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國立近代美術館

説

フィ JVム ライブラリー

フ
ィ
ル
ム
・

ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
に
つ
い
て

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
つ
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ・
ブ
ラ
リ
ー
を
設
け、

内
外

古
今
の
礎
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
ま
す。

今
回
は
「
四
人
の
画
家
」
展
の
期
閤
中、

種
々
の
分
野
の
短

篇
映
画
の
代
表
的
作
品
と
し
て、

次
の
映
画
の
中
適
宜
据
択
し

て
毎
日
二
時、

四
時
の
二
回
上
映
い
た
し
ま
す。

鉄

路

に

生

き

る

巻

日
本
国
有
鉄
道
製
作、

内
外
映
画
社
作
品

演

出

関

川

秀

雄

撮

影

中

尾

駿

一

郎

こ
れ
は、

鉄
道
翰
送
に
お
け
る
保
線
の
役
割
の
軍
要
性
と、

作
業
に
従
事
す
る
保
線
工
手
の
た
ゆ
ま
ぬ
労
苦
と
を
描
き、

代

表
的
な
保
線
作
染
の
実
況
を
紹
介
す
る
と
と
も
に、

世
人
の
関

心
の
外
に
獣
獣
と
し
て
は
た
ら
き
つ
づ
け
る、

鉄
路
の
人
び
と

へ
の
認
識
を
深
め
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る。

内
容
は、

軌
道
固
め
作
業
・
検
測
車
に
よ
る
精
密
測
定
・
ク

イ
ク
ン。ハ
ー
に
よ
る
作
業
・
枕
木
恵
換
・
列
車
閉
塞
・
軌
條
更

換
・
橋
梁
枕
木
野
換
・
保
線
区
配
置
状
況
・
災
害
復
旧
作
業
の

九
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
分
か
れ
て
い
る。

そ
し
て、
前
半
は、

機
械
化
さ
れ
た
保
線
作
業
の
情
県
に
重
点
を
お
き、

後
半
は、

劇
的
な
表
現
方
式
に
よ
つ
て、

保
線
工
手
の
献
身
的
な
活
動
の

強
調
に
つ
と
め
て
い
る
が、

全
篇
の
基
調
を
な
す
も
の
は、

稲

送
の
安
全
を
確
得
す
る
た
め
に
は
ら
わ
れ
て
い
る
蔭
の
苦
心
と

努
力
へ
の
共
感
で
あ
っ
て、

そ
れ
が、

こ
の
作
品
を、

単
な
る

保
線
工
事
の
記
録
以
上
の
も
の
に
し
あ
げ
て
い
る。

こ
の
作
品

が
各
方
面
の
教
育
映
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
好
評
を
は
く
し-.

