生
活
の
至
て
無
邪
気
・

素
朴
に
し
て
何
等
の
不
安
な
く
、
天
然
と

人
と
よ
く
和
睦
し
て
、
而
か
も
生
気
に
充
つ

る
状
を
示
し
て
居
る
。
女
は
豊
満
な
る
和

か
き
胸
や
腕
を
半
裸
的
に
露
出
し
て
居
る

が
、
毫
末
も
肉
感
的
で
な
い
。
此
種
の
画
で

は
衣
服
が
動
も
す
れ
ば
局
部
的
肉
体
を
暗

示
す
る
具
に
供
せ
ら
る
ゝ
弊
が
あ
る
け
れ
ど

も
、「
島
の
女
」
の
衣
服
は
其
の
趣
淡
白
に

し
て
毫
末
も
卑
属
の
体
は
な
い
。
而
し
て

裏
箔
の
隠
れ
た
る
光
輝
が
何
と
な
く
全
体

の
画
面
を
高
尚
な
ら
し
め
、
温
喧
な
る
南

島
の
情
味
を
搖
曳
せ
し
め
て
居
る
。
田
園

女
性
の
気
分
を
示
す
点
に
於
て
此
の
画
は

卓
絶
な
る
作
品
で
あ
る
。

　
「
画
壇
側
面
観
」『
京
都
日
出
新
聞
』一
九
一
二

年
十
月
七
日

　

作
品
を
仔
細
に
見
る
こ
と
を
何
よ
り
出
発
点

と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
屏
風
が
折
ら
れ
て
展
示

さ
れ
る
、
立
体
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い﹇
図
2
﹈。
平
た
く
展
開
さ
れ
た
図
版

と
、
実
際
に
展
示
さ
れ
た
状
態
の
作
品
と
で
は
、

女
性
た
ち
の
位
置
や
、
画
面
内
の
要
素
の
諸
関

係
は
驚
く
ほ
ど
異
な
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
た
と

え
ば
二
曲
一
双
屏
風
で
は
、
各
隻
は
中
央
部
で

二
つ
に
折
ら
れ
る
た
め
、
中
央
部
は
観
者
か
ら

物
理
的
に
遠
く
、
そ
こ
か
ら
外
側
に
離
れ
る
に

従
っ
て
観
者
の
近
く
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る

し
、
ま
た
折
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
に
は
角

度
が
つ
く
。

　

上
記
の『
京
都
日
出
新
聞
』
の
描
写
と
重
複

す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
四
人
の
女
性
を
見
る

こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
左
隻
中
央
、
ち
ょ
う

ど
屏
風
の
折
れ
目
に
あ
た
る
場
所
に
置
か
れ
た

臼
を
挟
ん
で
、
二
人
の
女
性
が
杵
で
穀
物（
米
）

を
つ
い
て
い
る
。
一
方
の
右
隻
で
は
、右
扇
に
一

人
の
女
性
が
し
ゃ
が
み
、
左
扇
に
は
頭
に
黒
い

桶
を
乗
せ
た
も
う
一
人
の
女
性
が
後
ろ
向
き
に

直
立
し
て
い
る
。
作
品
の
前
に
立
っ
た
時
に
観

者
の
眼
が
最
初
に
向
か
う
の
は
、
右
端
で
し
ゃ

が
ん
で
い
る
女
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
画
面
内

で
左
隻
の
右
扇
に
描
か
れ
た
女
性
が
身
に
つ
け

た
オ
レ
ン
ジ
の
腰
巻
と
と
も
に
、
最
も
明
度
の

高
い
白
い
衣
服
を
つ
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

何
よ
り
、
観
者
の
方
へ
顔
を
向
け
て
い
る
か
ら

だ
。
正
面
向
き
に
描
か
れ
た
人
物
は
観
者
と
正

対
し
、
こ
ち
ら
を
ま
な
ざ
し
て
く
る
よ
う
な
感
覚

 

三
輪
健
仁

土
田
麦
《
島
の
女
》再
考

│
﹇
そ
の
1
﹈部
分
と
全
体

作
品
研
究
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に
捕
わ
れ
る
た
め
、
観
者
を
画
中
に
引
き
込
む

