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こ
の
た
び
の
展
覧
会
は
、
開
館
六
〇
周
年
記
念
と
し
て
、
重
要
文
化
財
を
含
む
名
品
を
一
挙
公
開

す
る
第
一
部「
M
O
M
A
T
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
と
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館（
以
下
、
近
美
）

が
開
館
し
た
五
〇
年
代
の
美
術
を
検
証
す
る
第
二
部「
実
験
場1

9
5

0s

」か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
常

設
展
と
企
画
展
を
ま
と
め
て
一
本
の
展
覧
会
と
す
る
の
は
あ
ま
り
例
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
所

蔵
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
加
わ
る
と
い
う
、
美
術
館
に
と
っ
て
は
稀
有
な
機
会
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
垣
間
見
え
た
近
美
の「
変
化
」に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。

 1．
広
報

　

ま
ず
目
に
し
た
の
は
、
こ
の
些
か
珍
妙
な
タ
イ
ト
ル
を
施
し
た
印
刷
物
で
あ
る
。
土
田
麦
僊
や
白
髪

一
雄
の
作
品
を
用
い
た
仮
チ
ラ
シ
に
は
、
絵
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
字
体
で
情
報
が
乗
り
、
中
央
に
大

き
な
筆
文
字
で
タ
イ
ト
ル
が
書
き
な
ぐ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
近
美
の
チ
ラ
シ
で
は
、

作
品
と
情
報
と
が
秩
序
正
し
く
明
確
に
配
置
さ
れ
、
真
面
目
で
固
い
印
象
す
ら
与
え
て
い
た
。
し
か

し
こ
の
た
び
の
仮
チ
ラ
シ
に
は
、
乱
調
と
も
い
う
べ
き
柔
軟
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
上
述
の
印
象
を
抱
く

筆
者
の
よ
う
な
者
を
戸
惑
わ
せ
る
一
方
で
、
近
美
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
予
兆
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
感
を
強
く
し
た
の
は
、
展
覧
会
の
告
知
と
し
て
、
中
村
宏
の《
階
段
に
て
》（
宮
城
県
美
術
館
蔵
）

の
ビ
ル
ボ
ー
ド
を
山
手
線
の
車
内
か
ら
見
た
時
で
あ
る
。
こ
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
活
用
し
た
大
掛
か

り
な
広
報
展
開
は
、
あ
ま
ね
く
告
知
す
る
と
い
う
目
的
以
上
に
、
そ
の
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
が

如
く
、
目
に
す
る
者
に
衝
撃
を
与
え
た
い
と
い
う
意
志
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

 2．
空
間

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
所
蔵
品
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
中
で

最
も
印
象
的
な
の
は
、「
ハ
イ
ラ
イ
ト
」の
展
示
室
で
あ

ろ
う
。
壁
を
濃
紺
に
、
床
を
艶
消
し
の
黒
に
変
え
た
暗

い
室
内
で
は
、光
の
あ
た
る
作
品
に
自
ず
と
視
線
が
吸

い
寄
せ
ら
れ
る（
図
1
）。
そ
こ
で
間
近
に
す
る
、
画
面

の
質
感
の
豊
か
さ
や
色
彩
の
光
沢
こ
そ
、
実
作
品
を

観
る
歓
び
で
あ
る
。

　

重
要
文
化
財
を
中
心
と
し
た
展
示
構
成
は
、
来
館

者
の「
短
時
間
で
」「
有
名
な
作
品
だ
け
」を
手
引
き
し

て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
に
応
え
た
も
の
だ
と
い
う
。
美

術
館
に
と
っ
て
、
来
館
者
数
が
増
え
る
こ
と
を
切
望
し

つ
つ
も
、
混
雑
に
よ
っ
て
、
静
か
に
時
間
を
か
け
て
作

品
を
味
わ
う
環
境
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
本
意
で
は
な
い
。
こ
の「
ハ
イ
ラ
イ
ト
」は
、
近
美
に

足
を
運
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
を
誘
い
つ
つ
、
じ
っ
く
り
と
作
品
を
堪
能
し
た
い
鑑
賞
者
の
知
的
欲
求
を

も
満
た
す
空
間
だ
と
思
う
。

　

さ
ら
に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
を
挟
ん
で
右
側
の
展
示
室
で
は
、
四
階
か
ら
二
階
へ
と
時
代
の
流

れ
に
沿
っ
て
収
蔵
品
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
前
よ
り
も
壁
で
細
か
く
仕
切
ら
れ
た
空
間
は
、一
部
屋

