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国
立
近
代
美
術
館
で
は、
設
立
以
来
同
館
内
に
定
負
約
百
名

の
映
写
室
を
も
っ
、
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
設
け、
内

外
古
今
の
傷
秀
映
画
の
牧
集
保
存
な
ら
び
に
そ
の
活
用
に
つ
い

て
努
力
い
た
し
て
お
り
ま
す。

今
回
は、「
日
本
画
ご加
れ」
展
の
期
間
中、
次
の
映
画
を
毎

日
二
回
上
映
い
た
し
ま
す。

法
隆
寺
の
壁
画

法
降
寺
は
今
か
ら
千――一
百
年
前、
推
古
天
皇
の
九
年、
聖
徳

．
太
子
が
斑
鳩
宮（
い
か
る
が
の
み
や）
を
造
営
さ
れ
た
時
に、
そ

の
近
く
の
地
に
太
子
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
か
寺
で
す。
今
の
建

物
に
つ
い
け
再
紐
・
非
再
建
の
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
が、
か

り
に
国
建
説
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も、
そ
れ
は
我
が
国
の
み

な
ら
ず
批
界
最
古
の
木
造
建
造
物
で、
極
め
て
価
値
の
高
い
も

の
と
い
わ
れ
ま
す。
こ
の
法
隆
寺
の
内
部
に
は、
仏
像
彫
刻
・

絵
匝
・
エ
芸
品
な
ど、
飛
鳥・
白
凰
時
代
か
ら
江
戸
時
代

に手

る
ま
で
の
立
脈
な
追
品
が
た
く
さ
ん
保
存
さ
れ
て
い
ま
す。
し

か
し、
昭
和
二
十
四
年一
月
の
金
堂
の
火
災
に
よ
っ
て、
金
堂

の
周
辺
に
か
か
れ
が
壁
画
の
方
は
惜
し
く
も
そ
の
あ
ざ
や
が
な

色
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た。

こ
の
映
画
は
昭
和
十
丁
年
秋
以
来、
荒
井
究
方
・
中
村
岳
陵

橋
本
明
治・
入
江
被
光
氏
ら
多
く
の
画
家
逹
が、
焼
失
ま
で
熱

心
に
模
写
を
続
け
て
い
た
当
時
に
搬
影
し
た
も
の
で
す。
聖
皿

ほ
千
二
百
餘
年
前
奈
良
時
代
°
初
め
に、
憫
木
材
ャ
竪
横
に
小

舞
を
糾
ん
だ
土
壁
5

上
に、
白・
土
の
上
塗
を
し、
そ
の
上
に
胡

粉・
黄
土
・
鉛
丹

緑
青
・
紺
青
な
ど
の
絵
具
で
描
し
た
も
の

で
こ
う
い
う
技
法
は
当
時
の
い
七
ば
ん
新
し
い
技
法
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す。
例
え
ば
恥
や
頬
に
か
げ
を
つ
け
て
立
体
感

ヤ
表
わ
し
た
り、
衣
の
し
わ
の
一
方
r
ば
か
し
を
つ
け
ャ
凸
凹

四
煕
r
を
出
し
た
り
し
て、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
か
な
か
っ
た

描
き
方
が
し
て
あ
る
の
で
す
が、
こ
れ
は
西
域
や
印
度
の
ア
ジ

ャ
ン
ク
の
壁
画
等
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
J

両
賄
は
東
酉

南
北
の
四
大
壁
に
阻
仏
浄
土
を、
小
壁
八
面
に
菩
藷
を
扱
い、

内
陣
上
方
の
小
壁
に
飛
天
が
舞
い、
外
陣
の
小
壁
に
は
阿
羅
採

が
描
か
れ
て
い
ま
す。
な
力
で
も、
西
大
撰
の
阿
弥
陀
浄
土
浚

フ
ィ
ル
ム
・

ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て

ば
も
っ
と
も
す
ぐ
れ、
蓮
華
の
上
の
如
来、
両
脇
に
立
つ
観
音

と
努
至．
そ
の
俯
目
が
ち
な
慈
愛
に
み
む
ナ
祝
線
に、
）．
れ
を

仰
ぎ
見
る
人
々
の
魂
に
つ
よ
く
泌
み
通
つ
て
く
ん
よ
う
な
気
が

し
ナ
す。

こ
の
雄
大
な
力
づ
よ
い
表
現
を
示
し
て
い
た
負
重
な
壁
両
が

焼
失
し
た
こ
と
は
大
へ
ん
残
念
で
ナ
が．
原
画
を
偲
ぷ
こ
と
の

で
き
る
精
碓
だ
模
与
ぱ
残
っ
て
お
り、
ま
た
当
時
疎
開
し
て
あ

っ
た
た
め
天
人
を
か
い
た
小
壁
が
災
害
を
の
が
れ
た
こ
と
は、

ぜ
め
て
も
の
慰
め
と
い
え
ま
し
よ
う。

一一
条
城
は
関
が
原
の
戦
の
後、
徳
川
家
康
が
上
沿
の
際
の
居ぃ

城
と
し
て
造
徴
さ
せ
た
も
の
で、
慶
長
八
年
2
六
0-＝
年）

に
大
体
竣
工
さ
れ、
薮
次
に
わ
た
っ
て
増
築
さ
れ、
謡
熟
向
の．

偉
容
は
今
日
想
像
す
る
以
上
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
c
い
ま
す。

