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学
美
術
館

大
学
美
術
館
は
一
九
九
九
年
一
〇
月
の
開
館
以
来
、

さ
ま
ざ
ま
の
展
覧
会
を
と
お
し
て
多
く
の
観
客
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

教
育
と
表
現
の
場
で
あ
る
芸
大
の
な
か
の
美
術
館
が
果
た
し
て
い
く
べ
き

役
割
に
つ
い
て
提
言
を
外
部
専
門
家
に
お
願
い
し
た
。

あ
わ
せ
て
過
去
三
年
間
の
歩
み
を
た
ど
り
、

所
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
名
品
一
〇
選
を
紹
介
す
る
。

3
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明
治
以
来
の
こ
と
だ
か
ら
わ
が
国
の
近
代
芸
術
も
す
で
に
長
い
歴

史
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
間
の
有
形
、
無
形
の
蓄
積
の
非
常
に
大
き

な
部
分
は
芸
大
に
集
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
芸
大
に
美
術
館
と
奏
楽
堂
が
作
ら
れ
、
多
く
の
人
が
わ
が
国

の
近
代
芸
術
の
歴
史
に
触
れ
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
と
て
も
い
い
こ

と
だ
と
思
う
。

か
つ
て
西
欧
の
美
術
館
の
多
く
は
、
あ
た
か
も
そ
の
国
の
威
信
を

示
す
か
の
よ
う
に
、
版
図
の
拡
大
と
共
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
古
代
の
遺
跡
や
芸
術
的
遺
品
を
現
地
か
ら
引
き
剥
が
し
て
一
堂
に

並
べ
る
の
を
性
格
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
公
立
の
美
術
館

ば
か
り
で
な
く
、
個
人
の
資
産
家
の
資
産
蒐
集
を
基
盤
と
す
る
美
術

館
、
博
物
館
も
同
じ
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
人
々
の
役
に

立
つ
よ
う
な
形
で
公
開
し
た
だ
け
有
益
で
あ
り
、
参
観
す
る
人
た
ち

は
蒐
集
が
行
わ
れ
た
過
程
に
帝
国
主
義
や
植
民
主
義
の
影
を
感
じ
な

が
ら
も
、「
実
物
」
に
触
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
美
の
本
質
を
盗

み
見
る
よ
う
な
感
じ
で
観
賞
し
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
芸
術
的
感
化
を

受
け
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
芸
大
美
術
館
の
場
合
は
基
本

的
な
性
格
が
違
う
よ
う
に
私
は
思
う
。

周
知
の
よ
う
に
わ
が
国
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
分
野
で
中
国
大
陸
や
朝

鮮
半
島
、
そ
し
て
南
方
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
芸
術
を
、

春
夏
秋
冬
の
変
化
の
極
立
っ
て
い
る
わ
が
国
の
気
候
風
土
、
そ
こ
に

住
む
人
々
の
美
意
識
と
感
性
、
思
想
で
蒸
溜
し
て
、
独
特
の
芸
術

を
作
っ
て
き
た
。
舞
台
芸
術
で
も
文
学
で
も
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
こ
へ
、
科
学
理
論
、
工
業
技
術
の
面
で
進
ん
だ
欧
米
の
文
明

が
一
度
に
入
っ
て
来
た
時
、
そ
れ
ま
で
の
反
動
と
し
て
伝
統
芸
術
の

様
式
全
体
を
否
定
す
る
動
き
が
起
っ
た
。
こ
の
動
き
は
明
治
維
新
の

際
と
、
一
九
四
五
年
神
国
、
、

日
本
が
連
合
軍
に
無
条
件
降
伏
を
し
た

時
の
二
度
に
わ
た
っ
て
発
生
し
た
。

昭
和
二
十
年
の
敗
戦
の
際
は
、
そ
れ
ま
で
軍
閥
官
閥
が
皇
国
史

観
を
ふ
り
か
ざ
し
て
本
来
の
伝
統
を
歪
曲
し
、
日
本
的
美
意
識
を
戦

意
昂
揚
に
役
立
つ
も
の
に
作
り
変
え
て
鼓
吹
し
た
反
動
で
、
広
い
範

囲
に
わ
た
っ
て
伝
統
芸
術
拒
否
の
動
き
が
起
っ
た
の
だ
っ
た
。
国
粋

主
義
者
、
軍
国
主
義
者
が
冒
し
た
罪
悪
の
な
か
で
も
、
こ
の
爪
跡

は
長
く
後
ま
で
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
空
白
に
雪な

崩だ

れ
こ
ん
で
来

た
の
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
代
表
さ
れ
る
、
芸
術
と
は
あ
ま
り
関
係