よ
う
な
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
長
い
絵
画

の
歴
史
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
意
図
し

て
正
面
像
の
人
物
が
し
ば
し
ば
画
面
内
に
描
き

込
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
観
者
を
ま
な
ざ
し
て
く

る
女
性
に
眼
が
留
ま
る
と
、
も
っ
と
よ
く
見
よ

う
と
作
品
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
近
寄
っ
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
を
向
い
て
い

る
よ
う
に
見
え
た
彼
女
は
髪
を
梳
く
の
に
没
頭

し
て
い
る
の
か
、
実
は
う
ま
く
視
線
が
合
わ
な

い
の
だ﹇
図
3
﹈。
女
性
の
左
眼
は
、
た
し
か
に
正

面
に
立
つ
観
者
を
ま
な
ざ
し
て
く
る
。
し
か
し
、

右
眼
は
向
か
っ
て
左
方
向
を
、
し
か
も
下
か
ら

上
を
見
上
げ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る（
眼
の
下

の
輪
郭
が
描
か
れ
た
大
下
絵
を
見
る
と
、
左
眼
と
右

眼
が
別
々
の
方
向
を
見
て
い
る
こ
と
が
よ
り
は
っ
き

り
す
る
）。
さ
ら
に
近
づ
い
て
女
性
の
眼
を
見
て

み
る
と
、
左
眼
の
黒
目
は
、
最
上
層
に
墨
で
濃

く
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
っ
き
り
と

目
立
ち
、
観
者
を
強
く
ま
な
ざ
し
て

く
る
の
に
対
し
、
右
眼
の
黒
目
は
胡

粉
の
下
層
に
あ
り
輪
郭
も
曖
昧
な
た

め
、
近
距
離
で
見
て
も
ぼ
ん
や
り
と

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
ど
こ
ま
で
近

づ
い
て
も
、
し
っ
か
り
と
向
き
合
っ

て
い
る
と
い
う
感
触
を
つ
い
に
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
。
彼
女
は
こ
ち
ら
を
ま
な
ざ
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
謎
め
い

た
存
在
で
あ
り
続
け
る
。

　

こ
の
女
性
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
に
、
屏
風
か
ら
物
理
的
に
距
離
を
と
っ
て
、
も

う
一
度
少
し
離
れ
て
画
面
内
の
他
の
人
物
を
見

て
み
る
。
す
る
と
、
ど
う
や
ら
私
た
ち
に
無
関
心

な
の
は
彼
女
だ
け
で
は
な
い
。
左
隻
の
二
人
は

向
き
合
っ
て
作
業
に
没
頭
し
て
い
る
し
、
頭
に

桶
を
乗
せ
た
女
性
は
観
者
に
背
を
向
け
て
い
る
。

無
花
果
の
樹
の
幹

　

画
中
の
人
物
の
顔
が
描
か
れ
て
い
な
い
、
あ

る
い
は
視
線
が
交
錯
し
な
い
、
そ
の
時
に
観
者

が
感
じ
る
の
は
、
正
面
像
と
は
反
対
の
感
覚
、
す

な
わ
ち
隔
た
り
、
距
離
感
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
画

面
内
の
誰
と
も
視
線
が
交
わ
ら
ず
、
退
い
て
全

体
を
見
渡
し
た
時
に
観
者
の
眼
は
初
め
て
、
中

央
で
二
股
に
分
か
れ
な
が
ら
伸
び
る
無
花
果
の

樹
の
幹
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
画
面
上
部
を
覆
う

緑
の
葉
群
は
比
較
的
す
ぐ
に
知
覚
で
き
る
の
に

対
し
て
、
中
央
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
幹
が
眼

に
入
り
に
く
い
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が

あ
る
。
眼
前
近
く
に
あ
り
す
ぎ
て
焦
点
が
合
い

に
く
い
こ
と
、
右
隻
と
左
隻
、
二
つ
の
屏
風
の
切

れ
目
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と（
屏
風
と
屏
風
の
間

に
物
理
的
空
白
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
図
版
の
み
で

鑑
賞
す
る
時
に
は
な
か
な
か
意
識
に
上
ら
な
い
）、
そ

し
て
上
下
が
断
ち
切
ら
れ
る
ほ
ど
大
き
く
描
か

れ
、
全
体
像
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
、
な
ど
が
そ

の
理
由
だ
ろ
う
。

　

