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村
岡
三
郎
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
熔
接
彫
刻

の
最
初
期
作
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
る《
一
九

五
四
年
七
月
》を
二
科
展
で
発
表
し
た
の
は
一
九

五
四
年
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
熔
断
の

技
法
は
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
を
経
た
一
九
八
三

年
に
、
い
わ
ば
手
段
か
ら
主
題
へ
と
転
化
し
て
、

「
熔
断
」第
一
作
と
な
る《
熔
断
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》が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
初
に
こ
の
技
法
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
熔

断
と
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
と
酸
素
の
混
合
気
体

で
金
属
を
熔
か
し
な
が
ら
、
高
圧
酸
素
を
吹
き

つ
け
て
焼
き
切
る
技
法
で
あ
り
、
摂
氏
一
三
八

〇
度
は
鉄
の
燃
焼
温
度
を
あ
ら
わ
す
。
ち
な
み

に
本
作《
熔
断
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》
の

よ
う
に
、
一
一
〇
〇
〇
ミ
リ
の
鋼
鉄
の
シ
ャ
フ
ト

（
直
径
六
〇
ミ
リ
）を
端
か
ら
端
ま
で
焼
き
切
る
の

に
は
二
時
間
ほ
ど
を
要
す
る
と
い
う
。
熔
断
者
は

そ
の
間
、
鉄
の
熔
け
ぐ
あ
い
に
全
神
経
を
集
中

し
な
が
ら
、
熔
断
器
の
ノ
ズ
ル
を
鋼
材
の
表
面
か

ら
数
ミ
リ
浮
か
せ
て
空
中
に
保
持
し
つ
つ
、
ま
さ

に
ミ
リ
単
位
で
一
一
メ
ー
ト
ル
な
り
、
一
八
メ
ー

ト
ル
の
距
離
を
進
ん
で
い
く
わ
け
で
あ
る
。

　

村
岡
三
郎
は
、熔
断
の
感
触
を〝
神
経
で
切
っ

て
い
く
感
じ
〞と
言
い
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
物
に
じ
か
に
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ

を
ガ
ス
の
圧
力
で
焼
き
切
る
行
為
が
、
き
わ
め

て
特
殊
な
身
体
感
覚
な
い
し
時
間
│
空
間
感
覚

を
と
も
な
う
作
業
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
鉄
の
燃
焼
温
度
と
長
さ
を
掛
け
合
わ
せ

た
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
は
、
火
力
を
も
っ
て
鉄
と
い

う
物
質
に
強
制
介
入
す
る
、
息
づ
ま
る
よ
う
な

身
体
行
為
の
持
続
を
無
理
や
り
数
式
化
し
た
も

の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
う

命
名
し
て
は
み
た
も
の
の
、
求
め
る
解
が
容
易

に
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
制
作
行
為
と
呼
び

う
る
か
ど
う
か
さ
え
怪
し
い
無
償
の
重
労
働
は
、

以
後
、
折
り
に
ふ
れ
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹇
註
1
﹈

　

熔
断
者
の
み
が
知
る
熱
を
介
し
た
鉄
と
の
濃

密
な
交
わ
り
に
く
ら
べ
れ
ば
、
あ
と
に
遺
さ
れ

た
鉄
の
棒
は
、
文
字
ど
お
り
そ
の
燃
え
か
す
に

過
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
熱
の
形
見
か
ら
熱
の
現

場
を
想
像
し
、
鉄
の
生
理
を
思
い
見
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。
熔
断
と
い
う
こ
と
ば
に
反
し

て
、
こ
の
作
品
で
は
鉄
の
シ
ャ
フ
ト
が
二
つ
に

断
ち
切
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、
高
温
の
ガ
ス
の
噴
射
に
よ
っ
て
金
属
棒
の

横
腹
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
く
行
為
と
い
っ
て
よ

く
、
熔
断
面
に
は
、
高
圧
酸
素
が
鉄
を
喰
い
ち

ぎ
っ
た
痕
が
垂
直
に
生
々
し
く
刻
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
鉄
棒
が
冷
え
て
い

