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世
界
を
ひ
と
つ
の﹁
庭
﹂と
し
て

大
谷
省
吾

　
北
脇
昇（
一
九
〇
一
│
一
九
五
一
）は
日
本
の
前
衛
画
家
の
中
で
も
屈
指
の
重
要
な
存
在
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作
品
が
ま
と
め
て
展
示
さ
れ
る
機
会
は
こ
れ
ま
で
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
五

二
年
の
美
術
文
化
協
会
展
で
の
遺
作
陳
列
、
翌
一
九
五
三
年
の
京
都
市
美
術
館
で
の
遺
作
展
、
一
九

五
八
年
の
当
館
で
の「
四
人
の
作
家
展
」、
一
九
六
三
年
の
青
木
画
廊
で
の
回
顧
展
、
そ
し
て
一
九
九

七
年
に
当
館
お
よ
び
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
愛
知
県
美
術
館
を
巡
回
し
た
回
顧
展
。
本
展
は
そ
れ

か
ら
さ
ら
に
二
十
三
年
ぶ
り
で
あ
る
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
４
に
お
け
る
小
規
模
の
も
の
と
は
い
え
、
約
四
十

点
が
並
ぶ
本
展
を
機
会
に
、
こ
の
画
家
の
類
ま
れ
な
創
造
の
歩
み
を
、
多
く
の
人
々
に
再
認
識
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
う
。

　
北
脇
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て

《
空
港
》（
一
九
三
七
年
）
や《
独
活
》（
一
九
三
七
年
）
が
、
そ
し
て
戦
後
の
始
ま
り
を
告
げ
る
作
品
と
し

て《
ク
ォ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ス
》（
一
九
四
九
年
）が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
彼
の
真
価

は
、
一
九
四
〇
年
前
後
に
短
期
間
、
集
中
的
に
制
作
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る「
図
式
」の
絵
画
に
お
い
て

こ
そ
認
め
ら
れ
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
北
脇
は
戦
時
下
の
混
迷
の
中
で
主

体
的
に
問
題
を
設
定
し
、
そ
の
解
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
は
い
わ
ば
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。
彼
の
問
題
設
定
と
は
す
な
わ
ち
、
混
沌

と
し
た
社
会
状
況
の
背
後
に
存
在
す
る
と
目
さ
れ
た
、
見
え
な
い
法
則
を
解
き
明
か
し
、
世
界
観
の

モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
北
脇
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
だ
け
で
な
く
、
美
術
の
枠
を
超
え
て
、
数
学
、
ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
、
植
物
学
、
古

代
中
国
の
易
、
地
理
学
、
歴
史
学
な
ど
を
駆
使
し
て
、
他
に
全
く
類
を
見
な
い
作
品
を
生
み
出
し
た

の
で
あ
る
。

　
彼
の
こ
う
し
た「
図
式
」の
絵
画
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
早
く
か
ら
北
脇
研
究
を
手
が
け
た
中
村
義
一
の『
日
本
の
前
衛
絵
画
　
そ
の
反
抗
と
挫
折

│
K
の
場
合
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
六
八
年
）﹇
註
１
﹈
を
は
じ
め
、
一
九
八
六
年
の
パ
リ
、
ポ
ン
ピ

ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の「
前
衛
芸
術
の
日
本
」展
に
お
け
る
ヴ
ェ
ラ
・
リ
ン
ハ
ル
ト
ヴ
ァ﹇
註
２
﹈、
一
九
九

二
年
に
板
橋
区
立
美
術
館
他
を
巡
回
し
た「
日
本
の
抽
象
絵
画
」展
に
お
け
る
山
田
諭﹇
註
３
﹈
の
論

考
で
も
、「
図
式
」の
絵
画
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
論
考
は
、「
図
式
」の

絵
画
で
用
い
ら
れ
て
い
る
易
の
意
味
内
容
に
ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
私
は
、
易
は
本
来
、
古
代
中
国
に
お
い
て
自
然
科
学
的
体
系
を
も
っ
て
い
た
こ

と
、
北
脇
は
そ
れ
に
基
づ
き
つ
つ
、
き
わ
め
て
科
学
的
な
態
度
に
よ
っ
て
西
洋
の
自
然
科
学（
ゲ
ー
テ
）

と
東
洋
の
自
然
科
学（
易
）を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
独
自
の
世
界
モ
デ
ル
を
図
式
化
し
よ
う
と
し

