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当
館
で
は
二
〇
〇
五（
平
成
十
七
）年
か
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
に
展
示
さ
れ
た
作
品
の
前
で
、
活
躍

中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
自
作
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」を
開
催
し
て
き

た
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
分
野
の
合
計
三
十
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
語
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
を
収
録

し
た
映
像
は
、
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
映
像
を
活
用
し
た
展
覧
会「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」を
、
二
〇
一
三
年

に
開
催
し
た
。
こ
の
と
き
は
絵
画
の
分
野
に
絞
り
、
十
二
人
の
画
家
の
ト
ー
ク
映
像
と
作
品
と
で
展

覧
会
を
構
成
し
て
、一
九
九
〇
年
代
以
降
に
画
家
た
ち
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
ど
の

よ
う
に
次
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
た
の
か
を
検
証
し
た
。

　
今
回
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
4
で
の
小
企
画「
彫
刻
を
作
る
／
語
る
／
見
る
／
聞
く
」は
、
い
わ
ば
こ
の
続

編
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
今
回
は
彫
刻
の
分
野
に
絞
り
、
黒
川
弘
毅
、
鷲
見
和
紀
郎
、
戸
谷
成
雄
の
三

人
の
ト
ー
ク
映
像
と
作
品
と
を
ご
紹
介
す
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
一
九
七
〇
年
代
か
ら
制
作
・
発
表
を

始
め
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
や「
も
の
派
」に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
従
来
的
な
意
味
で
の
彫
刻
の
制
作
が

厳
し
く
批
判
さ
れ
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て
彫
刻
と
は
何
か
、
何
を
作
る
べ
き
か
を
模
索
し
て
い
っ
た
世

代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
前
回
の「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」

で
考
察
し
た
、
絵
画
を
め
ぐ
る
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
七

〇
年
代
以
降
の
彫
刻
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
た
っ
た
三
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で

は
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
問
題
を
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
彼
ら
の
ト
ー
ク
の
中
に
た
っ

ぷ
り
と
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
彼
ら
が
制
作
を
始
め
た
の
は
、
黒
川
弘
毅
氏
が
回
想
す
る
よ
う
に「
も
の
派
、
そ
れ
か
ら
コ
ン
セ
プ

チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
絵
画
あ
る
い
は
立
体
作
品
が
隆

盛
を
極
め
て
い
た
時
代
」で
あ
り
、「
も
う
学
校
で
教
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
彫
刻
と
い
う
も
の
の
成
立

す
る
時
代
っ
て
い
う
の
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
い
う
認
識
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。

　
模
索
の
中
で
、
黒
川
氏
は
熔
か
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
を
土
の
上
に
流
し
、
自
重
で
あ
る
形
を
作
り
な
が

ら
固
ま
っ
て
い
く
の
を「
必
然
的
な
何
か
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
形
に
な
っ
た
」と
考
え「
そ
の
形
の
必

然
性
を
削
り
出
し
て
や
ろ
う
」と
し
た
。
こ
の
方
法
論
は
、
従
来
的
な
自
己
表
現
と
い
う
も
の
を
い
っ

た
ん
白
紙
に
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て「
作
る
こ
と
」を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
鷲
見
和
紀
郎
氏
は
、
一
九
七
六
年
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
て
、
か
の
地
の
ア
ー
ト
に
圧
倒
さ
れ

つ
つ
も
、
そ
れ
に
追
随
す
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は「
も
の
派
」を
継
承
す
る
の
で
も
な
く
、
あ
ら
た

め
て
彫
刻
を
作
る
こ
と
の
原
点
を
見
直
そ
う
と
し
た
。
そ
の
模
索
の
中
で
、
鷲
見
氏
は
蝋
型
鋳
造
に

着
目
し
、
ワ
ッ
ク
ス
を
平
面
状
に
塗
り
、
そ
れ
を
鋳
造
す
る
こ
と
で「
表
面
だ
け
が
自
立
し
て
現
れ
て

く
る
」よ
う
な
作
品
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。

　
興
味
深
い
の
は
、
お
二
人
が
こ
う
し
た
原
理
的
な
探
究
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
制
作
を
進
め
る
に

つ
れ
、
人
体
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
彫
刻
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
地
点
へ
と
立
ち
返
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
黒
川
氏
は〈E

