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東
京
国
立
近
代
美
術
館
に
は
、作
戦

記
録
画（
戦
争
記
録
画
）
が
一
五
三
点
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
無
期
限
貸
与

と
い
う
形
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。一
九

七
〇
年
に「
返
還
」さ
れ
た
の
ち
、
六
年

間
に
わ
た
っ
て
順
次
修
復
さ
れ
た
も
の

の
、中
に
は
極
め
て
状
態
の
悪
い
絵
画

も
あ
り
、再
度
の
処
置
が
必
要
な
も
の

に
つ
い
て
は
専
門
家
に
依
頼
し
、
修
復

を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

依
然
と
し
て
全
て
が
公
開
可
能
と
な
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
猪
熊
弦
一
郎（
一
九
〇
二
│
九
三
）の

《
○
○
方
面
鉄
道
建
設
》（
一
九
四
四
年
、

図
1
）も
ま
た
、
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ

で
あ
っ
た
。昨
秋
に
な
っ
て
、戦
後
初
め
て

公
開
さ
れ
る
に
至
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た

の
は
、
猪
熊
の
太
平
洋
戦
争
前
後
に
お

け
る
足
跡
を
初
め
て
丁
寧
に
検
証
す
る

回
顧
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た

﹇
註
1
﹈。同
展
に
お
い
て
、現
存
す
る
も
の

と
し
て
は
猪
熊
唯
一
の
作
戦
記
録
画
で

あ
る
本
作
は﹇
註
2
﹈、
後
述
す
る
修
復

作
業
を
経
て
、関
連
の
ス
ケ
ッ
チ
と
共
に

展
観
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。本
稿
で
は
、

そ
の
修
復
作
業
の
報
告
と
と
も
に
、本
作

の
主
題
に
つ
い
て
若
干
の
記
述
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
1
）修
復
作
業
の
概
要

　
以
下
に
挙
げ
る
、作
品
の
状
態
記
録
と
修
復
処

置
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
修
復
家
・
斎
藤
敦
氏
の

報
告
資
料
に
依
拠
し
た
。
な
お
、紙
幅
の
都
合
で
、

内
容
を
一
部
抜
粋
し
て
い
る
。

①
木
枠
を
三
分
割
し
、三
つ
折
り
で
画
面
を
内
側

に
し
た
状
態
で
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
収
蔵
庫
に

保
管
さ
れ
て
い
た
。
作
品
の
寸
法
が
横
四
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
た
め
、
収
蔵
を
考
慮
し
た
と
思

