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上

代

彫
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国
立
近
代
美
術
館
で
は 、
設
立
以
来
同
館
内
に
定
員
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
収
集
保
存
な
ら
び
に
そ
の
活
用
に
つ
い

て
努
力
い
た
し
て
お
り
手

す 。

今
回
は 、「
近
代
彫
塑
展」
の
期
間
中 、
彫
刻
に
関
迎
し
て 、

次
の
映
画の
中
適
宜
選
択
し
て 、
毎
日

二
回
上
映
い
た
し
ま
す

法
隆
寺
の
彫
刻
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巻

藍

修

小

林

剛

製

作

日

本

映

画
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我
が
国
に
残
っ
て
い
ろ
仏
像
彫
刻
で
一
番
古
い
も
の
は
飛
烏

時
代
の

作
品
で
す。
こ
の
時
代
に
は
仏
教
文
化
の
流
入
に
よ
っ

て
大
き
な
お
寺
が
盛
ん
に
作
ら
れ 、
同
時
に
仏
像
も
た
く
さ
ん

製
作
さ
れ
ま
し
た。
そ
の
―
つ
で
あ
る
法
降
寺
は
世
界
最
古
の

木
造
建
築
と
し
て
重
要
な
寺
で
あ
ろ
ば
か
り
で
な
く 、
そ
の
建

築
の
内
部
に
は
金
堂
の
釈
迦＝＝
将
を
は
じ
め 、
薬
師
如
来
像 、

夢
殿
救
世
観
音
像 、
百
済
観
音
像
な
ど
の
偉
れ
た
飛
烏
時
代
の

仏
像
彫
刻
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す。

こ
と
に
釈
迦
三
尊
像
は
光
背
に
き
ざ
ま
れ
た
文
章
に
よ
っ
て

推
古
天
皇
の
三
十一
年
に
止
利
仏
師
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で 、
我
が
国
の
上
代
彫
刻
を
さ
ぐ
る
た
め
の
貴

重
な
遺
品
と
な
っ
て
い
ま
す。

．

ま
た
法
降
寺
に
は
飛
烏
時
代
の

作
品
ば
か
り

で
な
く

白
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奈
良•
平
安•
藤
原・
室
町・
江
戸
の
各
時
代
の
彫
刻
が
た
＜