R
O

S

〉シ
リ
ー
ズ
の
制
作
動
機
に
つ
い
て「
金
属
を
熔
か
し
て
流
し
た
後
に
、
飛

び
散
っ
た
金
属
が
人
の
形
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
彫
っ
て
み
た
い
」と
思
っ
た
と
い

い「
本
源
的
に
人
体
を
作
る
」と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
を
語
っ
て
い
る
。
鷲
見
氏
も「
ダ
ン
ス
」シ
リ
ー

ズ
に
つ
い
て「
今
ま
で
板
状
の
、
あ
る
い
は
膜
状
の
も
の
で
作
品
を
作
っ
て
い
た
の
を
、
も
っ
と
古
典

的
な
、
人
体
像
の
構
造
、
床
に
立
つ
と
い
う
人
間
の
基
本
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
っ
た
古
典
的
な
彫
刻
の
構
造
を
も
っ
た
作
品
に
移
行
し
た
い
と
い
う
の
が
強
か
っ
た
ん
で
す
」
と

い
う
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
視
点
か
ら
は
後
退
に
も
み
え
る
こ
う
し
た
展
開
は
し
か
し
、
彫
刻
原
理
の
本
質

を
探
る
中
で
必
然
的
に
到
達
し
た
境
地
だ
っ
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
ト
ー
ク
か
ら
理
解
で
き
る
。
む
し
ろ

彼
ら
の
語
り
か
ら
、
単
線
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
美
術
史
観
を
相
対
化
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
興
味
深
い
の
は
、
戸
谷
成
雄
氏
が
自
身
の
考
え
方
を
日
本
の
近
代
彫
刻
史
と
接
続
し

た
と
き
の
重
要
な
作
例
と
し
て
、
橋
本
平
八
の《
花
園
に
遊
ぶ
天
女
》（
一
九
三
〇
年
、
図
1
、
2
）を
挙

げ
て
語
っ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
戸
谷
氏
は
ま
ず
日
本
で
は
明
治
以
降
、
西
洋
か
ら
彫
刻
な
る
も
の
が
概

﹁
彫
刻
を
作
る
／
語
る
／
見
る
／
聞
く
﹂を

準
備
し
な
が
ら
考
え
た
こ
と

大
谷
省
吾

「
彫
刻
を
作
る
／
語
る
／
見
る
／
聞
く
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
小
企
画
」
展

会
期
：
二
〇
一
七
年
五
月
二
十
七
日
│
十
一
月
五
日
　
会
場
：
美
術
館 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
4﹇
二
階
﹈
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念
と
し
て
入
っ
て
き
て
、「
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
可
能
性
と
し
て

の
何
か
内
発
的
な
も
の
を
求
め
る
気
持
ち
と
、
そ
れ
か
ら
概
念
と
し
て
の
世
界
の
中
に
共
通
し
て
あ

る
美
術
・
芸
術
と
い
う
も
の
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
間
で
と
て
も
み
ん
な
苦
し
ん
で
」き
た
と
い
い
、
そ
れ
を

「
ひ
じ
ょ
う
に
不
思
議
な
形
で
乗
り
越
え
た
作
家
」と
し
て
橋
本
平
八
に
言
及
す
る
。

　
僕
の
と
て
も
影
響
を
受
け
た
作
家
で
、
橋
本
平
八
と
い
う
作
家
が
お
り
ま
す
。《
花
園
に
遊
ぶ

天
女
》
と
い
う
作
品
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
作
品
は
い
わ
ゆ
る
西
洋
彫
刻
で
い
う
コ
ン

ト
ラ
ポ
ス
ト
、
あ
る
い
は
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
構
築
が
人
体
の
中
に

か
っ
ち
り
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
素
朴
な
、
多
少
お
人
形

さ
ん
ぽ
い
部
分
も
残
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
頭
か
ら
足
ま
で
の
全
体
の
流
れ
と
全
体

の
量
の
関
係
が
も
の
す
ご
く
美
し
く
て
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
彫
刻
の
名
作
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
か
ち
っ
と
し
た
強
い
も
の
と
は
違
う
、
強
く
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
不
思
議
な
存
在

感
が
あ
っ
て
美
し
い
ん
で
す
よ
。

　
そ
の
彫
刻
の
身
体
の
表
面
に
、
体
中
に
び
っ
し
り
と
花
び
ら
と
か
蝶
々
が
レ
リ
ー
フ
的
な
浮

彫
、
あ
る
い
は
線
刻
の
よ
う
な
形
で
彫
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
に
つ
い
て
平
八
が