わ
れ
る﹇
註
3
﹈。
中
央
部
分
は
、
木
枠
に
ベ
ニ
ヤ

板
が
貼
ら
れ
た
パ
ネ
ル
に
な
っ
て
お
り
、
左
右
の

木
枠
と
蝶
番
で
接
続
さ
れ
て
い
る
。

②
以
前
に
修
復
処
置
が
施
さ
れ
て
お
り
、
裏
面

側
か
ら
ワ
ッ
ク
ス
を
主
成
分
と
し
た
接
着
剤
が

加
熱
さ
れ
た
状
態
で
塗
布
さ
れ
て
い
た
。

③
以
前
の
修
復
作
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
か

定
か
で
は
な
い
が
、
支
持
体
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
は

強
い
し
わ
が
多
く
生
じ
て
い
た
。

④
絵
具
層
の
変
形
や
剥
落
が
多
く
生
じ
、
し
わ

の
状
態
の
ま
ま
で
充
填
整
形
及
び
補
彩
色
が
施

さ
れ
て
い
た
。

⑤
中
央
部
分
が
水
平
に
な
る
状
態
で
長
期
間
保

管
さ
れ
て
い
た
た
め
、
絵
具
層
の
表
面
に
経
年

に
よ
る
埃
が
付
着
し
て
い
た﹇
図
2
﹈。
し
か
し
、

収
蔵
庫
内
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
煤
の
よ
う
な
細

か
い
埃
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
変
形
と
汚
れ
の

付
着
な
ど
に
よ
り
、
鑑
賞
性
が
著
し
く
損
な
わ

れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
修
復
処
置
は
、
次
の
よ
う

に
行
わ
れ
た
。

　
①
中
央
部
分
の
木
枠
パ
ネ
ル
の
蝶
番
を
外
し
、

分
離
し
た
。
②
キ
ャ
ン
バ
ス
の
変
形
を
修
正
す
る

た
め
、左
右
の
木
枠
を
外
方
向
に
引
っ
張
っ
た
状

態
で
固
定
し
た﹇
図
3
﹈。
③
中
央
部
分
に
浸
透
し

た
ワ
ッ
ク
ス
を
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
熱
で
温
め
て
柔
軟

性
を
持
た
せ
、
変
形
を
修
正
し
た
。
④
既
存
の
パ

ネ
ル
で
は
、
中
央
部
分
の
幅
が
足
り
な
く
な
る
た

め
、
木
枠
を
新
調
し
、
間
に
は
さ
ん
だ（
図
4
、
木

枠
は
株
式
会
社
テ
ラ
に
よ
り
製
作
）。
⑤
画
面
中
央

部
の
汚
損
を
、
精
製
水
で
洗
浄
し
、
除
去
し
た
。

⑥
剥
落
箇
所
に
充
填
整
形
、
補
彩
を
施
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
工
程
を
経
て
、
株
式
会
社
テ
ラ

に
よ
る
額
装
も
行
わ
れ
、《
○
○
方
面
鉄
道
建
設
》

は
公
開
可
能
と
な
る
に
至
っ
た
。

（
2
）主
題
に
つ
い
て

　
本
作
は
、軍
事
物
資
輸
送
を
目
的
と
し
て
一
九

四
二
年
六
月
か
ら
翌
年
末
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、

古
舘 

遼

作
品
研
究

猪
熊
弦
一
郎《
○
○
方
面
鉄
道
建
設
》の
修
復
報
告
お
よ
び
画
題
に
つ
い
て

図1  猪熊弦一郎《○○方面鉄道建設》1944年  油彩・キャンバス 187.0×443.9cm  東京国立近代美術館蔵（無期限貸与作品）修復処置後
© 公益財団法人ミモカ美術振興財団
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タ
イ
―
ビ
ル
マ（
現
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
）間
を
結
ぶ
泰た

い

緬め
ん

鉄
道
の
建
設
工
事
に
取
材
し
て
い
る
。
同
事
業

に
は
、
連
合
国
軍
捕
虜
や
現
地
の
住
民
が
多
数

動
員
さ
れ
た
が
、
過
酷
な
労
働
や
劣
悪
な
衛
生

環
境
の
た
め
に
、
感
染
症
や
栄
養
失
調
で
、
捕
虜

だ
け
で
も
一
万
二
千
人
を
超
す
犠
牲
者
が
出
た

と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
泰
緬
鉄
道
は「
死
の

鉄
道
」と
も
呼
ば
れ
る﹇
註
4
﹈。

　
本
作
が
出
品
さ
れ
た
第
二
回
陸
軍
美
術
展
の

解
説
冊
子
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
付
さ
れ
て

い
る
が
、
他
の
作
品
と
比
べ
た
と
き
、
取
材
地
が

伏
せ
ら
れ
て
い
る
点
が
異
質
で
も
あ
る
。

雨
季
の
○
○
山
岳
地
帯
、
大
自
然
の
暴
力
と

闘
つ
て
、
黙
々
血
の
出
る
如
き
忍
苦
の
中
に

鉄
道
建
設
を
続
け
る
我
が
部
隊
の
作
業
を
描

く
。
こ
れ
こ
そ
火
器
に
よ
る
壮
烈
な
戦
闘
と

比
較
し
て
、
地
味
な
が
ら
断
じ
て
劣
る
こ
と

の
な
い
戦
で
あ
る
。﹇
註
5
﹈

　
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
な
ど
を
経
て
戦
況
が
悪
化

す
る
中
で
、
よ
り
安
全
な
陸
路
で
の
移
動
と
物

資
輸
送
の
方
途
と
す
る
べ
く
展
開
さ
れ
た
鉄
道

建
設
は
、
作
戦
記
録
画
の
趣
旨
に
は
適
し
て
い

る
も
の
の
、
連
合
国
側
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

作
戦
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
猪
熊
に
宛
て
ら
れ
た

電
報
に
は
、「
泰
緬
鉄
道
工
事
ハ
内
外
ニ
厳
秘
ト

サ
レ
ア
ル
ヲ
以
テ
画
材﹇
註
6
﹈ヲ
ビ
ル
マ
建
設 

奉
仕
隊
ト
改
題
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
承
知
相
成
度
」と 

あ
る﹇
註
7
﹈。

　
猪
熊
が
ビ
ル
マ
へ
の
出
張
を
命
じ
ら
れ
た
の
は

一
九
四
三
年
八
月
九
日
の
こ
と
で﹇
註
8
﹈、
現
地

で
の
取
材
中
に
、
こ
の
通
達
が
出
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
翌
年
の
陸
軍
美
術
展
に
至
る
ま
で
に
、い
か

