
Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Oct.-Nov. 2015]  │ 4

　
「
再
現
」
に
類
す
る
建
設
的
行
為
に
は
、「
復
原
」「
復
元
」
の
ふ
た
つ
の
用
語
が
あ
る
。「
復
原
」

（restoration

）と
は
、
現
存
す
る
建
物
に
た
い
し
て
、
そ
の
価
値
付
け
を
あ
る
特
定
の
時
代
に
求
め
、

そ
の
時
代
の
姿
に
復
す
る
こ
と
を
い
う
。
対
し
て「
復
元
」（recon

stru
ction

）は
、
も
は
や
存
在
し
な

い
も
の
を
、
改
め
て
建
設
す
る
。
元
な
る
英
語
を
素
直
に
訳
せ
ば「
再
建
」で
あ
る
。
再
建
と
い
う
語
そ

の
も
の
は
、
必
ず
し
も
破
壊
前
の
姿
に
戻
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
た
と
え
ば
東
京
駅
は
空
襲
で
被

災
し
た
が
、
戦
後「
再
建
」さ
れ
、
そ
し
て
近
年
戦
前
の
姿
に「
復
原
」さ
れ
た
。
戦
災
復
興
に
際
し
て
、

市
民
の
記
憶
の
な
か
に
は
ま
だ
生
き
て
い
る
、
都
市
の
歴
史
的
景
観
を
取
り
戻
す
た
め
に
な
さ
れ
る

再
建
行
為
は
ま
さ
に
復
元
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
し
た
い
の
は
平
城
宮
跡
に
復
元
さ
れ
た
朱
雀
門（
一
九
九
八
年
竣
工
）で
あ
る﹇
図
1
﹈。

誰
も
そ
れ
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
再
現
事
業
に
は
批
判
が
多
い
。
こ
れ
を「
復
元
」「
復

原
」と
言
わ
れ
れ
ば
や
は
り
違
和
感
が
あ
り
、
再
建
と

い
う
に
も
千
年
の
昔
で
あ
る
。「
復
元
的
建
設
」
と
す

る
よ
う
な
用
語
の
整
理
は
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
ひ

と
ま
ず
再
現
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
こ
で
は
、
事
業
に
対

す
る
原
理
的
な
批
判
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
そ
の
再
現

の
プ
ロ
セ
ス
を
改
め
て
紹
介
す
る
。

　

朱
雀
門
は
平
城
宮
の
い
わ
ば
正
門
に
あ
た
る
。 

そ
の
姿
を
証
す
る
史
料
は
乏
し
い
。
地
中
に
埋
蔵
さ

れ
た
遺
構
か
ら
は
、
基
礎
か
ら
基
壇
が
、
柱
の
位
置
か
ら
平
面
規
模
が
類
推
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
上
部

構
造
に
つ
い
て
は
奈
良
時
代
の
類
例
と
関
連
資
料
か
ら
の
推
察
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
奈

良
時
代
ま
で
の
遺
構
は
寺
院
に
限
ら
れ
、
十
寺
二
十
五
件
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
再
現
過
程
は
キ
マ

イ
ラ
的
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

　

ま
ず
構
造
形
式
に
つ
い
て
は
、
平
安
後
期
に
描
か
れ
た『
伴
大
納
言
絵
巻
』に
み
ら
れ
る
平
安
宮
朱
雀

門
に
倣
っ
て
、
平
城
宮
朱
雀
門
も
二
重
門
で
あ
ろ
う
と
設
定
し
、
こ
の
形
式
に
お
け
る
古
代
唯
一
の
遺
構

で
あ
る
法
隆
寺
中
門
に
範
を
求
め
て
い
る
。一
方
で
、
細
部
の
様
式
は
、
構
造
形
式
に
対
し
て
時
代
に
よ

る
変
化
が
大
き
い
も
の
だ
。
法
隆
寺
中
門
と
朱
雀
門
の
あ
い
だ
に
も
四
十
年
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
り
、
そ

の
ま
ま
倣
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
意
匠
に
お
い
て
は
、
同
時
代
の
薬
師
寺
東
塔
の
様
式
を
参
考
に

す
る
。
と
は
い
え
、
薬
師
寺
東
塔
は
塔
建
築
で
あ
り
、
朱
雀
門
の
よ
う
な
大
門
と
い
う
建
築
類
型
に
、
部

材
寸
法
や
比
例
関
係
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
も
難
な
し
と
は
し
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
奈
良