ま
た一

九
五
二
年
の
ベ
ニ
ス
に
お
け
る
第
八
回
国
際
映
画
博
覧

会
の
記
録
映
画
部
門
で
二
等
賞
を
か
ち
え
た
の
は、

な
に
よ
り

も
そ
う
し
た
製
作
関
係
者
の
心
が
ま
え
と、

そ
れ
が
適
切
な
演

出
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

f

つ
。

生

き

て

い

る
。
ハ

ン

ニ

巻

日
本
映
画
社
作
口
叩

演

出

奥

山

大

六

郎

撮

影

小

林

米

作

こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
科
学
映
画
の
一

例
で
あ
つ
て、
パ
ン
の
製

造
に
用
い
ら
れ
る
イ
ー
ス
ト
菌
が、
ど
の
よ
う
な
生
態
を
示
し、

ど
の
よ
う
な
活
動
を
貝
せ
る
か
を、

東
人
農
学
部
の
協
刀
に
よ

鳥

二

巻

理

研

映

画

作

品

演

出

下

村

兼

史

撮

影

佐

野

時

雄

こ
の
映
画
は、
「
取
る
日
の
干
洞
」
以
来、

烏
を
中
心
と
す

る
動
物
た
ち
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
上
に
立
つ
て、

そ
れ
を
客
観

的
に
観
察
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も、

そ
の
中
に
強
調
さ
れ
て
い

る
劇
的
な
も
の
を
見
る
人
に
印
象
ず
け
よ
う
と
す
る、

特
異
な

記
録
映
画
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
送
り
だ
し
て
き
た、

個
性
的
な
作
家

下
村
氏
の
戦
前
に
お
け
る
代
表
作
の
一
っ
で
あ
る。

慈
悲
心
鳥
は
「
十一
」
の
別
名
で、

春
か
ら
夏
に
か
け
て
本

邦
に
渡
来
す
る
一
種
の
渡
り
烏、

そ
し
て
み
ず
か
ら
巣
を
い
と

な
む
こ
と
な
く、

主
と
し
て
ル
リ
類
の
巣
の
中
に
産
卵
し、

か

ぇ
っ
た
ひ
な
鳥
は
そ
の
仮
親
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
成
長
す
る。

画

面
に
も
現
わ
れ
て
い
る
が、

そ
れ
が
仮
親
の
子
ど
も
た
ち
を
巣

か
ら
け
お
と
し
て
し
ま
っ
た
り、

自
分
よ
り
は
る
か
に
小
さ
い

仮
親
か
ら
え
さ
を
与
え
て
も
ら
っ
た
り
す
る
情
景
は、

ま
こ
と

に
印
象
的
で
あ
っ
て、

そ
う
し
た
こ
と
は
自
然
界
の
冷
厳
な
事

実
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
な
が
ら
も、

な
に
か
見
る
も
の
の
心

が
逆
な
で
さ
れ
る
よ
う
な
感
を
与
え
ら
れ
る。

作
者
の
関
心
と

目
標
も
正
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

こ
の
作
品
全
体
と
し
て
は、

動
物
の
世
界
の
出
来

り、

暗
視
野
顕
微
鍛
喝
影
と
微
速
度
撮
影
の
技
法
を
駆
使
し
て

解
明
し
て
い
る
C

イ
ー
ス
ト
菌
は
空
気
中
に
も、．
花
蜜
1
未
物
・
小
麦
粉
な
ど

の
中
に
も
い
て、

低
湿
で
は
じ
つ
と
し
て
い
る
が、

三
十
度
ぐ

ら
い
に
な
る
と、

活
発
に
出
芽
し、

糖
分
を
吸
つ
て
ア
ル
コ
ー

ル
と
炭
酸
ガ
ス
に
か
え、

小
麦
粉
の
中
の
ゲ
ル
テ
ン
と
相
ま
つ

て
バ
ン
を
ふ
く
ら
ま
せ
る。

し
か
し、

五
十
度
近
く
に
な
る
と

イ
ー
ス
ト
菌
は
死
ん
で
し
ま
い、

乳
酸
菌
な
ど
の
活
動
が
活
発

に
な
つ
て、

酸
味
の
あ
る
パ
ン
や
糸
を
引
く。ハ
ン
が
で
き
る
よ

う
に
な
る。

映
画
は、

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
食
生
活
と
深
い
関
係
の
あ

る、

イ
ー
ス
ト
菌
の
生
き
て
い
る
す
が
た
と
そ
の
も
た
ら
す
も

の
を、
暗
視
野
顕
微
鏡
に
辿
結
し
た
微
速
度
カ
メ
ラ
を
用
い
て、

あ
く
ま
で
科
学
的
に
し
か
も
典
味
深
く
描
き
だ
し
て
い
る。

見

る
も
の
は、

そ
れ
に
よ
っ
て、

人
間
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

つ
・
微
小
批
界
の
秘
密
を
は
つ
き
り
と
と
ら
え、

そ
れ
に
即
し

て
正
し
い
対
処
の
し
か
た
を
く
ふ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る。

こ

の
作
品
に
二
四
年
の
文
部
大
臣
賀
と
削
日
文
化
裳
が
与
え
ら
れ

た
理
由
は、

そ
の
よ
う
な
藩
眼
点
と
そ
れ
を
生
か
し
え
た
努
力

と
技
術
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。
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日
仏
学
院
提
供