く
過
程
で
子
供
の
腕
ほ
ど
も
あ
る
鋼
材
が
、
熱

が
宇
宙
空
間
に
放
散
し
て
い
く
方
向
へ
と
、
巨

大
な
カ
ー
ヴ
を
描
い
て
湾
曲
し
て
い
く
こ
と
だ
。

「
私
が
熱
に
特
に
興
味
を
持
つ
一
つ
に
は
、
そ
の

非
可
逆
的
な
遁
走
方
向
が
我
々
の
心
理
的
時
間

と
同
一
の
矢
印
を
示
す
と
思
え
る
か
ら
」
で
あ

る
、
と
村
岡
は
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
た
こ
と
が
あ

る
が﹇
註
2
﹈、
か
れ
に
と
っ
て
鉄
の
シ
ャ
フ
ト
が

描
く
円
弧
は
、
熱
が
逃
げ
て
い
く
彼
方
の
宇
宙

の
深
み
を
指
し
示
す
と
と
も
に
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

増
大
の
向
き
と
符
合
す
る
は
ず
の
、
わ
た
し
た
ち

の
時
間
の
進
行
方
向
を
も
啓
示
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
「
熔
断
」が
生
ま
れ
る
一
九
八
〇
年
代
初
頭
ま

で
の
、
村
岡
三
郎
の
彫
刻
家
と
し
て
の
足
取
り

を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

九
州
の
航
空
隊（
特
攻
隊
）基
地
か
ら
辛
く
も

生
還
後
、
彫
刻
家
を
志
し
た
村
岡
三
郎
が
、
初

め
て
作
品
を
発
表
し
た
の
は
一
九
四
九
年
の
大

阪
市
展（
市
長
賞
第
二
席
受
賞
）、
ま
だ
か
れ
が
大

阪
市
立
美
術
研
究
所
彫
刻
部
に
在
籍
し
て
い
た

時
代
の
こ
と
で
あ
る﹇
註
3
﹈。
翌
年
か
ら
二
科
展

に
石
膏
の
人
物
像
な
ど
を
出
品
し
は
じ
め
、
数

年
後
に
は
、
兵
器
や
鉄
兜
の
イ
メ
ー
ジ
に
自
己

防
衛
へ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン（
被
虐
意
識
）を
託
し

た
一
種
の
自
刻
像
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
を
鉄
色
に
着
色
し
た
の
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
、
一
九
五
四
年
に
は
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
熔

接
彫
刻
第
一
作《
一
九
五
四
年
七
月
》が
生
ま
れ

て
い
る
。
二
枚
の
鉄
の
障
壁
の
な
か
ほ
ど
に
神

経
束
を
お
も
わ
せ
る
心
棒
を
擁
し
、外
に
向
か
っ

て
探
知
器
の
触
手
を
伸
ば
す
こ
の
無
骨
か
つ
繊

細
な
構
造
体
は
、
第
一
期（
│
一
九
五
四
年
）の
自

己
像
の
到
達
点
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
期
の
始
ま
り
を
截
然
と
画
定
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
一
九
五
五
年
の
二
科
展
出
品

作《
吸
盤
》で
鉄
材
と
あ
わ
せ
て
吸
盤
が
用
い
ら

れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六

〇
年
代
を
通
じ
て
、
鉄
・
ガ
ラ
ス
・
ゴ
ム
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
部
材
か
ら
な
る
機
械
装
置
ふ
う
の
作

品
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
村
岡
の

目
が
た
え
ず
自
己
と
外
部
世
界
の
関
係
に
注
が

れ
て
い
る
点
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
社

会
的
、
心
理
的
な
緊
張
を
は
ら
ん
だ
も
ろ
も
ろ
の

関
係
性
が
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
と
置
き
換
え

ら
れ
、
役
者
の
登
場
し
な
い（
も
し
く
は
、
物
が
役

者
の
）不
条
理
劇
の
舞
台
跡
の
よ
う
な
、
い
わ
く

言
い
が
た
い
寓
話
性
や
寓
意
性
が
生
ま
れ
て
い

る
。
と
は
い
え
、
彫
刻
が
そ
の
内
部
に
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事（
関
係
性
）
を
抱
え
こ
む
よ
う
に
な
っ

て
も
、
依
然
と
し
て
、
外
部
に
対
す
る
彫
刻
そ

松
本
透

村
岡
三
郎
《
熔
断
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の
も
の
の
在
り
方

│
い
や
、
彫
刻
の
在
り
方

を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
は
ず
の
わ
た
し
た
ち
人

間
の
在
り
方
の
問
題
は
残
る
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
一
連
の
装
置
を
通
じ
て
改
め
て
テ
ー
マ
に

の
ぼ
っ
て
き
た
の
が
、
作
品
を
、
そ
し
て
わ
た
し

た
ち
を
め
ぐ
る
重
力
と
い
う
関
係
性
の
問
題
で

あ
っ
た
。

　

