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高松塚古墳の壁画（婦人像の一部）
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昭
和
四
十
七
年
度
の
日
本
伝
統
工
芸
秀
作
展

見
山
形
、
新
潟

r

長
野
、
青
森
の
四
会
場
で

開
催
さ
れ
る
。

こ
の
展
覧
会
は
、
毎
年
、
文
化
庁
の
補
助
事

業
と
し
て
、
そ
か
指
導
、
後
援
の
も
と
に
、
無

形
文
化
財
の
理
解
と
普
及
に
資
す
る
た
め
、
ひ

ろ
く
一
般
に
公
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

展
示
内
容
は
、
陶
芸
：
染
織
，
漆
芸
・
金
工

。
木
竹
工
。
人
形
。
そ
の
他
の
工
芸
技
術
の
各

分
野
に
わ
た
り
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
が

制
作
し
た
伝
統
技
法
に
基
づ
く
工
芸
作
品
を
中

国
宝
唐
招
提
寺
講
堂
の
解
体
修
理
成
る

唐
招
提
寺
講
堂
は
天
平
宝
字
三
年
1
1
七
五
八

に
鑑
真
が
新
田
部
親
王
旧
宅
の
地
を
賜
っ
て
寺

を
創
立
し
た
際
に
f
平
城
宮
か
ら
施
入
さ
れ
た

朝
集
殿
を
規
模
や
形
式
を
改
め
て
建
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
建
治
元
年
1
1

―
二
七
五
に
大
修
理

が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
現
状
は
大
部
分
が
鎌
倉

様
式
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
七
世

記
後
半
の
延
宝
年
間
や
明
治
三
十
八
年
に
大
修

理
が
行
な
わ
れ
た
が
r

基
礎
地
業
ま
で
徹
底
し

て
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
建
立
以
来
の
礎
石

が
不
同
沈
下
が
著
し
く
な
り
r

建
物
の
各
部
に

旅
緩
が
生
じ
に
た
め
、
今
回
の
解
体
修
理
が
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

総
工
費
約
九
千
九
十
万
円
（
う
ち
国
庫
補
助

六
千
八
百
二
十
万
円
余
）
を
要
し
て
四
十
七
年

三
月
に
完
成
を
み
た
。

日

本

伝

統

工

心
と
し
た
で
、
そ
の
大
部
分
は
文
化
庁

所
蔵
の
優
品
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。

会
期
、
会
場
は
次
の
と
お
り
。

◇
山
形
1
1
四
月
二
十
八
日
し
五
月
十
四
日
（
山

形
美
術
博
物
館
）

◇
新
潟
i
i
王
月
二
十
日
し
六
月
四
日
(
、
B
S
N

新
潟
美
術
館
]

◇
長
野
1
1
六
月
十
日
し
六
月
二
十
七
日
（
長
野

県
信
濃
美
術
館
）

◇
青
森
1
1
七
月
五
日
ー
七
月
＋
六
日
（
「
か
ね

ち

ょ

う

」

ー

ト

J＼
 

秀

作

社

欧
米
諸
国
と
比
較
す
る
と
、
わ
が
国
の
都

市
に
は
公
園
が
少
な
く
、
都
市
面
積
中
に
占

め
る
緑
地
帯
の
比
率
が
著
し
く
低
い
と
い

う
。
建
設
省
で
は
、
都
市
に
お
け
る
公
園
の

増
設
に
努
力
を
払
っ
て
い
る
が
、
土
地
の
入

手
難
か
ら
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
困
難
を
か

こ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

か
ん

と
こ
ろ
が
、
東
京
を
空
か
ら
烏
敵
す
る

と
f
意
外
に
緑
が
多
い
と
い
う
。
個
人
の
庭

ぉ

，

げ

で
樹
木
を
生
い
繁
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
思

お
も

い
の
ほ
か
多
い
こ
と
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ

る
が
、
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
神
社
。
仏
閣

め

の
境
内
地
の
森
が
眼
に
つ
く
と
の
こ
と
で
あ

る。

が
f
今
な
お
そ
の
ま
ま
て
い
て
い
と
枝
葉
を

繁
ら
せ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
懐
か
し
く
も

う
れ

ま
た
嬉
し
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
東
京
の

実
情
は
知
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
境
内
地
は

や
は
り
子
ど
も
た
ち
の
え
が
た
い
遊
び
場
に

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
時
と
り
わ
け
都
市
の
社
寺

は
、
貴
重
な
地
面
を
活
用
し
て
、
幼
稚
園
や

保
育
所
な
ら
と
も
か
く
、
ビ
ル
や
駐
車
場
や

ほ
な
は

甚
だ
し
い
の
は
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
て
収
益

せ

を
図
る
よ
う
に
な
り
、
境
内
地
は
狭
ば
め
ら

さ

迄

れ
樹
々
は
伐
ら
れ
て
ゆ
く
有
様
で
あ
る
。

神
社
や
寺
院
の
側
か
ら
い
え
ば
、
空
閑
地

の
経
済
的
活
用
で

あ
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
近
隣
社
会

寺

の

森

の
要
望
に
よ
る
こ

佐

伯

信

男

と

も

あ

ろ

う

が

、

都
市
の
環
境
保
全

の
観
点
か
ら
は
悲
し
む
べ
き
傾
向
で
あ
る
。

も
と
も
と
尊
厳
ま
た
は
風
致
を
保
持
す
る

に
必
要
だ
と
し
て
f
J
社
寺
に
授
け
ら
れ
た
林

地
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的

活
用
は
、
決
し
て
祭
神
、
本
尊
さ
ま
の
お
喜

び
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ

る
。
目
先
の
営
利
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な

，
＼
大
乗
的
見
地
か
ら
緑
地
の
保
存
に
努
め

て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
神
意
仏
心
に
か
な
う

経
世
済
民
の
業
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
る
の

は
、
ひ
と
り
わ
た
し
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

（
宗
務
課
長
）

明
治
神
宮
の
代

々
木
の
森
や
豪
徳

寺
の
林
な
ど
は
別

格
と
し
て
も

F

街

並
み
に
ひ
そ
む
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
お
宮
や
お
寺
の
境
内
地
の

き

ぃ

―

j

樹
々
は
、
都
民
に
憩
い
の
緑
を
提
供
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
森
は
、
植
物
生
態

み
て
昔
時
の
植
物
群
生
を
そ
の
ま
主

い
る
と
い
う
し
、
国
や
都
の
天
然
記

指
定
さ
れ
て
い
る
古
樹
な
ど
も
、
境

あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。

わ
た
る
が
、
わ
た
し
の
育
っ
た
都
市

り
わ
け
神
社
・
寺
院
が
多
か
っ
た
せ

遊
び
の
庭
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
ら
の
境

っ
た
。
帰
郷
し
た
際
、
都
会
の
変
客

て
、
幼
時
障
ど
り
遊
び
の
陣
地
に
し

や
木
登
り
し
て
落
っ
こ
ち
た
松
の
樹

9

9

,

i
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