た
の
だ
と
い
う
解
釈
を
、
一
九
九
七
年
の
回
顧
展
お
よ
び
二
〇
〇
二
年
の
論
文﹇
註
４
﹈で
提
出
し
た
。

今
回
の
展
示
も
、
こ
の
解
釈
の
延
長
上
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
学
際
的
・
領
域
横
断
的
な
知
識
を

援
用
し
た
北
脇
の
造
形
思
考
を
わ
か
り
や
す
く
読
み
解
く
た
め
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
工
夫
す
る
こ
と

に
努
め
た
。

　「
図
式
」
の
絵
画
に
つ
い
て
は
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
し
て
、
本
稿
で
は
展
示
を
準
備
し
な
が

ら
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
北
脇
が
ご
く
身
近
な
植
物
の
観
察

を
発
想
の
出
発
点
に
し
て
、
世
界
全
体
の
構
造
に
ま
で
想
像
力
を
広
げ
る
、
そ
の
ミ
ク
ロ
と
マ
ク

ロ
の
視
点
の
自
在
な
往
還
で
あ
る
。
展
覧
会
の
副
題
を「
一
粒
の
種
に
宇
宙
を
視
る
」
と
し
た
所

以
は
そ
こ
に
あ
る
。
思
い
起
こ
す
の
は
、
一
九
九
七
年
の
回
顧
展
を
準
備
す
る
際
に
訪
ね
た
北
脇

家
の
庭
で
あ
る
。
北
脇
家
は
廣
誠
院
と
い
う
臨
済
宗
の
寺
で
あ
り
、
今
も
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
の

北
側
、
高
瀬
川
沿
い
に
あ
る（
通
常
は
非
公
開
）。
も
と
も
と
伊
集
院
家
の
邸
宅
と
し
て
明
治
中
期
に

建
て
ら
れ
た
数
寄
屋
造
り
の
建
物
と
庭
園
が
廣
瀬
満
正（
一
八
五
九
│
一
九
二
八
、
北
脇
の
叔
父
で
実

業
家
、
貴
族
院
議
員
）
の
手
に
わ
た
り
、
満
正
の
没
後
の
一
九
三
四
年
に
満
正
の
夫
人
に
よ
っ
て
仏

堂
が
設
け
ら
れ
、
一
九
五
二
年
に
宗
教
法
人
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
北
脇
は
少
年
期
か
ら
晩
年
ま
で

過
ご
し
た﹇
図
１
﹈。
そ
の
庭
園
は
高
瀬
川
か
ら
取
水
し
た
池
が
邸
宅
の
際
ま
で
広
が
り
、
書
院
の
庇

の
支
柱
の
基
石
が
池
中
に
据
え
ら
れ
る
な
ど
趣
深
い
造
り
と
な
っ
て
い
る﹇
註
５
﹈。
そ
し
て
池
の
周

囲
に
は
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
を
は
じ
め
、
多
種
多
様
な
植
栽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
伺
っ
た
折
に
、

そ
の
庭
園
で
何
気
な
く
拾
っ
た
カ
ク
レ
ミ
ノ
の
葉
を
今
も
大
切
に
保
管
し
て
あ
る﹇
図
２
﹈。
こ
れ
は

北
脇
の《
最
も
静
か
な
る
時
》（
一
九
三
七
年
、
図
３
）の
画
面
右
上
に
漂
っ
て
い
る
葉
と
同
じ
種
類
の

も
の
だ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
を
手
に
し
た
と
き
、
北
脇
は
そ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
多
く
を
、
こ
こ

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
小
企
画
　
北
脇
昇
：
一
粒
の
種
に
宇
宙
を
視
る
」

会
期
：
二
〇
二
〇
年
二
月
十
一
日
│
六
月
十
四
日
　
会
場
：
美
術
館 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
4﹇
二
階
﹈
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廣
誠
院
の
庭
で
得
た
の
で
は
な
い
か
と
直
感
し
た（
な

お
、《
最
も
静
か
な
る
時
》
の
画
面
左
側
に
描
か
れ
た
、
遠
吠

え
を
す
る
犬
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
、
実
際
に
こ
の
形
を
し