第
三
期
は
二
科
会
を
退
会
し
、
初
個
展（
大

阪
・
信
濃
橋
画
廊
）
を
開
催
し
た
一
九
六
九
年
頃

に
は
じ
ま
る
。
初
め
て
の
個
展
で
、
砂
を
詰
め
た

袋
を
使
っ
て
重
力
の
か
た
ち
を
初
め
て
作
品
化

し
た
村
岡
三
郎
は
、
つ
づ
く
一
連
の
作
品
で
は

重
力
の
ほ
か
光
、
熱
、
音
な
ど
目
に
視
え
な
い
要

素
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
作
品
に
組
み
入
れ
は
じ
め
た
。

代
表
作
と
し
て
、
蠅
の
運
動
量
、
光
、
そ
し
て
音

響
の
テ
ー
マ
化
に
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
ん
だ
、
一

九
七
二
年
の「
貯
蔵
」三
部
作
な
ど
。
そ
の
内
た

と
え
ば《
貯
蔵

│
蠅
の
生
態
と
そ
の
運
動
量
》

（
千
葉
市
美
術
館
蔵
）は
、
内
部
に
電
球
を
装
備
し

た
鉄
製
の
箱
の
上
部
の
口
か
ら
蠅
の
幼
虫
を
入

れ
、
幼
虫
が
羽
化
し
て
飛
び
ま
わ
り
、
や
が
て
命

を
終
え
る
と
、
死
骸
が
底
部
の
管
か
ら
排
出
さ

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
展
覧
会
終
了
と
と

も
に
上
下
の
管
が
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

会
期
中
に
成
虫
と
な
っ
て
死
ん
だ
し
か
じ
か
の

数
の
蠅
の
全
運
動
量
が
鉄
箱
に
貯
蔵
さ
れ
る
と

い
う
、
ま
こ
と
し
や
か
な
仮
説
が
こ
の
作
品
を
支

え
て
い
る
。
六
〇
年
代
の
機
械
じ
か
け
の
装
置
群

に
は
、
生
と
死
を
め
ぐ
る
作
者
の
個
人
的
な
想

念
が
色
濃
く
反
映
し
て
お
り
、
最
良
の
鑑
賞
者

は
そ
の
想
念
の
共
感
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
擬
似
科
学
的
な
思
考
実
験
に
も
と
づ
く
七

〇
年
代
の
作
品
で
は
、
こ
の
作
品
の
よ
う
に
生
・

死
を
直
接
的
な
テ
ー
マ
と
す
る
場
合
で
す
ら
、
村

岡
の
個
人
的
な
想
い
は
極
力
閉
め
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
観
る
側
の
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
、

仮
説
│
実
験
│
検
証
の
プ
ロ
セ
ス
に
立
ち
会
う

中
立
的
な
観
察
者
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

さ
て「
熔
断
」
は
、
バ
イ
ク
事
故
に
よ
る
ほ
ぼ

一
年
に
わ
た
る
制
作
中
断
期
を
は
さ
ん
で
、一
九

八
三
年
に
一
気
呵
成
に
発
表
さ
れ
た
一
群
の
作

品
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

こ
の
作
品
で
は
観
念
的
な
装
置
性
が
す
っ
か
り

影
を
潜
め
て
い
る
。
機
械
装
置
の
設
計
・
製
作
・

観
察
者
と
し
て
の
彫
刻
家
に
代
わ
っ
て
登
場
し

た
の
が
、
身
体
を
は
っ
て
鉄
と
渡
り
合
う
一
回

的
な
行
為
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
も
っ
と
い

え
ば
、
鉄
と
火
が
作
品
の
主
役
と
な
り
、
火
力

が
行
為
主
体
と
な
っ
た
。
こ
の
年
、一
九
八
三
年

を
第
四
期
の
始
ま
り
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
、
重
力
・
空
気
・

熱
・
光
・
音
響
な
ど
の
物
理
現
象
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ

に
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
す

で
に
見
た
と
お
り
だ
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
後

の
村
岡
三
郎
の
創
作
活
動
は
、
そ
れ
ら
の
い
わ

ば
各
論
を
、「
熱（
振
動
）
の
派
生
す
る
場
に〈
も

の
〉
は
存
在
す
る
。」﹇
註
4
﹈
の
一
言
に
要
約
さ

れ
る
存
在
論
と
い
う
か
生
命
体
論
へ
と
絞
り
込

ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。「
熔
断
」は
そ
の
前

哨
で
あ
っ
た
。

　