時
代
の
門
建
築
の
類
例
で
あ
る
東
大
寺
転
害
門
に
類
例
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
な
る
細
部
に
は
、海
龍
王

寺
五
重
小
塔
の
よ
う
な
現
存
建
造
物
だ
け
で
な
く
、
四
天
王
寺
、
薬
師
寺
、
唐
招
提
寺
、
太
平
寺
、
難
波

宮
等
々
か
ら
の
出
土
品
を
も
と
に
類
推
す
る
、
等
々
。
こ
の
よ
う
な
キ
マ
イ
ラ
的
な
性
格
を
辿
り
直
し
て

み
れ
ば
、
い
ま
そ
の
地
に
立
つ
再
現
さ
れ
た
姿
は
確
固
と
し
た
も
の
な
が
ら
、
そ
の
実
像
は
、
七
世
紀
後

半
か
ら
半
世
紀
以
上
の
一
定
の
時
間
の
幅
の
な
か
で
の
ゆ
ら
ぎ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
類
例
か
ら
の
類
推
に
よ
る
全
体
像
の
再
現
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
仮
定
が
朱
雀
門

に
は
導
入
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
構
造
補
強
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
平
城
宮
朱
雀
門
の
復
原
的
研
究
』に

は「
調
査
研
究
会
記
録
」が
掲
載
さ
れ
、
議
論
の
様
子
が
伺
え
る
。一
九
八
九
年
六
月
七
日
の
第
三
回

研
究
会
会
議
で
は「
古
代
建
築
を
復
元
す
る
際
の
構
造
理
念
」に
つ
い
て
議
論
が
も
た
れ
て
い
る
。
内
田

祥
哉（
建
築
家
、
建
築
構
法
学
）は
、
ふ
た
つ
の
方
向
を
提
示
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
現
代
の
技
術（
鉄
骨
）

で
主
構
造
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
外
観
を
木
造
で
再
現
す
る
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
や
は
り
当
時
の

木
造
技
術
で
再
現
し
て
、不
都
合
な
箇
所
に
つ
っ
か
え
棒
を
す
る
な
ど
二
次
的
な
補
強
を
す
る
も
の
だ
。

前
者
を
外
観
復
元
論
、
後
者
を
構
造
分
離
論
と
呼
ぼ
う
。
実
は
つ
っ
か
え
棒
に
つ
い
て
は
す
で
に
議
論

が
あ
っ
た
。
復
元
設
計
の
際
に
参
考
に
さ
れ
た
先
述
の『
伴
大
納
言
絵
巻
』で
は
、
応
天
門
が
軒
下
に

つ
っ
か
え
棒
を
し
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
や
は
り
み
っ
と
も
な
い
の
で
、
む
し
ろ
軒
の

出
の
長
さ
を
縮
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
、
金
多
潔（
建
築
構
造
学
）か
ら
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

結
局
、
内
田
の「（
…
…
）こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
な
い
と
昔
の
建
物
は
だ
め
な
ん
だ
と
い
う
方
が
信
実

を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
は
正
直
だ
と
思
う
。
み
っ
と
も
な
い
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
。」と
い
う
発
言
を

時
間
を
ど
の
よ
う
に
再
現
す
る
の
か

戸
田
穣
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e

: p
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y 19
7

2
/2

015

│「
映
像
表
現 

’72
」
展
、
再
演
」
展

会
期
：
二
〇
一
五
年
十
月
六
日
│
十
二
月
十
三
日  

会
場
：
美
術
館 

企
画
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
﹇
一
階
﹈
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図1  復原した朱雀門  写真提供 :平城宮跡資料館
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機
に
、
研
究
会
で
は
外
観
復
元
論
と
構
造
分
離
論
と
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
た
。
と
こ
ろ
が
伊
藤

延
男（
建
築
史
学
）が
折
衷
案
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
提
示
す
る
。
伊
藤
の
ア
イ
デ
ア
は
、「
中
世
以
降
の

知
恵
も
入
れ
て（
…
…
）で
も
構
造
的
安
定
を
は
か
り
古
代
建
築
の
も
つ
欠
陥
を
補
う
」と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
構
造
分
離
論
で
も
な
く
外
観
復
元
論
で
も
な
く
、
中
世
の
木
造
技
術
に
よ
る
古
代
構
造
補
強

論
で
あ
る﹇
図
2
、
3
﹈。
こ
の
方
針
は
基
本
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。一
九
九
三
年
八
月
十

