
戦
前
の
美
術
雑
誌

「
ア
ト
リ
エ
」
は
、
モ

ダ
ン
ア
ー
ト
風
の
表
紙

絵
に
「
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｅ

Ｒ
」
の
横
文
字
が
大
き

く
あ
し
ら
わ
れ
て
い

る
。
ペ
ー
ジ
数
は
お
お

む
ね
６０
〜
９０
。
口
絵
に

海
外
の
有
名
作
家
の
作

品
が
毎
回
２
〜
３
枚
ず

つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

画
家
の
マ
チ
ス
や
ボ
ナ

ー
ル
の
作
品
（
印
刷
写

真
）は
当
時
、視
覚
と
し

て
得
ら
れ
る
最
新
の
海

外
情
報
だ
っ
た
ろ
う
。

昭
和
１３
年
７
月
号
で

は
彫
刻
家
・
マ
イ
ヨ
ー

ル
の
作
品
特
集
を
１０
�

に
わ
た
っ
て
掲
載
。
と

に
か
く
美
術
は
フ
ラ
ン

ス
だ
が
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス

な
ど
ド
イ
ツ
の
最
新
の

建
築
情
報
も
載
っ
て
い

る
。国

内
で
は
「
宮
本
三

郎
と
小
磯
良
平
」
と
題

さ
れ
た
作
家
論
な
ど
。

考
古
・
文
化
人
類
学
者

の
鳥
居
龍
蔵
が
「
イ
ン

カ
帝
国
と
そ
の
文
化
」

と
題
し
た
文
化
芸
術
論

を
展
開
し
て
い
る
の
に

は
喫
驚
し
た
。

昭
和
の
戦
前
期
は
美

術
に
と
っ
て
黄
金
時
代

で
あ
り
、
試
練
の
時
代

で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
ん
な
中
、
国
内
外
を

問
わ
ず
ジ
ャ
ン
ル
に
偏

り
が
な
い
の
が
総
合
美

術
雑
誌
を
標
榜
す
る
同

誌
の
持
ち
味
だ
ろ
う
。

当
時
は
自
由
美
術
や

独
立
美
術
、
春
陽
会
と

い
っ
た
国
内
美
術
団
体

の
活
動
が
目
覚
し
く
、

瀧
口
修
造
や
土
方
定
一

と
い
っ
た
一
流
の
批
評

家
を
抜
擢
し
て
芸
術
論

や
展
評
に
も
力
を
入
れ

て
い
る
。

目
を
引
い
た
の
は
昭

和
１３
年
４
月
号
の
藤
田

嗣
治
を
囲
む
座
談
会
。

藤
田
を
中
心
に
女
流
画

家
協
会
の
三
岸
節
子
や

藤
川
栄
子
ら
５
人
を
交

え
た
。
中
で
も
戦
時
体

制
下
で
の
官
憲
の
取
り

締
ま
り
を
話
題
に
す
る

場
面
な
ど
は
興
味
深
い
。

表
現
対
象
に
つ
い
て

「
裸
体
は
ど
う
な
の
か
」

と
藤
川
が
藤
田
に
問
う

と
、
藤
田
は
「
東
京
は

割
合
に
寛
大
ら
し
い
で

す
ね
。
地
方
は
や
か
ま

し
い
か
も
し
れ
な
い
」

と
答
え
る
。
こ
ん
な
会

話
か
ら
も
「
自
由
」
に

拘
泥
す
る
当
時
の
美
術

家
ら
の
窮
屈
な
思
い
が

想
像
で
き
る
。

＊

さ
て
肝
心
の
韶
三
だ

が
、
毎
号
巻
末
に
「
卓

上
メ
モ
」
と
い
う
コ
ラ

ム
欄
を
確
保
し
て
い

る
。
編
集
者
で
あ
る
と

と
も
に
、
美
術
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
顔
。
丸
々

１
�
を
割
き
美
術
エ
ッ

セ
ー
風
の
文
章
を
寄
せ

て
い
る
。

韶
三
の
遺
し
た
美
術

評
論
の
仕
事
を
知
る
資

料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
の「
ア
ト
リ
エ
」こ
そ

が
唯
一
の
証
言
で
あ

り
、
そ
の
意
味
か
ら
も

貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

昭
和
１３
年
４
月
に
国

家
総
動
員
法
が
公
布
さ

れ
る
。
論
調
に
息
苦
し

さ
を
感
じ
る
場
面
も
あ

る
が
、
一
方
で
芸
術
に

理
想
を
求
め
る
作
家
や

批
評
家
の
激
情
も
に
じ

む
。
そ
ん
な
時
代
の
空

気
を
読
み
取
る
韶
三

は
、
持
ち
前
の
審
美
眼

と
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
感

覚
で
そ
の
時
局
を
乗
り

切
ろ
う
と
す
る
。

同
年
４
月
号
の
コ
ラ

ム
に
、
韶
三
は
こ
ん
な

文
章
を
寄
せ
て
い
る
。

〈
偏
狭
な
日
本
主
義
は

封
建
時
代
に
逆
行
す
る

だ
け
の
こ

と
だ
。
外

国
文
化
を

排
斥
し
て

は
、
日
本

文
化
の
進

展
も
望
め

な
い
、
充

分
受
け
入

れ
て
そ
の

上
に
出
る

事
で
あ

る
〉。リ
ベ

ラ
リ
ス
ト

と
し
て
の

韶
三
の
気
骨
だ
。

＊

歴
史
教
育
か
ら
私
た

ち
が
知
る
戦
時
体
制
下

の
空
気
や
表
現
者
ら
の

内
界
は
、
実
際
に
は
ど

ん
な
も
の
だ
っ
た
の

か
。
古
い
美
術
雑
誌
か

ら
そ
の
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
当
地
の
ど
こ
か

の
蔵
の
中
に
「
ア
ト
リ

エ
」
の
欠
損
号
が
眠
っ

て
い
る
な
ら
、
ぜ
ひ
地

域
資
料
セ
ン
タ
ー
へ
寄

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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藤本韶三（左）と四八＝戦後は三彩社を創立、雑
誌「三彩」や「古美術」の発行を続ける。弟・四
八と組んだ写真集も刊行。多くの画家や評論家ら
と交遊し、自らも評論活動を行う
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