さ
ん
保
存
さ
れ
て
い
て 、
我
が
国
の
美
術
史
上
非
常
に
大
き
な

価
値
を
も
つ
て
い
ま
す 。
こ
の
映
画
に
は
止
利
様
式
の
仏
像
か

ら
百
済
観
音 、
中
宮
寺
鍋
音
と

出
て
来
ま
す
が 、
き
び
し
く

荘

重
な
も
の
か
ら
崇
高
な
も
の
へ

、
崇
高
な
も
の
か
ら
親
愛
な
も

の
へ
と
展
開
し

て
い
く
あ
り
さ
ま
出
同
時
に
自
然
に
看
取
す
る

と
と
が
で
き
ま
し
よ
う 。

フ
ィ
ル

ム．
．

ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て

八
百
年
来
米
と
共
に
日
本
の
食
問
題
を
支
え
て
来
た
麦
は、

ど
の
様
に
し
て
収
獲
さ
れ
て
い
る
の
で
し
よ
う
か 。
西
洋
と
違

つ
て
日
本
で
は
米
を
主
食
と
す
る
の
で 、
麦
は
い
わ
ゆ
ろ
裏
作

と
な
つ
て
い
て 、
同
じ
畑
で 、
稲
ー

麦
ー

稲
ー

麦
と
循
環
し
て

作
ら
れ
ャ ー
い
ま
す。

こ
の
映
画
は 、
麦
の
種
子
ま
き
前
か
ら 、
成
長 、
収
獲
と
日

本
の
麦
作

り
の
行
程
を
設
明
し
て
い
ま
す 。
顕
微
鏡
レ
ン ・ス
や

徴
速
度
カ
メ
ラ
を
畑
に
持
ち
こ
ん
で 、
詳
細
に
麦
の
生
態
を
写

し 、
士
撰
や
肥
料
や
気
候
の
問
題
に
も
触
れ
て
い
ま
す 。
理
科

の
教
材
や
農
業
の
参
考
と
な
る
ば
か
り
で
な
く 、

麦
が
収
獲
さ

れ
る
ま
で
の

農
民
の
労
苦
を
伝
え
た
が
ら 、
非
常
に
集
約
的
な

日
本
農
業
の
牌
徴
を
膝
識
さ
せ
ま
す 。

大

同

石

雲
尚
の
石
窟
は
中
国
山
西

省
の
大
同
か
ら
西
に
約
十
三
粁 、

武
州
川
北
岸
の
岩
壁
に
堀
ら
れ
た
も
の
で 、
大
小
の
石
窟
が
蜂

ヽ
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寺

撮

影

峠
殊
撮
影

巻

監製監日日
映本督作修学

喜
映

鈴白尾桑藤農画画

木 山 本 瓢
喜井 野修林

所社

新 共
ー 同

製
治茂吉茂郎省作

代

日

本‘

の

麦

巻

こ
の
映
画
は
飛
鳥・
奈
良
時
代
の
仏
像
彫
刻
に
関
す
ろ
記
録

映
画で
す。

日
本
の
彫
刻
は 、「
ほ
に
わ」
に
は
じ
ま
り 、

仏
教
の
伝
来
と

共
に
大
陸
の
す
ぐ

れ
た
彫
刻
の
技
法
を
伝
え 、
急
激
に
発
達
し

ま
し
た。
映
画は
先
づ
最
も
初
期
の
作
品
と
し
て
い
く
つ
か
の

「
は
に
わ」
を
紹
介
し 、
次
に
大
陸
文
化
と
の
つ
な
が
り
を
理

解
し
な
が
ら 、
飛
烏
時
代
の
代
表
と
し
て
法
隆
寺
金
堂
の
本
蒋

釈
迦
如
来
三
尊 、
夢
殿
の
救
世
観
音
等 、
白
胤
時
代
（
奈
良
前

期）
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
鶴
林
寺
の
聖
観
音、
法
降
寺
の

夢
違
観
音
等 、
つ
い
で
天
平
時
代
（
奈
良
後
期）
の
東
大
寺
の

大
仏 、
i

-

i

月
堂
の
執
金
剛
神 、
戒
招
院の
四
天
王 、
興
福
寺
の

阿
修
羅
等
の
諸
像
を
観
賞
し 、

最
後
に
天
平
の
肖
像
彫
刻
を
紹

介
し
て
い
ま
す 。
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ア
メ
リ
カ
大
使
館
提
供

彫
刻
の
材
料
に
は 、
石 、
木、
鋳
銅 、
石
膏 、
粘
土
そ
れ
に

最
近
で
は
セ
メ
ン
ト

等
が
あ
り
ま
す。

木
彫
を
つ
く
る
場
合 、
石
膏 、
粘
土
等
で
原
型
を

作
っ
て
か

ら
木
に
写
し
彫
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が 、
)
に
ご吠
画
は 、
木
材

に
直
接
似
{
て
彫
g
け
る

木
彫
の
つ
v
り

方
を
記
録
つ
た
も

の
で
す 。

米
国ペ
ル
モ
ン
ト
の
ペ
ニ
ン
ゲ
ト
ン
・
カ
V
ッ
ジ
美
術
部
の

マ
セ
ル
シ
オ
・
ス
ク
ジ
オ
で
製
作
さ
れ 、
原
材
を
万
力
（
ま
ん

b
き）
に
は
さ
み 、
チ
ョ
ー
ク
で
（
日
本
で
は
墨
や
朱
墨
等）

簡
単
な
線
を
描
き
な
が
ら
彫
つ
て 、
段
々
に
形
を
整
え
る
過
桓

や 、
細
い
の
み
を
使
っ
て
細
部
を
仕
上
げ
る
有
様
が
刻
明
に

撮

ら
れ
て
い
ま
す 。

使
わ
れ
て
い
る
の
み
や
槌
の
形
や
使
い
方
は 、
日
本
の
場
合

と
多
少
の
相
違
が
あ
る
よ
う
で
す 。
(
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日
仏
学
院
提
供

巻

の
巣
の
よ
う
に
な
ら
ん
で
い
ま
す。
こ
の
地
点
は
む
か
し
北
魏

の
都
盛
楽
城
と 、
首
都
平
城
全
大
同）
と
を
結
ぷ
犬
切
な
交
通

路
に
あ
た
つ
て
い
た
の
で
す。
最
初
の
石
窟
は
大
武
帝
盆
四――

四
ー

四
五
一
）
の
在
位
中
中
国
の
第
I

回
の
有
名
な
廃
仏
に
よ

つ
て
壊
れ
て
し
ま
い 、
現
在
の
大
石
窟
は
文
武
帝
G四
五――
—

四
六
布）
の
御
代
に 、
亡
く
な
っ
た
四
帝
と
今
帝
の
た
め
に
国

力
を
傾
け
て
造
営
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
ま
す 。
以
後
孝
文
帝

が
盆
四
九
四
年）
洛
陽
に
遷
都
し
て 、
龍
門
の
石
窟
を
営
む
ま

で 、
引
き
っ
ゞ
い
て
多
く
の
石
窟
が
造
ら
れ
士
し
た 。

窟
内
の
仏
像
は 、
初
期
の
も
の
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
ゲ
プ
ク
様

式
の

影
替
が
深
く 、
盛
期
の

作
品
は
中
国
風
で 、
北
魏
仏
あ
る

い
は
六
朝
仏
と
呼
ば
れ
る
様
式
の
典
型
を
示
し 、
そ
れ
ら
は
ま

た
わ
が
国
の
飛
烏
仏
に
水
大
へ
ん
よ
く

似
た
姿
を
示
し
て
い
ま

ナ。
な
お
こ
の
石
窟
は
仏
像
ば
か
り
で
な
く
建
築
様
式
や
装
飾

意
匠
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り 、

伊
東
忠
太
氏
を

ほ
じ
め
世
界
中
の
多
く
の
学
者
が
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し 、
現

在
も
い
ろ
い
ろ
と
調
査
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す。