大
学
美
術
館
へ
の
提
言

国
立
の
芸
術
大
学
に
付
属
す
る
美
術
館
と
い
う
特
性
か
ら

大
学
美
術
館
に
寄
せ
る
期
待
は
非
常
に
大
き
い
。

美
術
界
の
動
向
、
美
術
館
行
政
に
詳
し
い
二
人
の
識
者
に
提
言
を
お
願
い
し
た
。

そ
の
ご
意
見
を
受
け
て
、
大
学
美
術
館
館
長
が
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
た
ど
る
。

大
学
美
術
館
と
奏
楽
堂
の
役
割

辻
井
喬
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の
な
い
ド
タ
バ
タ
娯
楽
で
あ
っ
た
。

今
日
、
い
ろ
い
ろ
な
産
業
国
家
の
な
か
で
、
本
来
の
映
画
が
気
息

奄
々

エ
ン
エ
ン

と
辛
う
じ
て
生
き
の
び
て
い
る
国
は
日
本
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
国
の
人
の
な
か
に
は
、
文
化
芸
術
に
関
し
て
は
、
日
本
は
ア
メ

リ
カ
の
植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
。
残

念
な
が
ら
こ
の
印
象
は
も
っ
と
も
頻
繁
に
往
来
し
て
い
る
日
本
の
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
の
、
文
化
芸
術
に
は
全
く
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う

な
言
動
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
日
本
に
住
ん
で

い
る
人
た
ち
さ
え
も
、
日
本
の
伝
統
芸
術
、
芸
能
の
な
か
に
は
今
日

的
な
意
味
で
世
界
に
発
信
で
き
る
も
の
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
文
化
交
流
の
際
に
派

遣
さ
れ
る
の
は
能
、
歌
舞
伎
、
浮
世
絵
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
は
奇

妙
な
現
象
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
伝
統
的
な
感
性
や
美
意
識
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
芸
術

は
真
の
創
造
性
を
持
ち
得
な
い
、
従
っ
て
外
国
へ
持
っ
て
行
け
な
い

と
い
う
法
則
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
長
く
続
い
た
混
乱
の

な
か
で
も
、
孜シ

孜シ

と
し
て
伝
統
を
掘
り
下
げ
、
そ
こ
に
本
質
的
な
創

造
す
る
力
を
見
出
し
、
そ
れ
を
今
日
に
生
か
そ
う
と
す
る
努
力
は
続

け
ら
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
ま
で
わ
が
国
に
表
立
っ

て
は
存
在
し
な
か
っ
た
西
欧
の
芸
術
の
技
法
、
思
想
を
わ
が
国
に
移

植
し
よ
う
と
し
た
開
拓
者
の
苦
労
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
美
術
の
分
野
ば
か
り
で
は
な
く
、
音
楽
や

文
学
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。

芸
大
の
美
術
館
、
奏
楽
堂
は
、
地
味
で
は
あ
っ
て
も
そ
う
し
た
わ

が
国
の
近
代
芸
術
が
辿
っ
た
曲
節
に
満
ち
た
道
程
を
私
た
ち
に
示

し
、
そ
の
な
か
か
ら
真
の
創
造
へ
と
人
々
を
誘
う
場
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
伝
統
芸
術
、
芸
能
の
側
に
も
、
現
代
の

若
者
た
ち
の
意
欲
を
殺そ

ぐ
よ
う
な
事
大
主
義
、
権
威
主
義
、
宗
匠

主
義
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
加
え
て
、
気
懸
り
な
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
芸
術
文
化
創
造

に
つ
い
て
何
の
見
識
も
持
た
な
い
一
部
の
経
済
人
や
政
治
家
が
、
ひ

と
つ
覚
え
の
市
場
競
争
主
義
の
導
入
を
主
張
し
、
訳
が
分
ら
な
い
う

ち
に
「
独
立
行
政
法
人
」
な
る
〝
制
度
〞
を
強
引
に
決
め
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
一
度
〝
流
れ
〞
の
よ
う
な
も
の
が