日
記
で
語
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
天
女
が
友
達
の
天
女
と
一
緒
に
遊
び
な
が
ら
踊

り
を
踊
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
周
り
に
花
園
が
あ
っ
て
、
蝶
々
が
た
く
さ
ん
飛
ん
で
い
る
。
そ

う
す
る
と
、
周
り
の
空
間
と
い
う
も
の
が
、
遊
ん
で
い
る
身
体
の
表
面
に
み
ん
な
映
り
こ
ん
で

く
る
っ
て
い
う
風
に
、
平
八
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
花
と
か
蝶
々
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
て
、
空
気
だ
と
か
風
だ
と
か
、
匂
い
だ
と
か
音
だ
と
か
、
森
の
中
に
い
る
と
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
周
り
を
取
り
囲
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
周
り
の
環
境
が
も
っ
て
い
る

何
か
が
、
そ
の
人
の
身
体
に
ま
と
わ
り
つ
く
と
い
い
ま
す
か
、
映
り
こ
ん
で
身
体
に
染
み
込
む
。

　
こ
う
い
う
感
覚
っ
て
い
う
の
は
、
わ
り
と
東
洋
の
人
た
ち
っ
て
い
う
の
は
み
ん
な
持
っ
て
い

て
、
日
本
人
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
種
の
気
が
映
っ
て
く
る
と
い
う
言
い
方
と

少
し
近
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
身
体
の
表
面
に
映
っ
て
き
て
、
な
お

か
つ
、
気
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
風
と
か
音
と
か
っ
て
い
う
よ
う
な
も
の
が
彫
刻
の
内
部
で

鳴
り
響
く
。
そ
う
す
る
と
、
彫
刻
の
内
部
で
鳴
り
響
く
も
の
と
外
部
か
ら
そ
の
表
面
に
映
っ

て
く
る
も
の
の
両
者
が
そ
の
人
体
と
い
う
彫
刻
を
通
し
て
そ
の
彫
刻
の
表
面
を
揺
り
動
か
す
。

振
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
彫
刻
を
考
え
た
と
思
う
ん
で
す
。
僕
は
そ
れ
を
見
た
と
き

に
感
動
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
骨
と
肉
っ
て
い
う
人
体
を
科
学
的
に
構
成

し
て
い
く
も
の
と
は
全
然
違
っ
て
、
日
本
の
近
代
彫
刻
の
、
西
洋
と
の
関
係
の
中
で
ひ
じ
ょ
う

に
苦
し
ん
で
い
く
と
こ
ろ
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　
戸
谷
氏
の
発
言
は
、
今
日
に
お
け
る
彫
刻
表
現
の
可
能
性
を
考
え
る
上
で
も
、
ま
た
日
本
の
近
代

彫
刻
史
を
新
た
な
視
点
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
上
で
も
、
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
三
人
の
発
言
を
聞
い
て
い
る
と
、
彼
ら
が
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
や「
も
の
派
」以
後
の
彫
刻
の
可
能
性

の
模
索
と
い
う
課
題
か
ら

出
発
し
つ
つ
、
単
に
新
し

い
次
の
何
か
を
提
示
し
て

み
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、

彫
刻
の
長
い
歴
史
の
中
で

の
本
源
的
な
も
の
に
ど
こ

か
で
結
び
付
く
よ
う
な
探

究
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

思
い
至
る
。
会
場
で
は
ぜ

ひ
時
間
を
か
け
て
、
彼
ら

の「
作
る
／
語
る
」こ
と
を

「
見
る
／
聞
く
」
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
の
彫
刻
表
現
の

可
能
性
を
発
見
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
美
術
課
長
）

註文
中
の
三
人
の
作
家
の
発
言

は
、
以
下
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・

ト
ー
ク
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

黒
川
弘
毅（
二
〇
〇
五
年
十
月

十
四
日
）、
鷲
見
和
紀
郎（
二
〇

〇
六
年
十
一
月
十
日
）、戸
谷
成

雄（
二
〇
一
一
年
六
月
五
日
）。

図1　橋本平八《花園に遊ぶ天女》1930年　
東京藝術大学蔵　撮影：橋本禎郎

図2　図1の部分拡大図