村
岡
三
郎
の
創
作
活
動
の
原
点
に
戦
時
中

の
体
験
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

通
信
兵
と
し
て
九
州
の
航
空
基
地
に
配
属
さ
れ

た
村
岡（
当
時
十
七
歳
）
は
、
索
敵
な
ど
搭
乗
勤

務
の
あ
い
ま
に
特
攻
隊
員
の
遺
骨
箱
を
作
ら
さ

れ
た
と
い
う
。
上
官
い
わ
く「
…
…
釘
は
い
っ

さ
い
使
う
な
と
。
釘
を
使
う
と
木
が
神
聖
性
を

失
う
と
。
こ
の
木
の
神
聖
性
を
失
う
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
中
に
入
れ
た
遺
骨
を
ぼ
う
と
く
す

る
こ
と
に
な
る
と
。
…
…
当
時
、
死
と
隣
合
わ

せ
の
日
常
性
の
中
に
あ
っ
て
僕
が
感
じ
取
っ
た

〝
死
〞
は
、
無
機
的
で
空
虚
で
、
そ
し
て
限
り
な

く
悲
し
い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
固
有
の
美
意

識
で
包
み
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
1
個
の
人
間

の
死
を
す
り
変
え
、
ま
た
そ
れ
を
増
幅
す
る
こ

と
の
言
い
知
れ
ぬ
お
ぞ
ま
し
さ
と
い
う
の
が
、

身
体
に
突
き
刺
さ
っ
た
わ
け
で
す
。」﹇
註
5
﹈

│
死
を
手
段
化
し
た
り
、
美
化（
目
的
化
）
し

た
り
す
る
集
団
的
な
言
語
の
不
条
理
に
対
す
る

若
々
し
い
憤
り
は
、
戦
後
彫
刻
家
を
志
し
た
村

村岡三郎《熔断―1380℃×11000mm》1986年  東京国立近代美術館蔵
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岡
三
郎
の
芸
術
の
も
っ
と
も
大
き
な
推
進
力
と

な
っ
た
。

　

村
岡
三
郎
が
、
こ
と
ば
の
虚
飾
を
断
ち
切

り
、
生
と
死
の
現
実
に
向
き
合
う
た
め
に
日
々

の
思
考
の
足
場
と
し
た
の
は
、
か
え
っ
て
血
の

か
よ
わ
な
い
物
理
学
や
天
文
学
な
ど
の
言
語

だ
っ
た
が
、
と
は
い
え
、
か
れ
は
自
然
科
学
の

概
念
な
り
知
見
を
拠
り
所
と
し
て
制
作
し
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
わ
た

し
た
ち
の
時
代
の
最
強
の
共
通
言
語
た
る
近
代

科
学
に
対
し
て
、
か
れ
は
片
時
も
警
戒
を
怠
ら

な
か
っ
た
形
跡
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
思
い

出
さ
れ
る
の
は
、
何
か
の
雑
談
の
折
り
に
、
地

球
外
生
物
の
存
在
が
話
題
に
の
ぼ
っ
た
と
き
の

こ
と
だ
。
地
球
以
外
に
生
物
な
ど
存
在
す
る
わ

け
が
な
い
、
と
い
う
の
が
村
岡
の
主
張
で
あ
っ

た
。
い
わ
く
、
大
気
圏
内
の
一
定
の
自
然
条
件

下
で
誕
生
し
、
数
十
億
年
か
け
て
進
化
し
て
き

た
結
果
が
生
命
体
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
言

語
だ
。
寸
分
違
わ
ぬ
自
然
条
件
が
た
ま
た
ま
も

う
一
つ
存
在
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
し
、

異
な
る
条
件
下
で
同
じ
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も

確
率
的
に
あ
り
え
な
い
。
仮
り
に
生
命
体
ら
し

き
も
の
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ

の
何
か
を
、
わ
た
し
た
ち
の
言
語
は
生
命
体
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

│

と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
物
理
学
と
か
数

学
の
言
語
を
た
か
だ
か
一
惑
星
の
自
然
史
が
生

ぜ
し
め
た
物
理
現
象
く
ら
い
に
達
観
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
自
然
科
学
の
言
語
の
梯
子
を
取
り
払