作
ら
れ
る
と
メ
デ
ィ
ア
を
先
頭
に
し
て
そ
の
流
れ
の
方
向
へ
雪
崩
れ

を
打
っ
て
動
い
て
い
く
と
い
う
、
わ
が
国
流
の
近
代
社
会
の
悪
い
面

が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
が
、
他
の
機
関
や
設
備
で
は
果
す

こ
と
の
出
来
な
い
役
割
を
持
っ
て
い
る
芸
大
の
大
学
美
術
館
や
奏
楽

堂
の
よ
う
な
場
合
は
、
市
場
競
争
原
理
主
義
者
の
威
嚇
や
非
難
に

脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
来
の
仕
事
を
積
重
ね
て
貰
い
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
今
日
は
わ
が
国
の
長
い
文
化
芸
術
の
歴
史
の
中
で
、
世

界
に
通
用
す
る
日
本
的
で
創
造
的
な
も
の
が
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
の

一
番
大
切
な
時
期
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

辻井喬
つじい・たかし

1927年東京都生まれ。詩人・小説家。
本名　堤清二（（財）セゾン文化財団
理事長）。東京大学経済学部卒業。
1955年、第1詩集『不確かな朝』刊行。
詩集に『異邦人』（室生犀星賞受賞）、
『ようなき人の』（地球賞受賞）、詩集三
部作（『群青、わが黙示』『南冥・旅の
終り』『わたつみ・しあわせな日日』
（藤村記念歴程賞）、小説に『いつもと
同じ春』（平林たい子賞）、『虹の岬』
（谷崎潤一郎賞）、『沈める城』（親鸞賞）
ほかがある。近著は小説『風の生涯』
（芸術選奨文部科学大臣賞）、評論『伝
統の創造力』等。現在『辻井喬コレク
ション』（全八巻）を刊行中。日本ペン
クラブ副会長、日本文藝家協会常務理
事、日本現代詩人会常任理事、東京芸
術大学大学美術館評議員会委員。
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東
京
芸
術
大
学
の
大
学
美
術
館
は
、
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
）

の
開
館
以
来
、
い
く
つ
か
の
、
ま
た
話
題
に
富
ん
だ
展
覧
会
を
開
催

し
て
き
て
一
般
的
に
も
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
美
術
館
ほ
ど
恵
ま
れ
た
条
件
や
要
素
を
も

っ
て
出
発
し
た
美
術
館
は
他
に
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
恵

ま
れ
た
条
件
を
二
、
三
あ
げ
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え

よ
う
。

（
一
）
豊
か
な
収
蔵
品
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。
旧
東
京
美
術
学
校
か

ら
一
世
紀
余
の
歴
史
を
有
し
、
そ
の
量
は
約
五
万
点
と
も
い
わ
れ
る

が
、
質
的
に
も
秀
れ
た
作
品
が
多
い
こ
と
。（
二
）
芸
術
・
美
術
系

大
学
に
所
属
し
て
い
る
た
め
に
、
美
術
学
部
関
係
の
全
員
が
美
術

関
係
者
で
、
美
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
を
多
数
擁
し
て
い

る
こ
と
。（
三
）
歴
史
、
科
学
の
博
物
館
を
は
じ
め
、
国
や
東
京
都

の
文
化
施
設
が
点
在
す
る
文
化
的
ゾ
ー
ン
の
公
園
内
に
在
る
こ
と
。

二
○
年
余
、
地
方
の
公
立
美
術
館
の
運
営
に
関
わ
っ
て
き
た
わ
た

く
し
か
ら
み
る
と
、
ま
こ
と
に
羨
ま
し
い
か
ぎ
り
の
好
条
件
で
あ

刺
戟
あ
る
場
と
し
て
の
大
学
美
術
館

陰
里
鐡
郎

陰里鐡郎
かげさと・てつろう

1931年長崎県生まれ。女子美術大学教
授。専攻は近代美術史。三重県立美術
館、横浜美術館などの館長を歴任。お
もな著書に『夏目漱石・美術批評』
『近代日本洋画素描大系・明治』『日本
の印象派』『萬鉄五郎』がある。美術評
論家連盟所属。
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る
。し

か
し
、
そ
れ
だ
け
に
難
し
い
問
題
を
か
か
え
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
も
充
分
に
推
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
学
関
係
者
の
ほ
と
ん