こ
の
樹
の
幹
に
焦
点
が
合
う
と
、
そ
れ
ま
で

平
面
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
画
面
に
グ
ッ
と
奥

図1  土田麦 《島の女》1912年  絹本彩色・二曲一双屏風  各166.5×184.0cm  東京国立近代美術館蔵

図2  展示された状態の土田麦 《島の女》

図3  土田麦 《島の女》部分



Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Dec. 2014-Jan. 2015]  │ 16

行
が
生
じ
る
。
樹
木
は
角
度
を
つ
け
て
置
か
れ

た
二
曲
一
双
屏
風
の
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
た

め
、
物
理
的
に
も
観
者
の
一
番
近
く
、
手
前
に

飛
び
出
し
て
き
て
、
逆
に
女
性
た
ち
は
ス
ー
ッ
と

私
た
ち
か
ら
遠
の
い
て
い
く
の
だ
。
ポ
ス
ト
印
象

派
、
と
り
わ
け
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
影
響
を

受
け
た
も
の
と
し
て
平
面
性
と
い
う
語
で
語
ら

れ
も
す
る
が
、
こ
の
絵
は
平
明
で
は
あ
っ
て
も
、

決
し
て
平
板
で
は
な
い
。

　《
島
の
女
》
の
舞
台
は
八
丈
島
と
さ
れ
、
土
田

麦

は
一
九
一
二
年
七
月
、
取
材
の
た
め
八
丈

島
に
十
日
余
り
滞
在
し
て
い
る
。
パ
ト
ロ
ン
の

野
村
一
志
に
宛
て
て
島
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
の

「
見
る
も
の
悉
く
面
白
く
候
へ
共
島
民
の
言
語

の
少
し
も
解
ら
ざ
る
に
は
閉
口
致
し
候
」（
田
中

日
佐
夫
編「
土
田
麦

の
野
村
一
志
あ
て
書
簡
」『
成

城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科『
美
学
美
術
史
論
集
』

第
四
号
第
二
部﹇
一
九
八
四
年
﹈、
二
十
四
頁
）
と
い

う
言
葉
か
ら
は
、
一
時
的
に
そ
の
地
に
滞
在
し
、

「
生
活
す
る
者
」で
は
な
く「
視
る
者
」に
他
な
ら

な
い
旅
行
者
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
に
、
疎
外

感
を
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

視
覚
的
欲
望
が
、
女
性
に
グ
ッ
と
焦
点
を
合
わ

せ
る
時
に
は
、
女
性
が
自
ら
の
視
野
全
体
を
覆

い
、
近
距
離
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
現
れ
る（
ズ
ー
ム
イ
ン
）。
し
か
し

中
央
の
幹
に
眼
が
移
る
と
、
ま
る
で
木
陰
か
ら
、

空
間
的
に
少
し
離
れ
て
彼
女
た
ち
を
見
つ
め
る

よ
う
な
光
景
が
現
れ（
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
）、
同
時
に

心
理
的
な
距
離
感
を
も
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

に
は
、
未
知
な
る
も
の
へ
の
関
心（
欲
望
）
と
同

時
に
、「
他
者
」
と
し
て
の
自
分
に
気
づ
い
た
画

家
の
意
識
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
右
端
の
し
ゃ
が
ん
だ
女
性
は
、一

旦
、
観
者
を
画
面
近
く
ま
で
引
き
寄
せ
な
が
ら
、

再
度
距
離
を
取
ら
せ
、
画
面
と
観
者
と
の
物
理

的
距
離
の
み
な
ら
ず
、
画
面
奥
へ
と
広
が
る
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
距
離
を
操
作
す
る
役
目

を
有
し
た
存
在
と
な
る
。

理
知
的
な
構
図

　
屏
風
か
ら
少
し
距
離
を
取
り
、
作
品
の
中
央

に
立
っ
て
画
面
全
体
を
見
渡
す
と
、
距
離（
奥

行
）
と
共
に
、
土
田
麦

が
こ
の
作
品
で
試
み

た
、
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
理
知
的

構
図
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、
画
面
中
央
、
左
右
の
屏
風
に
ま
た
が
っ

て
下
方
か
ら
無
花
果
の
樹
の
幹
が
伸
び
て
い
る
。

幹
は
上
ま
で
達
す
る
と
屏
風
の
上
縁
に
沿
う
よ

う
に
両
側
に
枝
を
張
り
、
左
右
対
称
の
均
整
が

取
れ
た
画
面
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
左
右

の
屏
風
を
交
互
に
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
二

人
ず
つ
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
お
互
い
背
を
向
け
あ
っ
た
右
隻
の

