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コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
、
な
か
で
も
現
代
の
美
術
作
品
を
扱
っ
た
テ
ー
マ
展
の
実
現
を
模
索
し

て
い
る
う
ち
に
、「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」展
の
プ
ラ
ン
は
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

現
代
美
術
に
関
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
創
作
活
動
に
目
を
向
け
、
新
し
い
表
現
を
リ

サ
ー
チ
し
、
紹
介
し
て
い
く
企
画
展
が
何
よ
り
重
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
当
館
も
こ
れ
ま
で
、

「
現
代
美
術
へ
の
視
点
」の
シ
リ
ー
ズ
を
数
年
お
き
に
開
催
し
て
き
た
。
し
か
も
、
六
回
目
と
な
る
前
回

の「
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」が
開
催
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
八
年
だ
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
七
回

目
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見

直
し
な
が
ら
、
次
の
一
歩
を
考
え
て
み
る
の
も
悪
く
な
い
と
考
え
た
。

　

と
り
わ
け
、
絵
画
の
問
題
に
つ
い
て
。
当
館
で
は
一
九
九
五
年
の「
絵
画
、
唯
一
な
る
も
の
」以
来
、

現
代
絵
画
の
動
向
を
検
証
す
る
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
な
い
。
い
や
、
も
ち
ろ
ん
、
前
述
の「
エ
モ
ー

シ
ョ
ナ
ル
・
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」は
そ
れ
に
あ
た
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
タ
イ
ト
ル
の
示
す
と
お
り
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
と
い
う
限
定
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
ん
な
切
り
口
で
現
代
絵
画
の
動
向

を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
考
え
な
が
ら
今
日
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
を
眺
め
る
と
、「
絵
画
、
唯
一
な
る

も
の
」を
開
催
し
た
一
九
九
五
年
当
時
か
ら
の
状
況
の
変
り
よ
う
の
激
し
さ
に
、
と
ま
ど
い
を
禁
じ
え

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
に
興
味
深
い
活
動
を
し
て
い
る
作
家
は
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
あ
る

「
視
点
」で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
フ
レ
ー
ム
が
定
め
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

こ
と
気
に
せ
ず
、
良
い
も
の
は
良
い
で
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
そ

の
と
き
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
九
五
年
の「
絵
画
、
唯
一
な
る
も
の
」、
あ
る
い
は
そ
の

前
の
一
九
九
二
年
開
催
の「
形
象
の
は
ざ
ま
に
」と
い
っ
た
展
覧
会
の
当
時
に
、
絵
画
に
お
い
て
問
題

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
乗
り
越
え
、
あ
る
い
は
展
開
し
て
き
た
か
、
と
い
う

点
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
よ
り
具
体
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
当
時
は
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ン

バ
ー
グ
の
美
術
批
評
に
も
と
づ
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
、
絵
画
が
自
律

的
で
あ
り
な
が
ら（
つ
ま
り
、
絵
画
と
し
て
必
要
な
要
素
以
外
の
無
駄
を
省
き
な
が
ら
）な
お
か
つ
い
か
に
豊

か
な
表
現
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
出
さ
れ
る

の
だ
が
、
私
個
人
の
実
感
と
し
て
は
、
ど
う
も
九
〇
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
ま

り
問
題
と
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
、
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

よ
る
表
現
な
ど
が
台
頭
し
て
き
て
、
問
題
が
あ
や
ふ
や
な
ま
ま
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
断
絶
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
あ
る
視

点
に
立
て
ば
批
判
的
展
開
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
見
極
め
な
い
こ
と
に
は

次
に
進
め
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」展
で
あ
る
。
当
館
で
は
、
二
〇
〇
五
年
よ
り
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
展
示
替
え
の
た
び
に
、
活
躍
中
の
作
家
を
招
い
て
、
自
作
の
前
で
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
絵
画
、
彫
刻
、
版
画
、
写
真
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
計
三
十
人
の
作
家
の
方
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
な
か

で
も
、
上
述
の
よ
う
な
絵
画
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
あ
る
世
代
の
人
た
ち
の
話
を
ま
と
め
て
聞
き

直
す
こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
有
意
義
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
岡
美
帆
、

岡
村
桂
三
郎
、
児
玉
靖
枝
、
小
林
正
人
、
鈴
木
省
三
、
辰
野
登
恵
子
、
堂
本
右
美
、
中
川
佳
宣
、
長
沢

秀
之
、
日
高
理
恵
子
、
丸
山
直
文
、
山
口
啓
介
の
十
二
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、一
九
七
〇
年
代
後
半
か

ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
発
表
活
動
を
は
じ
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
や
ミ
ニ

マ
ル
・
ア
ー
ト
と
い
っ
た
動
向
の
後
の
世
代
で
あ
る
。
美
術
と
は
何
か
、
絵
画
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
直
さ
れ
、
そ
う
し
た
批
評
的
態
度
な
し
に
制
作
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
時

代
。
従
来
的
な
意
味
で
の
絵
画
が
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
、
ゼ
ロ
地
点
か
ら
も
う
い
ち
ど
、
絵
画
の
可
能

性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
ら
が
、そ
の
当
時
ど
の
よ
う
に
制
作
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
か
。

そ
し
て
ま
た
、
上
述
の
グ
リ
ン
バ
ー
グ
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
。
さ
ら