ど
全
員
が
、
美
術
の
作
家
で
あ
り
、
ま
た
美
術
の
研
究
者
、
批
評

家
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
豊
富
な
専
門
知
識
に
基
づ
い
た
意
見

を
も
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
美
術
館
の
運
営
や
活
動

に
向
け
て
ま
と
め
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
に
わ
た
く
し
に
は
思
え
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
美
術
館
の
側
が
明
確
な
目
的
意
識
を
も

っ
て
方
向
性
を
見
定
め
て
い
け
ば
、
自
ず
と
有
効
で
活
発
な
美
術
館

活
動
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

大
学
は
、
教
育
と
研
究
の
機
関
で
あ
る
か
ら
、
大
学
の
一
部
で

あ
る
美
術
館
も
教
育
の
場
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

美
術
系
大
学
美
術
館
と
し
て
最
大
の
責
務
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
展

覧
会
、
そ
の
両
面
を
通
じ
て
学
生
た
ち
に
多
様
な
刺
戟
を
与
え
、
学

習
や
創
造
の
意
欲
を
か
き
た
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は

た
と
え
ば
、
学
芸
員
と
教
官
と
の
あ
い
だ
で
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て

共
通
の
問
題
意
識
の
も
と
に
、
大
小
ど
の
よ
う
な
規
模
で
あ
れ
展
覧

会
が
組
織
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
一
点
の
作
品
が
呈
示
さ
れ
る
。
そ
こ

に
教
官
、
学
芸
員
、
学
生
が
つ
ど
い
活
発
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

行
な
わ
れ
る
。
集
ま
る
教
官
、
学
生
は
、
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の

専
門
分
野
の
連
中
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
い
わ
ば
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ト
ー

ク
の
一
形
態
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
単
純
な
学
習
と
い

っ
た
域
を
超
え
た
質
的
に
高
い
討
論
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
ジ
ャ
ン
ル

の
交
流
、
世
代
間
交
流
が
実
現
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
が
日
常
的
に
行
な
わ
れ
る
場
と
し
て
の
美
術
館
で
あ
っ
て
ほ
し

い
な
、
と
思
っ
た
り
す
る
。
い
や
、
も
う
当
然
行
な
わ
れ
て
い
る
と

は
思
う
が
、
拡
大
さ
れ
、
あ
る
い
は
深
化
さ
れ
た
形
が
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
芸
術
大
学
の
特
色
を
生
か
し

た
創
作
活
動
と
学
術
研
究
と
が
か
ら
み
絡
み
合
っ
た
、
こ
の
大
学
美

術
館
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
活
動
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
は
、
た
と
え
ば
「
油
画
を
読
む
」

展
や
「
油
画
の
卒
業
制
作
と
自
画
像
」
展
な
ど
が
こ
の
種
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
こ
れ
ら
は
高
く
評
価
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
現

在
の
学
生
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
刺
戟
を
与
え
た
か
に
は
、

内
容
が
充
実
し
て
い
た
だ
け
に
疑
問
が
残
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
各
学
科
、
各
コ
ー
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
係
す

る
こ
と
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
打
破
を
期
待
し
た
い

し
、
ま
た
、
現
代
美
術
、
先
端
芸
術
表
現
関
係
の
企
画
も
期
待
し

た
い
。

交
流
と
い
え
ば
国
際
的
な
交
流
も
大
学
と
し
て
、
ま
た
美
術
館
と

し
て
当
然
と
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

は
す
で
に
ソ
ウ
ル
大
学
と
活
発
な
交
流
が
な
さ
れ
、
学
生
間
の
交
流

展
も
開
催
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
学
生
間
交
流
に
は
単
に
作
品

展
だ
け
で
は
な
く
、
人
的
な
、
あ
る
い
は
文
化
と
し
て
綜
合
的
な
交

換
交
流
が
実
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と

だ
と
思
う
。
異
文
化
を
識
り
、
体
験
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
文
化
を
創
造
し
て
い
く
う
え
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
学

美
術
館
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
量
的
に
は
圧
倒
的
に
ア
メ
リ
カ
が

多
い
よ
う
で
あ
る
。
東
洋
文
化
圏
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
文
化