た
木
片
を
も
と
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
国
立
近
代
美

術
館
が
所
蔵
す
る
彼
の《
秋
の
驚
異
》に
は
、
こ
の
木
片
に
絵

具
を
つ
け
て
画
面
に
ス
タ
ン
プ
し
て
得
た
イ
メ
ー
ジ
が
認
め

ら
れ
る
）。

　
北
脇
が
こ
の《
最
も
静
か
な
る
時
》を
発
表
し
た
の
は

一
九
三
八
年
五
月
の
京
都
市
美
術
展
で
の
こ
と
だ
が
、

同
年
十
月
に
彼
は
第
四
回
新
日
本
洋
画
協
会
展
に
お
い

て
、
同
協
会
の
友
人
た
ち（
小
牧
源
太
郎
、
今
井
憲
一
ら
）

と
共
同
制
作《
庭
園
》
を
発
表
し
て
い
る﹇
図
4
﹈。
寄
せ

書
き
の
よ
う
に
、
一
枚
の
絵
に
複
数
の
画
家（
北
脇
も
含

め
て
十
五
人
）が
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
入
れ
て
い
く
作
品
で

あ
る
。
こ
の
作
品
は
現
存
せ
ず
、
モ
ノ
ク
ロ
の
絵
葉
書
に

よ
っ
て
図
柄
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
北
脇
に

と
っ
て「
庭
」は
ひ
と
つ
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
限
定
さ
れ
た
空
間
の
中
で
多

様
な
生
き
物（
廣
誠
院
の
場
合
は
様
々
な
植
栽
、
共
同
制
作《
庭
園
》に
お
い

て
は
、
ひ
と
つ
の
画
面
の
中
で
の
複
数
の
画
家
た
ち
）が
調
和
を
も
っ
て
共

生
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
世
界
全
体
の
縮
図
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
。
日

中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
へ
と
進
み
ゆ
く
混
迷
の
時
代
の
中
で
、
北

脇
は
庭
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
こ
に
芽
吹
き
、
花
を
咲
か
せ
、
そ

し
て
実
を
結
ぶ
植
物
の
諸
相
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
世
界
全
体
の
調

和
の
あ
り
方
に
思
い
を
馳
せ
、「
図
式
」の
絵
画
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

の
だ
と
想
像
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
彼
を「
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
画
家
」な
ど
と
い
う
狭
い
枠
の
中
に
押
し
込
め
て
い
て
は
い
け
な
い

の
で
あ
る
。 

（
美
術
課
長
）

註１
　
北
脇
昇
研
究
の
先
駆
者
に
し
て
第
一
人
者
だ
っ
た
中
村
義
一
氏
が
二
〇
一
五
年
十
二
月
六
日
に
逝
去
さ
れ
た
こ

と
を
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
黒
沢
義
輝
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。一
九
九
七
年
の
回
顧
展
の
際
に
お
世
話
に
な
っ

た
中
村
氏
に
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
つ
つ
、
氏
の
遺
徳
を
偲
び
た
い
。

２
　Japon des avant-garde 1910–1970, C

entre G
eorges P

om
pidou, 1986 . 

ま
た
リ
ン
ハ
ル
ト
ヴ
ァ
に
よ
る

以
下
の
著
作
も
参
照
。V ĕra L

inhartová, D
ada et Surréalism

e au Japon, P
ublications O

rientalistes de 

F
rance, 1987 . 

３
　
山
田
諭「『
矛
盾
の
絵
画
』か
ら『
図
式
機
能
』へ

│
北
脇
昇
研
究
ノ
ー
ト
」『
日
本
の
抽
象
絵
画
一
九
一
〇
│
一

九
四
五
』展
カ
タ
ロ
グ
、
読
売
新
聞
社
、
美
術
館
連
絡
協
議
会
、一
九
九
二
年
四
月
、
八
〇
│
八
一
頁
。

４
　
大
谷
省
吾「
北
脇
昇
の『
図
式
』絵
画
に
つ
い
て
」『
東
京
国
立
近
代
美
術
館
研
究
紀
要
』七
号
、二
〇
〇
二
年
五
月

（
大
谷
省
吾『
激
動
期
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
　
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
日
本
の
絵
画
　
一
九
二
八
│
一
九
五
三
』国
書
刊
行
会
、 

二
〇
一
六
年
五
月
に
再
録
）。

５
　
廣
誠
院
に
つ
い
て
は『
数
寄
屋
邸
宅
集
成
　
第
二
巻
　
数
寄
の
家
』（
毎
日
新
聞
社
、一
九
八
八
年
十
二
月
）に
詳
し

い
解
説
と
豊
富
な
図
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
廣
誠
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
そ
の
庭
園
の
四
季
折
々
の
風
情

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

図4　新日本洋画協会共同制作《庭園》1938年　現存せず 図１　廣誠院庭園　北脇昇撮影（撮影年不詳）

図２　廣誠院で1996年に採取したカクレミノの葉

図３　北脇昇《最も静かなる時》1937年　
東京国立近代美術館蔵
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