が
、
そ
の
場
に
立
っ
て
容
易
く
見
渡
せ
る
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
鑑
賞
者
は
、
そ
れ
が

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
で
展
示
構
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
、
よ
り
作
品
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
展
示
さ
れ
る
作
品
は
大
き
さ
や
重
さ
を
も
っ
た「
も
の
」で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
そ
れ
が
置
か
れ
る
環
境
、
す
な
わ
ち
壁
や
床
の
広
さ
、
そ
の
質
感
や
色
調
、
照
明
、
一
緒
に
並
べ

ら
れ
る
作
品
な
ど
の
作
用
を
受
け
る
。
当
然
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
作
品
を
見
せ
た
い
か
と
い

う
作
品
を
展
示
す
る
学
芸
員
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
作
品
の
環
境

を
積
極
的
に
整
え
直
し
た
背
景
に
は
、
作
品
を
た
ん
に
歴
史
の
文
脈
に
は
め
込
も
う
と
す
る
の
で
は

な
く
、
作
品
の
見
映
え
を
演
出
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
作
品
が
放
つ
力
を
よ
り
活
か
そ
う
と
す
る
態
度

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

 3．
展
示
構
成

　

第
一
部
の「
M
O
M
A
T
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
」で
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
の
一
〇

「
美
術
に
ぶ
る
っ
！　

ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョン

日
本
近
代
美
術
の
一
〇
〇
年
」展
を
見
て

藤
井
亜
紀

図1  「ハイライト」展示風景　撮影：木奥惠三
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﹈
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〇
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〇
年
以
上
に
及
ぶ
通
史
が
、
十
の
テ
ー
マ
の
も
と
約
二
四
〇
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
室
の
入
口
に

掲
げ
ら
れ
た
解
説
パ
ネ
ル
に
は
歴
史
的
・
美
術
史
的
背
景
を
含
め
た
見
ど
こ
ろ
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
の
な
か
で
注
目
し
た
の
は
、
作
品
の
ど
こ
を
見
て
ほ
し
い
か
、
な
ぜ
こ
の
作
品
を
並
べ
て
い
る
か
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
部
屋
を
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
、
作
品
を
選
択
し
展
示
し
た
学
芸
員
の
意

図
が
記
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
近
代
以
降
の
美
術
史
を
示
す
と
い
う
美
術
館
の
役
割
の
な
か
で
、一

個
人
と
し
て
学
芸
員
の
見
解
を
示
す
こ
と
は
一
見
相
応
し
く
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
美
術
史
の
専

門
用
語
を
用
い
、
教
科
書
的
な
正
史
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
学
芸
員
が
自
ら
の
価
値
観
を
鑑
賞
者
に
示
し
、
作
品
の
語
り
方
は
決
し
て
限
定
的
で
決

定
的
な
も
の
は
な
い
と
伝
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
学
芸
員
が
ア
ノ
ニ
マ
ス
な
存
在
と

し
て
で
は
な
く
、
作
品
に
対
し
て
抱
い
た
切
実
な
感
覚
を
も
と
に
ひ
と
つ
の
見
解
を
伝
え
た
な
ら
ば
、

鑑
賞
者
は
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
よ
り
自
由
に
多
角
的
に
作
品
に
つ
い
て
観
た
り
考
え
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
余
地
が
こ
の
展
覧
会
に
垣
間
見
え
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
で
は
展
示
構
成
が
反
映
さ
れ
ず
に
、
出
品
作
か
ら
選
ば
れ
た
六
十
点
に

よ
る「
名
品
選
」の
画
集
と
な
っ
て
い
た
。
美
術
館
に
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
時
点
で
、
あ
る
種
の
価
値

判
断
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
更
に「
名
品
」を
選
ぶ
こ
と
で
、
作
品
が
一
層
の
価
値
や
権
威

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
選
ば
れ
な
か
っ
た
膨
大
な
作
品
に
は
別
の
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
を
発
見

し
伝
え
て
い
く
こ
と
も
美
術
館
の
役
割
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
二
部
の「
実
験
場19

5
0s

」で
は
、
近
美
が
開
館
し
た
五
〇
年
代
に
焦
点
を
あ
て
、
美
術
の
み
な

ら
ず
、
写
真
や
映
像
、
デ
ザ
イ
ン
、
マ
ン
ガ
に
及
ぶ
約
三
〇
〇
点
が
、
こ
の
時
代
を
語
る
た
め
に
抽
出

さ
れ
た
十
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
作
品
は
、
作
家
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
の
社
会
状
況
や
時
代
精
神
等
と
と
も
に
、
モ