圏
と
の
交
流
も
望
ま
れ
る
。

さ
る
日
、「
竹
内
久
一

た
け
の
う
ち
き
ゅ
う
い
ち

と
石
川
光
明

み
つ
あ
き

―
―
明
治
の
彫
刻
」
展
を
訪

れ
た
。〈
開
催
に
あ
た
っ
て
〉
の
文
の
な
か
に
「
芸
大
美
術
館
の
企

画
と
し
て
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
わ
た

く
し
も
そ
う
思
う
。
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
も
の
こ
そ
が
芸
大
美
術
館

で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
企
画
で
あ
る
。
前
期
の
油
画
関
係
の
企
画

展
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
美
術
館
は
、
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
会
場

で
は
な
い
。
と
り
わ
け
大
学
美
術
館
の
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
厖
大

な
作
品
と
資
料
を
有
す
る
芸
大
美
術
館
で
あ
る
。
文
化
史
的
、
美

術
史
的
価
値
を
有
し
な
が
ら
沈
黙
し
、
眠
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
発
掘
し
、
学
芸
員
を
中
心
と
し
て
学
内

外
の
研
究
者
と
連
携
し
な
が
ら
そ
れ
ら
を
ほ
ん
と
う
に
生
か
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
付
け
た
せ
ば
、
会
場
の
制
約
は
あ
る
が
小
規
模
で
も
い

い
、
選
出
さ
れ
た
作
品
に
よ
る
常
設
コ
ー
ナ
ー
が
欲
し
い
と
思
う
。
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ニ
ー
ク
な
展
覧
会
で
し
た
。

今
回
「
藝
大
通
信
」
第
四
号
の
特
集
に

あ
た
っ
て
、
お
二
人
の
先
生
か
ら
は
非
常
に

刺
激
的
な
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

辻
井
喬
さ
ん
か
ら
の
ご
提
言
は
、
大
学
美

術
館
に
は
日
本
の
「
近
代
化
」
の
功
罪
を
見

つ
め
直
す
と
い
う
大
き
な
使
命
が
あ
る
、
と

受
け
止
め
ま
し
た
。
日
本
の
近
代
美
術
史
の

〝
映
し
鏡
〞
と
も
い
う
べ
き
東
京
芸
術
大
学
、

そ
こ
に
付
属
す
る
大
学
美
術
館
が
、
机
上
の

論
議
で
は
な
く
実
践
的
に
近
代
化
の
意
味
を

追
究
し
ろ
と
い
う
励
ま
し
で
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
音
楽
学
部
の
奏
楽
堂
と
も
に
、
こ
の

二
つ
の
施
設
は
、
日
本
人
の
芸
術
的
歩
み
を

考
え
る
上
で
、
格
好
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を

私
た
ち
は
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
辻
井
さ
ん
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
国

立
大
学
の
独
立
行
政
法
人
化
の
問
題
も
、

日
本
の
近
代
化
の
隠
れ
た
部
分
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
国
立
と
い

う
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
組
織
と
し
て
、
こ
れ
か
ら

な
し
う
る
こ
と
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
が
何
な
の
か
が
、
い
ま
こ
そ
問
わ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

陰
里
鐡
郎
さ
ん
か
ら
の
、
教
官
と
学
生
と

の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
痛
い

と
こ
ろ
を
つ
か
れ
た
と
い
う
思
い
で
す
。
と

い
う
の
は
、
大
学
美
術
館
は
、「
発
信
」
す

る
ば
か
り
で
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
つ
い
て

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
か
ら
で
す
。「
双

方
向
の
場
」
を
つ
く
る
こ
と
に
努
め
た
い
と

東
京
芸
術
大
学
の
大
学
美
術
館
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
、
母
体
で
あ
る
東
京
芸
術
大

学
を
措
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
芸
大
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
芸
術
教
育
、

芸
術
表
現
の
実
践
の
場
と
し
て
あ
り
ま
す
。

芸
術
に
お
け
る
教
育
、
表
現
を
考
え
る
場

合
、
過
去
を
振
り
返
り
伝
統
を
再
検
討
す
る

こ
と
が
た
い
へ
ん
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

明
治
時
代
に
美
術
学
校
、
音
楽
学
校
と
し

て
設
立
さ
れ
た
芸
大
の
長
く
豊
か
な
歴
史
は
、

そ
の
よ
う
な
作
業
に
は
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た

施
設
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

大
学
美
術
館
は
、
芸
大
に
属
し
、
芸
大

の
教
官
・
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
一
般

の
方
に
向
け
て
開
放
さ
れ
た
美
術
館
で
す
。

こ
の
一
○
月
に
三
周
年
を
迎
え
た
ば
か
り
の

ま
だ
新
し
い
美
術
館
で
す
が
、
背
負
っ
て
い

る
歴
史
や
他
の
美
術
館
に
は
な
い
特
殊
性
と

い
う
面
か
ら
も
、
担
う
べ
き
課
題
や
果
た
し

う
る
可
能
性
は
、
非
常
に
が
あ
り
大
き
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
歩
み
の
中
で
、
大
学
美
術
館