な
る
経
緯
で
さ
ら
に
画
題
が
変
更
さ
れ
た
か
は
、 

現
時
点
で
は
詳
ら
か
で
な
い
。

　
あ
わ
せ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
作
戦
記
録
画
と

い
っ
て
し
ば
し
ば
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
激
し
い

戦
闘
や
、
現
地
の
過
酷
さ
や
緊
張
感
を
伝
え
る

描
写
が
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。大
画
面
に
、水
平

方
向
に
大
き
く
開
け
た
構
図
を
取
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
こ
に
は
静
け
さ
ば
か
り
が
広
が
る
。
前
景
中
央

に
立
つ
人
物
は
、
気
だ
る
そ
う
に
し
て
、
束
の
間

の
休
息
を
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
画
面
右 

の
方
に
整
列
し
て
行
進
す
る
兵
士
の
姿
が
目
に 

入
ら
な
け
れ
ば
、本
作
が
戦
争
に
関
連
し
た
一
場
面

に
取
材
し
て
い
る
こ
と
さ
え
、
気
づ
く
の
は
困
難 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。陸
軍
美
術
展
に
寄
せ
ら
れ
た

評
で
は
、次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
猪
熊
弦
一
郎
の「
○
○
方
面
の
鉄
路
建
設
」

や
、栗
原
信
の「
怒
江
作
戦
」等
は
偶
々
そ
の
一
例

で
あ
っ
て
、風
景
の
中
へ
身
を
か
は
さ
う
と
し
て
、

結
局
風
景
画
と
も
つ
か
ず
、戦
争
画
と
も
つ
か
ぬ

微
温
的
な
も
の
に
な
り
き
つ
て
ゐ
る
。
と
も
に 

横
に
長
大
な
画
面
を
用
ひ
て
、雄
大
な
自
然
を

写
さ
う
と
し
て
居
る
意
図
は
認
め
ら
れ
る
が
、構

図
的
に
は
持
て
余
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、中
心
の

な
い
パ
ノ
ラ
マ
に
堕
し
去
つ
て
居
る
。

（
中
略
）

　
未
踏
の
処
女
林
を
開
拓
し
て
進
む
、
雄

大
な
作
戦
の
規
模
と
か
、
鉄
道
部
隊
の
隠

れ
た
自
然
と
の
格
闘
と
か
に
対
す
る
作
者

の
人
間
的
な
感
動
が
、
背
後
か
ら
裏
づ
け

し
て
居
な
け
れ
ば
戦
争
画
と
し
て
の
感
銘

は
与
へ
得
な
い
。﹇
註
9
﹈

　
こ
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
猪
熊

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
が
、
作
戦
記
録
画
の

出
来
栄
え
の
基
準
を「
人
間
的
な
感
動
」と
、
そ
こ

か
ら
喚
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
戦
意
高
揚
に
求
め
る

な
ら
ば
、
本
作
は
い
か
に
も
失
敗
と
い
う
こ
と
に 

な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、軍
の
機
密
性
に
つ
い
て
も 

触
れ
つ
つ
、
戦
争
画
を
描
く
難
し
さ
を
考
察
す
る 

出
原
均
氏
の
論
考
か
ら
の
一
節
も
参
照
し
た
い
。

　
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、画
家
た
ち
は
、 

総
力
戦
に
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
は
、少
な
く
と
も

制
作
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
私
的
な
世
界
を 

基
本
と
し
て
い
た
。戦
争
画
を
描
く
の
は
、い
わ
ば 

私
小
説
家
が
い
き
な
り
歴
史
物
語
を
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
転
換
は
容
易
で
は
な
い
。
私
的
な
視
線
を