日
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
研
究
会
会
議
で

は
、
稲
垣
栄
三（
建
築
史
学
）が「（
…
…
）朱
雀

門
が
中
世
ま
で
生
き
延
び
た
と
し
て
中
世
の

人
な
ら
た
ぶ
ん
こ
う
い
う
補
強
を
し
た
だ
ろ

う
と
い
う
想
定
は
理
論
的
に
筋
が
通
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
」と
述
べ
て
お
り
、
木

造
で
の
補
強
は
す
で
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
議

論
は
、
そ
の
補
強
技
術
を
中
世
の
な
か
で
も

一
三
世
紀
か
一
四
世
紀
か
特
定
で
き
な
い
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
る
。

　

平
た
く
言
え
ば
再
現
朱
雀
門
は
二
〇
世

紀
後
半
の
新
築
物
件
に
過
ぎ
な
い
。
と
は
い

え
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
託
さ
れ

て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、意
味
の
な
い
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
後
半
の
日

本
で
行
わ
れ
た
こ
の
再
現
事
業
に
は
、一
九

世
紀
西
洋
の
歴
史
的
建
造
物
の
修
復
で
し

ば
し
ば
み
ら
れ
た「
過
修
復
」の
よ
う
な
過
去

の
理
想
化
が
な
い
。「
朱
雀
門
が
中
世
ま
で

生
き
延
び
た
」
と
い
う
想
定
そ
の
も
の
が
理

論
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
い
て
も
、

復
元
さ
れ
た
の
は
、
古
代
の
朱
雀
門
な
の
か
、

中
世
の
朱
雀
門
な
の
か
。
そ
も
そ
も
存
在
し

な
か
っ
た
中
世
朱
雀
門
の
建
設
は「
復
元
」と

呼
べ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
朱
雀
門
が
生
き
延
び
た
中
世
の
奈
良
を
想
像
し
て
み
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
第
一
大
極
殿
な
ど
そ
の
後
も
再
現
の
進
ん
で
い
る
平
城
宮
跡
の
示
す
世
界
は
古
代
の

奈
良
に
違
い
な
い
。
朱
雀
門
は
平
城
宮
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
は
い
う
が
、
そ
の
象
徴
は
深
層
に
お
い
て

キ
マ
イ
ラ
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、
そ
こ
に
立
つ
姿
は
技
術
的
に
検
討
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
イ

メ
ー
ジ
の
あ
い
だ
に
、「
中
世
ま
で
生
き
延
び
た
」と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
横
た
わ
る
の
だ
が
、
果
た
し

て
そ
の
落
差
は
埋
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
再
現
行
為
が
想
像
で
し
か

な
い
な
ら
ば
、
そ
の
意
味
は
、
新
た
に
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う

意
志
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
建
築
史
、金
沢
工
業
大
学
環
境
・
建
築
学
部
講
師
）
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い
う
、「R
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」展
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
関
わ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
二
名
の
方
に
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
。

　

正
木
基
氏
が
、一
九
七
〇
年
前
後
の
美
術
に
お
け
る
映
像
を
検
証
す
る「
現
代
美
術
と
し
て
の
映
像

表
現
」を
企
画
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
の
こ
と
で
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
作
品
が
失
わ
れ
る
こ
と
へ

の
危
惧
が
あ
っ
た
と
い
う
。
正
木
氏
の
企
画
に
よ
っ
て
発
見
・
救
出
さ
れ
た
作
品
は
多
く
、
氏
の
炯
眼
と

行
動
力
が
な
け
れ
ば
、
本
展
の
在
り
方
も
ま
っ
た
く
別
様
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う（
そ
も
そ
も
企
画
を
思

い
つ
き
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）。

　

建
築
史
を
ご
専
門
と
す
る
戸
田
穣
氏
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
平
城
宮
朱
雀
門
の
再
現

を
題
材
に
、
そ
の
興
味
深
い「
キ
マ
イ
ラ
的
様
相
」を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。
規
模
は
違
え
ど
、
本
展
の

会
場
構
成
に
お
い
て
も
こ
れ
と
似
た
プ
ロ
セ
ス
が
踏
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
平
た
く
言
え
ば
再
現
朱

雀
門
は
二
〇
世
紀
後
半
の
新
築
物
件
に
過
ぎ
な
い
」と
い
う
一
見
つ
き
放
し
た
よ
う
な
氏
の
一
文
は
、

「
再
現
」と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
の
根
本
に
据
え
る
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
か
な
り
重
要
な
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

（
企
画
課
主
任
研
究
員  

三
輪
健
仁
）
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