の
歴
史
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
展

覧
会
を
い
く
つ
も
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
た

と
え
ば
昨
年
の
「
デ
ザ
イ
ン
の
風D

E
S
IG
N

S
P
IR
IT
O
F
JA
P
A
N

│
生
活
の
用
・
生

活
の
美
」
展
（
二
○
○
一
年
一
○
月
〜
一

一
月
）
は
、
た
ん
に
日
本
の
意
匠
や
デ
ザ
イ

ン
の
歴
史
を
た
ど
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

デ
ザ
イ
ン
を
と
お
し
て
日
本
美
術
の
意
味
、

ひ
い
て
は
生
活
文
化
を
省
み
よ
う
と
い
う
ユ

〈提言〉に答えて 竹内順一

「デザインの風DESIGN SPIRIT OF JAPAN－生活の用・生活の美」2001年10月6日～11月
25日
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思
い
ま
す
。

大
学
美
術
館
は
か
つ
て
資
料
館
と
い
う
名

称
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
保
存
が
中
心
で
、
専

任
の
研
究
者
が
い
な
い
組
織
で
し
た
。
正
式

の
美
術
館
と
し
て
発
足
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

研
究
施
設
と
し
て
も
よ
り
よ
く
機
能
す
る
よ

う
に
、
組
織
の
充
実
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。

年
間
の
入
館
者
数
が
約
二
○
万
人
と
い
う
キ

ャ
パ
シ
テ
ィ
、
施
設
の
も
っ
て
い
る
ハ
ー
ド

の
面
か
ら
、
各
地
方
に
あ
る
県
立
美
術
館
と

同
じ
く
ら
い
の
規
模
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
多
く
の
観
覧
者
の
収
益
を
必
要
と
す
る

大
規
模
な
国
立
博
物
館
と
、
収
蔵
品
を
中

心
に
展
示
す
る
個
人
美
術
館
の
中
間
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
実
験
的
な
展
示
を
可
能
に
す
る

利
点
を
も
っ
て
い
ま
す
。

二
○
○
○
年
一
○
月
か
ら
一
一
月
に
開

催
し
た
「
間
―
二
○
年
後
の
帰
還
展
」
は
、

海
外
や
国
内
の
専
門
家
筋
か
ら
た
い
へ
ん
高

い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
展
覧
会
は
、
一
九
七
八
年
に
パ
リ
装
飾

美
術
館
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
欧
米
を
巡
回

し
好
評
を
博
し
た“M

A
；
Space-T

im
e
in

Ja
p
a
n

”

（「
間
」
│
日
本
の
時
空
間
）
展

を
、
二
〇
年
ぶ
り
に
当
時
の
企
画
者
で
も
あ

っ
た
磯
崎
新
氏
に
よ
っ
て
再
構
成
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
集
客
面
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
創
造
の
現
場
に
あ
る
美
術
館
と
し

て
、
内
容
に
対
す
る
自
己
評
価
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
他
の
美
術
館
や
関
係
各
筋
か
ら
の

評
価
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
も
〝
見
え
な

い
美
術
館
力
〞
を
身
に
つ
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

三
周
年
を
迎
え
た
大
学
美
術
館
で
す
が
、

一
年
目
は
存
在
感
を
示
す
展
覧
会
を
と
い
う

こ
と
で
「
芸
大
美
術
館
所
蔵
名
品
展
―
近

代
日
本
美
術
の
原
点
」
で
開
館
を
飾
り
ま
し

た
。
二
年
目
は
「
日
本
画
の
一
〇
〇
年
展
」

を
は
じ
め
普
及
型
の
企
画
展
を
、
三
年
目
は

問
題
追
究
型
を
テ
ー
マ
に
模
索
を
重
ね
な
が

ら
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
大
学
美
術
館
に
忌
憚
の
な
い

ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
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