戦
争
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
場
合
、
や
は
り
、

兵
士
た
ち
の
日
常
的
な
世
界
を
描
く
以
上
の 

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。﹇
註
10
﹈

　「
私
的
な
世
界
を
基
本
と
し
て
い
た
」猪
熊
の

場
合
も
、「
歴
史
物
語
」を
書
く
の
は
難
し
か
っ
た

よ
う
だ
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
猪
熊
が「
何
を
描
け

な
か
っ
た
か
」よ
り
も
、「
何
を
描
こ
う
と
し
た
か
」

に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

　
戦
後
、
猪
熊
は
自
ら
の
従
軍
と
戦
時
下
の
制

作
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、

《
○
○
方
面
鉄
道
建
設
》
を
描
い
た
意
図
に
つ
い

て
は
、
次
の
一
文
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
今
度
ビ
ル
マ
○
○
方
面
の
壮
大
な
る
建
設

面
に
参
加
し
、
兵
と
起
居
を
共
に
し
つ
ゝ
其 

図2  処置前の画面  中央部に埃が付着している  
写真提供：斎藤敦氏

図3  中央部分の木枠パネルの分離、変形修正  
写真提供：斎藤敦氏

図4  アルミＬ型材による補強  
写真提供：斎藤敦氏
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な
み
〳
〵
な
ら
ぬ
労
苦
を
目
の
あ
た
り
見
る
事
が

出
来
た
が
、
こ
ゝ
で
は
敵
は
、大
自
然
の
大
き
な

暴
力
で
あ
る
。

（
中
略
）

そ
の
中
で
孜し

し々

と
し
て
働
く
皇
軍
及
び
こ
れ
に

協
力
す
る
ビ
ル
マ
勤
労
隊
の
素
裸
の
姿
こ
そ

ま
つ
た
く
神
の
如
く
崇
高
な
る
も
の
で
、
感
謝

の
涙
な
く
し
て
は
見
ら
れ
な
い
。

私
は
こ
の
地
味
な
蔭
の
労
苦
を
画
を
通
じ
て

記
録
し
度
い
と
思
つ
て
居
る〔
。〕﹇
註
11
﹈

　
ビ
ル
マ
に
派
遣
さ
れ
た
前
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の 

コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
に
取
材
し
た
、《
壮
絶
な
る
風
景 

（
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
）》﹇
図
5
﹈と
い
う
作
品
も
、
あ
わ
せ

て
参
照
し
た
い
。
全
体
の
ト
ー
ン
は《
○
○
方
面 

鉄
道
建
設
》
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
人
の
気
配
は

全
く
無
い
。
視
界
を
さ
え
ぎ
る
よ
う
に
、
折
れ
た

木
の
幹
や
枝
が
散
乱
し
て
荒
れ
果
て
た
光
景
は
、

こ
の
場
で
戦
闘
が
あ
っ
た
こ
と
を
生
々
し
く
示
す
。

戦
闘
場
面
が
直
接
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、

そ
れ
で
い
て
極
め
て
雄
弁
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
猪
熊
は
、激
し
い
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

は
な
く
、
そ
う
し
た
場
面
を
目
の
当
た
り
に
す
る

こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
戦
地
取
材
の
制
約
に
よ
る

部
分
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
激
し
い
戦
闘
の 

陰
に
広
が
る「
壮
絶
な
る
」有
り
様
を
描
き
留
め

る
こ
と
を
、
自
ら
の
役
割
と
定
め
た
と
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
作
戦
記
録
画
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
画
の
一
部
門 

と
し
て
一
望
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
個
々
の
作
家
の

画
業
の
中
で
見
直
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
へ
、
徐
々
に

段
階
が
移
り
つ
つ
あ
る
。
芸
術
家
の
従
軍
期
を 

画
業
の
空
白
、
あ
る
い
は
別
次
元
で
の
営
為
と 

み
な
す
の
で
は
な
く
、
前
後
の
時
代
と
の
連
続
性

の
中
で
、
残
さ
れ
た
記
録
な
ど
を
頼
り
に
丁
寧
に

読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
資
料
的
意
味
合

い
も
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
猪
熊
が

画
題
と
し
た
泰
緬
鉄
道
に
関
し
て
も
、
本
稿
の
執

筆
中
に
も
最
新
の
研
究
が
出
て
い
る
。
そ
う
し
た

こ
と
も
踏
ま
え
、
残
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
今
後

さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
行
い
た
い
と
考
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