の

沼

池

事
に
託
し
て
作
者
の
考
え
か
た
や
感
じ
か
た
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
い
き
か
た
が
そ
れ
ほ
ど
強
烈
に
現
わ
れ
て
い
ず、

む
し
ろ

生
態
科
学
映
画
の
色
彩
が
よ
り
前
面
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る。
こ
の
窓
味
で
本
映
画
は
「
或
る
日
の
沼
池
」
と
よ

い
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
り、

両
者
の
比
較
に
よ
っ
て
記
録
映

画
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
お
も
し
ろ
い
手
が
か
り
を
提
供

し
て
く
れ
て
い
る。

或

る

日

東
宝
教
育
映
画
作
品

演

出

下

村

兼

史

こ
の
作
品
は、
「
自
然
界
に
は
た
え
ず
生
存
の
た
め
の
た
た
か

い
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
基
本
テ
ー
マ

、
、

、
、
、

と
し、

雷
魚
と
み
さ
ご
と
を
主
演
者
に
し
た
て
て
作
ら
れ
た、

一

篇
の
記
録
的
物
語
映
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。

生

態
科
学
映
画
の
面
も
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
る
が、

そ
の
主
眼
は、

動
物
の
生
態
を
表
現
手
段
と
し
て
「
自
然
界
の
ド
ラ
マ
」
を
組

み
た
て、

劇
的
な
感
銘
を
も
り
あ
げ
る
点
に
お
か
れ
て
い
る。

そ
う
し
た
い
き
か
た
は、

こ
の
作
者
の
全
作
品
を
つ
ら
ぬ
い
て

い
る
が、

そ
の
骰
も
強
く
現
わ
れ
た
場
合
が
本
映
画
な
の
で
あ

る。沼
池
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
小
動
物
の
行
動（
そ
れ
は
「
生
態
ー

と
い
う
よ
り
も、

丹
念
な
努
力
の
結
果
と
し
て
演
出
さ
れ
た

「
行
動
」
と
見
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る、
こ
の
傾
向
は
作
者
の

出
祉
作
「
或
る
日
の
干
潟
」
に
も
示
さ
れ
て
い
た
が、

本
映
画

で
は
そ
れ
が
さ
ら
に
お
し
進
め
ら
れ
て
い
る）

や、

み
さ
こ
夫

妻
の
生
活
情
景
な
ど
が、

「
お
と
な
の
童
話
」
的
な
あ
つ
か
い

か
た
で
描
き
だ
さ
れ
て
い
て、

こ
の
よ
う
に、

作
者
の
主
観
や

趣
味
を
色
こ
く
出
し
て
い
る
こ
と
は、
一
方
に
お
い
て、

見
る

も
の
の
感
典
を
よ
び
お
こ
す
ゆ
え
ん
に
な
る
が、

他
方
に
お
い

て
は、

記
録
映
画
の
観
点
か
ら
し
て
「
い
き
す
ぎ
」
の
批
判
を

招
く
か
も
し
れ
ぬ
ゆ
え
ん
と
な
つ
て
く
る。

い
ず
れ
に
せ
よ、

「
或
る
日
の
沼
池
」
は、

こ
の
作
者
の
特

異
な
作
風
が
最
も
強
烈
に
発
き
さ
れ
た
戦
後
の
作
品
と
し
て、

同
時
に
上
映
さ
れ
る
戦
前
の
「
慈
悲
心
鳥
」
と
比
較
鑑
質
し
て

い
た
だ
き
た
い。

そ
の
上
さ
ら
に、

記
録
映
画
と
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
問
題、

「
記
録
」
と
「
演
出
」
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て、

一
考
を
つ
い
や
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る。

巻