二
人
は
、
一
方
が
前
景
で
し
ゃ
が
み
、
も
う
一
方

が
後
景
で
直
立
す
る
と
い
う
対
照
的
な
関
係
に

あ
る
。
対
し
て
臼
を
中
心
に
向
き
合
う
左
隻
の

二
人
は
、
同
じ
よ
う
な
姿
勢
で
横
に
並
ん
で
い

る
。
つ
ま
り
右
隻
の
ペ
ア
の
間
に
対
照
関
係
が

あ
り
、
そ
の
二
人
は
、
左
隻
の
ペ
ア
と
も
う
一
つ

大
き
な
対
照
関
係
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
の
だ
。
さ
ら
に
右
か
ら
左
へ
、
し
ゃ
が
む
、
直

立
す
る
、
腰
を
か
が
め
る
と
い
う
三
つ
の
姿
勢
、

あ
る
い
は
前
向
き
、
後
ろ
向
き
、
横
向
き
の
三
つ

の
顔
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
対
比
関
係
も
見

え
て
く
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
前
景
を
規
定
す

る
支
持
体（
屏
風
）の
フ
レ
ー
ム
、
そ
し
て
そ
の
フ

レ
ー
ム
と
並
行
し
て
後
景
全
体
を
ほ
ぼ
覆
う
よ

う
に
土
壁
の
色
面
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
ち
ょ
う

ど
箱
の
よ
う
な
空
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

る
で
人
間
が
取
り
う
る
姿
態
を
列
挙
し
、
目
録

を
作
成
す
る
か
の
よ
う
な
手
つ
き
で
、
女
性
た
ち

が
限
定
さ
れ
た
空
間
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
だ
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
土
田
麦

は
、
観
者
が
部
分

と
全
体
、
平
面
と
奥
行
、
画
面
の
統
一
感
と
変

化
な
ど
を
交
互
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
視
線

を
巧
み
に
誘
導
す
る
画
面
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、《
島
の
女
》に
表
象
さ
れ
た
空
間
は
、

本
当
に
す
べ
て
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
完
璧
に
合

理
的
な
空
間
だ
ろ
う
か
、
と
こ
こ
で
も
う
一
度
立

ち
止
ま
っ
て
み
る
。
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
評
者
が

こ
の
作
品
に
触
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
批
判
で
あ

れ
、
賞
賛
で
あ
れ
、
納
ま
り
の
悪
さ
、
あ
る
い
は

不
可
思
議
な
謎
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
き
た

の
は
何
故
だ
ろ
う
か
？
　
西
洋
絵
画
の
表
現
を

半
ば
強
引
に
日
本
画
に
持
ち
込
ん
だ
軋
轢
か
ら

来
る
よ
う
な
も
の
と
は
別
の
謎
が
な
お
、
こ
こ
に

は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
実
は
こ
の
絵
に
は
、
樹
木
か
ら
壁
ま
で
途
切

れ
な
く
連
続
す
る
、
完
全
に
整
合
性
の
取
れ
た

空
間
は
、
現
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
こ

の
絵
の
中
で
最
も
謎
め
い
た
存
在
は
、
お
そ
ら

く
右
端
で
し
ゃ
が
ん
だ
女
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は

頭
に
桶
を
乗
せ
、
土
壁
に
向
き
合
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
人
物
だ
。（「
土
田
麦
《
島
の
女
》再

考

│
﹇
そ
の
2
﹈重
な
り
と
併
置
」に
続
く
） 

 

（
企
画
課
主
任
研
究
員
）表紙：高松次郎《光と影》1970年

［1970年、東京国立近代美術館での展示風景］個人蔵
© The Estate of Jiro Takamatsu, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

東京国立近代美術館賛助会員 （MOMAT メンバーズ）

2014年 12月1日発行 （隔月1日発行）  現代の眼  609号
編集：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館／美術出版社
制作：美術出版社
発行：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館  

〒102-8322  東京都千代田区北の丸公園 3-1　電話 03（3214）2561

次号予告　2015年2月- 2015年3月号　2月1日刊行予定

610

中村ミナトのジュエリー：四角・球・線・面
Review

青磁のいま─受け継がれた技と美   南宋から現代まで
高松次郎ミステリーズ
奈良原一高   王国

現代の眼 609_16.indd   16 2014/12/10   18:53