テ
ィ
ー
フ
・
素
材
・
技
法
の
取
捨
選
択
等
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
第
一
部

で
は
、
作
品
を
元
の
環
境
か
ら
切
り
離
し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
や
年
代
・
地
域
別
に
分
類
し
、
通
史
的
な
文

脈
に
編
集
し
展
示
し
て
い
た
。一
方
、
こ
の
第
二
部
は
、
そ
う
し
た
美
術
館
の
既
存
の
方
法
に
抗
う
よ

う
に
、
作
品
が
ど
の
よ
う
な
環
境
に
由
来
し
て
生
ま
れ
て
き
た
か
を
他
の
作
品
と
の
関
係
の
な
か
に
探

る
こ
と
で
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
美
術
と
社
会
と
が
鋭
く
切
り
結
ん
で
い
た
五
〇
年
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
現
在
に
接
続
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
中
村
宏
の《
砂
川
五
番
》（
東
京
都
現
代
美
術
館

蔵
）は
、
映
画
や
写
真
、
文
学
を
含
む「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
運
動
」の
絵
画
上
の
現
れ
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
も
の
だ
が
、「
現
場
の
磁
力
」と
い
う
テ
ー
マ
の
な
か
で
、
亀
井
文
夫
の
フ
ィ
ル
ム
と
並
置
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
運
動
の
状
況
と
、
そ
の
な
か
で

絵
画
だ
か
ら
こ
そ
成
し
え
た
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
見
え

て
き
た（
図
2
）。

　

原
爆
犠
牲
者
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
に
は
じ
ま
り
、
細
江

英
公
の《
へ
そ
と
原
爆
》に
終
わ
る
、
緻
密
に
練
ら
れ
た

展
示
の
円
環
構
成
に
お
い
て
は
、
作
家
が
い
か
に
社
会

的
な
事
件
・
事
象
に
応
答
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に

取
り
込
む
こ
と
で
作
品
に
表
出
さ
せ
て
い
っ
た
か
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
震
災
を
経
験
し
た
こ
と

で
変
わ
っ
た
、
筆
者
を
含
む
我
々
鑑
賞
者
の
意
識
も
多

分
に
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
目
の
前
に
広
が
る
作
品

が
、
遠
く
切
り
離
さ
れ
た
歴
史
上
の
出
来
事
を
映
し
た

も
の
で
は
な
く
、
現
在
に
つ
な
が
る
問
題
と
し
て
強
く

意
識
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
発
見
は
、
展
覧
会
を
観
る
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
第
一
部
に
お
け
る
作
品
の
演
出
と
通
史
的
位
置
付
け
、
第
二
部
に
お
け
る
作

品
へ
の
探
求
の
態
度
は
、
展
示
に
お
い
て
相
互
に
批
評
す
る
立
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ど
ち
ら
が

正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
複
数
の
立
場
や
視
点
か
ら
作
品
を
提
示
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
作
品
に
は
ら
ま
れ
た
複
雑
な
様
相
を
徐
々
に
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 4．
こ
れ
か
ら
の
常
設
展
示
に
向
け
て

　

美
術
館
に
は
、
作
品
を
取
捨
選
択
し
序
列
化
し
歴
史
の
体
系
的
記
述
を
し
て
い
く
と
い
う
機
能
が

あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
個
々
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
、
い
っ
た
ん
は
既
存
の
通
史
の
な
か
に
位
置

付
け
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
作
品
固
有
の
歴
史
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
通
史

で
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
別
の
文
脈
を
設
定
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
う
し
た
文
脈
の
重
な
り

の
な
か
か
ら
、
既
存
の
語
り
方
を
揺
る
が
す
よ
う
な
、
別
の
通
史
の
可
能
性
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

作
品
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
常
設
展
示
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
の
も
と
に
何
度
で
も

ど
の
よ
う
に
で
も
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
史
を
語
る
方
法
と
そ
れ
に
抗
う
方
法
と
の
間
を
不
断

に
往
還
す
る
な
か
で
、
美
術
館
が
提
示
し
て
き
た
既
存
の
価
値
観
へ
の
問
い
直
し
も
含
ま
れ
て
く
る
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
と
き
に
常
設
展
示
は
、
作
品
を
語
る
数
多
の
方
法
を
見
い
出
す
た
め
の
実
験
的
で
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
満
ち
た
場
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
　

（
東
京
都
現
代
美
術
館
学
芸
員
） 図2  中村宏《砂川五番》と亀井文夫《流血の記録  砂川》　撮影：木奥惠三