い
、
熱
に
対
す
る
鉄
の
生
理
を
極
力
無
造
作
に

提
示
し
よ
う
と
し
た
の
が「
熔
断
」で
あ
っ
た
。
日

常
的
な
言
語
的
了
解

│
〝
芸
術
〞も
そ
う
い
っ

た
了
解
の
フ
レ
ー
ム
の
一
つ
だ

│
を
破
る
た

め
に
は
、
と
き
に
理
不
尽
な
ほ
ど
の
い
わ
れ
な
き

物
量
が
必
要
と
な
る
。
八
〇
│
九
〇
年
代
を
通

じ
て
、
村
岡
の
作
品
に
は
見
て
い
て
身
の
危
険

を
お
ぼ
え
る
よ
う
な
量
の
鉄
や
、
塩
や
、
硫
黄

や
、
火
力
が
投
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

起
点
は
長
大
な「
熔
断
」に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
村
岡
三
郎
に
よ
る
言
語
批
判
と
い

う
か
排
撃
は
そ
の
後
も
執
拗
を
き
わ
め
た
。
左

手
で
首
筋
を
押
さ
え
な
が
ら
、
血
管
の
脈
動
を

（
頭
脳
の
検
閲
を
介
さ
ず
に
）右
腕
に
よ
る
線
の
軌

跡
に
移
し
た「
頸
動
脈
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」（
一
九
七

六
年
│
）
や
、
同
じ
く
左
手
で
声
帯
付
近
を
押

さ
え
な
が
ら
、
発
声
に
と
も
な
う
喉
の
振
動
を

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
変
換
し
た「
焼
失
し
た
声
帯
」

（
一
九
八
九
年
│
）
が
さ
か
ん
に
作
品
中
に
取
り

入
れ
ら
れ
は
じ
め
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
末

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
熔
断

用
の
酸
素
ボ
ン
ベ
が
、
明
ら
か
に
人
型（
酸
素
を

容
れ
た
容
器
）と
し
て
の
役
割
を
帯
び
つ
つ
作
品

に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
酸
素
ボ
ン
ベ

が
登
場
す
る
一
九
八
七
年
以
降
を
、
村
岡
三
郎
晩
年

の
第
五
期
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。）八
〇
年
代

に
鉄
と
塩
と
硫
黄
、
火
と
酸
素
、
酸
素
ボ
ン
ベ

等
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
登
用
さ
れ
る
な
か
で
、
九
〇

年
代
以
降
の
大
作
群
の
た
め
の
資
材
は
す
べ
て

出
そ
ろ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
生
命
と
は
熱
で

あ
り
振
動
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
役
者
が
ど
の
よ
う
な
役
回
り
を

演
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め

た
い
。

（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
副
館
長
）

註1　

長
さ
六
〇
〇
〇
ミ
リ
の
第
一
作（
一
九
八
三
年
）以

下
、
一
一
〇
〇
〇
ミ
リ（
一
九
八
六
年
）、
一
八
〇
〇
〇
ミ

リ（
一
九
九
〇
年
）、
八
八
〇
〇
ミ
リ（
一
九
九
三
年
、
シ
ャ

フ
ト
の
断
面
は
長
方
形
）、
一
七
五
〇
〇
ミ
リ（
一
九
九
五

年
）等
の
熔
断
作
品
が
作
ら
れ
て
い
る
。

2
「
村
岡
三
郎
展
」カ
タ
ロ
グ
、
東
京
国
立
近
代
美
術

館
、一
九
九
七
年
、
五
九
頁
。

3

奥
村
直
正
氏
に
よ
る
村
岡
三
郎
か
ら
の
聞
き
書
き

（w
w

w
.okum

uratk.com
/hfactory/m

uraoka/files/40 s.

pdf

）を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
こ
の
聞
き

書
き
の
原
テ
キ
ス
ト
は
、
村
岡
三
郎
の
作
品《
記
憶
体
》

（
一
九
九
七
年
）にC

D
-R

O
M

の
形
で
収
納
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

4　
「
村
岡
三
郎
展
」カ
タ
ロ
グ
、
四
〇
頁
。

5

村
岡
三
郎
・
酒
井
忠
康（
対
談
）「
原
点
の
感
覚
に

翻
訳
し
直
す
た
め
の
作
業
」、『
ア
ト
リ
ヱ
』（
一
九
九
二
年

三
月
号
）、
八
三
頁
。

＊
村
岡
三
郎
氏（
一
九
二
八
年
生
ま
れ
）は
、
本
年
七
月
三

日
に
、
肺
炎
の
た
め
、
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
場
を
借
り
て
、
そ
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。
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