そ
の
餃
良―一
の
火
災
や
移
転
に
よ
っ
て
多
く
4が
失
っ
て
し
ま
い

ま
し
ナ
が、
慶
応
i

-

i

年
（一
八
六
七
年）
将
軍
慶
喜
が
こ
A
で

大
政
を
奉
遠
し
ナ
事
は
有
名
で
す°
現
在
は
京
都
市
r
屈
し、

ぎパ
古
建
築
＂
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ナ
す。

名
古
屋
城
や
姫
路
城
等
は
攻
防
に
霞
点
を
お
い
て
天
守
閣、

橡
等
を
主
と
し
た
出
の
で
す
が、
こ
の一一
条
城
は
将
軍
が
上
洛

の
折
の
宿
泊
を
目
的
と
し
た
ヤ
め、
日
常
居
住
の
方
に
市
点
が�

お
が
れ、
邸
館
建
築
と
し
て
の
特
色
を
備
え
た
形
式
を
持
つ
て

い
て、
桃
山、
江
戸
初
期
の
武
氏
風
担
院
建
築
の
典
型
と
さ
れ

て
い
主
す。
そ
れ
に
徳
川
氏
の
築
城
に
は
第一
r
武
威
を
誇
っ

-＇→
天
下
か
圧
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
ナ
の
で、
そ
の
梢
恙
は

思
い
切
つ
て
姦
放
を
極
め、
ま
こ
と
に
大
時
代
的
た
様
相
を
示

し
て
い
ま
す。

現
在
残
っ
て
い
る
主
な
建
物
と
し
て
は、
先
づ
二
の
丸
御
殿

が
あ
り
ま
す
が、
こ
れ
は
二
条
城
の
中
枢
を
な
す
難
物
で、
岬

数
は
全
部
で
約――
千
坪、
遠
侍・
大
広
間・
黒
壱
院・
白
む
院

締
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す。
こ
の
殿
舎
の
障
壁
画
及
び
天
井

絵
は、
買
永
年
間
の
頃
狩
野一
派
の
人
々
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

も
の
で
、
廷
鈎
と
同
時
代
で
は
況
h
ま
せ
ん
が、
絢
憚
た
ろ
桃

山
粕
神
を
伝＂^
一
い
ま
す。
そ
の
他
こ
の一．
の
丸
御
敗
か
正
門

に
況
た
る
極
彩
色
の
魁
臼、
端
然
と
し
て
消
楚
な
本
丸
等
か
あ

り
す
す
が、
こ
の
本
丸
は
明
治
二
六
し
七
年
に
移
廷
さ
れ
た
胆

桂
宮
御
殿
で
す。

条

城

巻

わ
が
国
の
数
々
の
古
典
芸
能
の
中
で、
人
形
浄
瑠
璃
は
そ
の

叢
も
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
す。
現
在
は
そ
の
中
で
大
阪
文
楽

座
の
活
動
が
主
な
も
の
で、
文
楽
と
い
え
ば
人
形
尚
瑠
璃
を
表

わ
す
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す。

人
形
浄
瑠
璃
の
起
源
は、
他
の
芸
能
文
化
と
同
様
に
約
千
年

前
奈
艮
朝
に
伝
来
し
た
散
楽
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
よ
う
が、
別
々
に
発
達
し
た
人
形
と
浄
瑠
璃
と一＝

味
線
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
て、
劇
場
を
持
つ
よ
う
に
ま
で
盛

ん
に
な
っ
た
の
は、
二
百
数
十
年
前
の
事
で、
有
名
な
近
松
門

左
衛
門
と
竹
本
義
太
夫
の
コ
ン
ビ
が
現
わ
れ
て
建
て
た
竹
本
座

が
そ
の
最
初
の
劇
場
で
し
た。

文
楽
座
は
そ
の
竹
本
座
の
伝
統
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
も
の

で
す
が、
太
夫·-＝
味
線・
人
形
の
三
莱
の
厳
格
な
修
業
と
経

済
的
不
遇
と
は
殆
ん
ど
想
像
を
越
え
る
程
で、
そ
れ
に
加
え
て

文
楽
座
の
再＝＝
の
焼
失
等
に
よ
っ
て、
歌
舞
伎
演
技
の
原
型
と

し
て
高
い
価
値
を
も
つ
こ
の
人
形
浄
瑠
璃
の
照
来
は
極
め
て
あ

や
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す。

こ
の
映
画
は
文
楽
人
形
追
い
の
至
宝
吉
田
文
布
郎
氏
の
至
芸

の
再
現
と
解
剖
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で、
批
界
で
も
珍

し
い一―一
人
造
い
を
解
説
し
て、
文
楽
愛
好
家
に
は
勿
論、
一
般

の
人
々
に
水
典
味
以
上
の
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
で
し
よ
う。

吉
田
文
五
郎
氏
（
本
名
河
村
己
之
助）
は
明
治一一
年
生
ゎ‘

ご
丁
歳
で
文
楽
の
世
界
に
入
り、
以
来
七
0
年
余
り
人
形
遣
い

と
し
て
修
練
を
軍
ね、
女
形
（
お
や
ま）
造
い
を
得
意
と
し
、

先
年
病
歿
し
た
吉
田
栄一二
氏
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
名
人
で、
昭

和
二
四
年
日
本
芸
術
院
会
員
と
な
り、
現
在
八
四
歳
の
高
齢
に

J
 

も
か
4
わ
ら
ず
舞
台
に
活
躍
し
て
い
ま
す。

と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
今
頃
は
半
七
さ
ん

ー」
の

I

節
で
馴
味
深
い
「
艶
容
女
舞
衣
（
は
で
す
が
た
お
ん
な
ま
い

．
．
．
 

ぎ
ぬ）
酒
屋
の
段」
の
お
園
の
く
ど
き
で
世
話
物
浄
瑠
璃
の
代

表
作
て
す。

文
化
財
保
護
委
員
会
昭
和
二
七
年
度
製
作

ー
ー
人
形
遣
い
の
妙
技
I
I
三
巻

楽