（
美
術
課
研
究
員
）

※
引
用
に
あ
た
り
、旧
仮
名
遣
は
原
文
通
り
と
し
、

漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
修
復
家
・
斎
藤

敦
氏
、丸
亀
市
猪
熊
弦
一
郎
現
代
美
術
館
学
芸
員
・

古
野
華
奈
子
氏
よ
り
資
料
の
ご
提
供
と
ご
教
示
を

受
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
、謝
意
を
表
し
ま
す
。

註1 

「
猪
熊
弦
一
郎
展
　
戦
時
下
の
画
業
」丸
亀
市
猪
熊

弦
一
郎
現
代
美
術
館（
香
川
）、二
〇
一
七
年
九
月
十
六
日

―
十
一
月
三
十
日
。

2 

猪
熊
の
作
戦
記
録
画
は
、《
○
○
方
面
鉄
道
建
設
》

を
含
め
、
少
な
く
と
も
三
点
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
他
に
、
戦
地
取
材
の
中
で
ス
ケ
ッ
チ
や
油
彩
画
を

残
し
て
い
る
が
、
作
戦
記
録
画
と
は
性
格
が
異
な
る
。

3 

当
時
の
報
告
書（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
編『
戦
争 

記
録
画
修
復
報
告
』印
象
社
、一
九
七
八
年
）に
は
、
木
枠
に

つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。

4 

泰
緬
鉄
道
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、次
の
も
の
が

先
駆
的
か
つ
詳
し
い
。
吉
川
利
治『
泰
緬
鉄
道
　
機
密
文

書
が
明
か
す
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
』同
文
舘
、一
九
九
四
年
。

ま
た
、泰
緬
鉄
道
含
め
、太
平
洋
戦
争
期
の
タ
イ
に
お
け
る

鉄
道
の
状
況
を
多
角
的
に
検
証
す
る
最
新
の
研
究
が
発
表

さ
れ
た
。柿
崎
一
郎『
タ
イ
鉄
道
と
日
本
軍
　
鉄
道
の
戦
時

動
員
の
実
像
　

1
9
4
1
〜
1
9
4
5
年
』京
都
大
学 

学
術
出
版
会
、二
〇
一
八
年
。

5 

「
陸
軍
省
大
東
亜
戦
争
作
戦
記
録
画
　
解
説
」主
催
：

朝
日
新
聞
社
、陸
軍
美
術
協
会
、一
九
四
四
年
。

6 

「
画
題
」か
。

7 

鉄
五
電
第
三
九
九
号
と
し
て
、連
隊
副
官
よ
り
第
三

大
隊
副
官
に
宛
て
ら
れ
た
文
書（
電
報
）。〔
一
九
四
三
年
〕

八
月
十
九
日
付
。丸
亀
市
猪
熊
弦
一
郎
現
代
美
術
館
蔵
。

8 

森
方
宣
第
三
六
六
号
と
し
て
、
森
部
隊
宣
伝
部
長

井
之
上
晴
蔵
の
名
で
出
さ
れ
た
文
書
。〔
一
九
四
三
年
〕

八
月
九
日
付
。
丸
亀
市
猪
熊
弦
一
郎
現
代
美
術
館
蔵
。

9 

柳
亮「
大
い
な
る
野
心
を
も
て
　
陸
軍
美
術
展
評
」

『
美
術
』第
四
号
、日
本
美
術
出
版
株
式
会
社
、一
九
四
四
年

五
月
、一
五
頁
。

10 

出
原
均「
1
9
4
0
年
代
美
術
を
覗
く
」『
1
9
4
5
年

±
5
年
』展
図
録
、
兵
庫
県
立
美
術
館
、
広
島
市
現
代 

美
術
館
、二
〇
一
六
年
、一
四
六
頁
。

11 

猪
熊
弦
一
郎「
固
き
共
栄
圏
の
環
①
ビ
ル
マ
　
素
裸

の
姿
」『
東
京
新
聞
』第
四
八
四
号
、
一
九
四
四
年
一
月 

三
十
一
日
。

図5  猪熊弦一郎《壮絶なる風景（コレヒドール）》1942年  
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵
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