に
そ
の
先
に
ど
の
よ
う
に
制
作
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
。
彼
ら
の
話
と
作
品
を
、
も
う
い

ち
ど
ま
と
め
て
聞
き
直
し
、
見
直
し
て
み
た
い
。
そ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
、
こ
の
展
覧
会
は
構
想

さ
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
丸
山
直
文
氏
は
自
身
の
制
作
の
出
発
点
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
・

ニ
ュ
ー
マ
ン
や
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
の
作
品
を
ス
ラ
イ
ド
で
示
し
た
後
、

「
プ
レ
イ
バッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」展
を

準
備
し
な
が
ら
考
え
た
こ
と

大
谷
省
吾

「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
ト
ー
ク
」展

会
期
：
二
〇
一
三
年
六
月
十
四
日
│
八
月
四
日　

会
場
：
美
術
館　

企
画
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー

O
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「
僕
が
学
校
で
勉
強
し
た
頃
っ
て
い
う
の
は
、
余
計
な
も
の
は
す
べ
て
排
除
し
て
い
っ
た
結
果
、
絵

画
の
中
だ
け
で
自
立
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
っ
て
い
う
の
は
、
絵
画
の
た
め
の
絵
画
と
い
う
言
わ
れ

方
を
し
て
い
て
、
あ
る
種
完
全
な
形
の
作
品
の
よ
う
な
言
わ
れ
方
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

で
、
完
全
な
っ
て
い
う
部
分
で
言
う
と
、
あ
る
意
味
こ
の
時
点
で
、
絵
画
は
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。〔
中
略
〕じ
ゃ
あ
そ
こ
か
ら
自
分
は
何
を
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
」。

　

丸
山
氏
は
そ
の
試
行
錯
誤
の
中
で
、
ス
テ
イ
ニ
ン
グ
技
法
に
よ
る
有
機
的
フ
ォ
ル
ム
の
作
品
を
生

み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
は
や
は
り
そ
の
先
で
あ
る
。
グ
リ
ン
バ
ー
グ
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
か

ら
、
次
の
一
歩
を
ど
う
踏
み
出
す
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
丸
山
氏
は
実
に
率
直
に
そ
の
苦
心
を
語
っ

て
く
れ
て
い
る
。

「
こ
う
い
っ
た
作
品
を
作
っ
て
い
く
中
で
、
な
に
か
不
自
由
な
感
じ
が
し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
抽

象
と
具
象
の
間
の
中
で
作
品
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
、
な
に
か
ス
タ
イ
ル
化
さ
れ
硬
直
し
て
い
く

よ
う
な
気
も
し
た
し
、
ま
た
、
絵
画
を
作
る
上
で
、
抽
象
的
な
概
念
が
、
ど
こ
か
自
分
の
中
か
ら
ぬ

ぐ
い
取
れ
な
く
て
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
と

か
ロ
ス
コ
と
か
と
は
違
う
と
こ
ろ
に

自
分
は
行
き
た
い
の
に
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
具
象
絵
画
は
描
け
な
い
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
い
わ
ゆ
る
抽
象
っ

て
い
う
の
も
描
け
な
い
か
た
ち
で
。

〔
中
略
〕一
回
、
自
分
の
中
に
あ
る
美

術
史
と
い
う
こ
と
と
、
自
分
の
作
品

と
い
う
も
の
を
か
っ
こ
に
入
れ
て
、

リ
セ
ッ
ト
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、

も
う
一
度
ゼ
ロ
か
ら
再
ス
タ
ー
ト
し

よ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
い
始
め
ま

す
」。

　

そ
の
後
の
丸
山
氏
の
試
行
錯
誤
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
ぜ
ひ

会
場
の
ト
ー
ク
映
像
で
実
際
に
ご
確

認
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
試
行
錯
誤

と
逡
巡
は
、
そ
の
下
の
世
代
の
人
た

ち
に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん

興
味
深
い
の
は
、
や
は
り
こ
の
、
グ
リ

ン
バ
ー
グ
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し

て
、
ど
う
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
ど
う

批
判
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
同
様

に
、
児
玉
靖
枝
氏
が《U

n
titled

》（
一

九
九
三
年
）
か
ら《am

bien
t ligh

t

│

saku
ra

》（
二
〇
〇
二
年
）
へ
至
る
展

開
の
中
で
、
具
象
か
ら
抽
象
へ
と
進

む
と
き
よ
り
も
、
ま
た
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
画
面
に
導
入
す
る
と
き
の
ほ
う
が
、
勇
気
が
い
っ
た
と

語
っ
て
い
た
の
が
ひ
じ
ょ
う
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

児
玉
氏
の
言
葉
の
中
で
、
も
う
ひ
と
つ
心
に
響
い
た
の
は「
絵
っ
て
い
う
の
は
、
色
が
光
に
見
え
た

ら
、
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
た
ぶ
ん
こ
う
し
た
感

覚
は
、
絵
を
描
く
人
に
と
っ
て
は
当
然
の
よ
う
に
常
日
頃
感
じ
て
い
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

鑑
賞
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
絵
画
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
実
に
鮮
や
か
に
捉
え
た
言
葉

に
聞
こ
え
た
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
十
二
人
の
ト
ー
ク
の
記
録
映
像
の
中
に
は
、
現
代
絵
画
を
考
え
る
上

で
の
い
く
つ
も
の
ヒ
ン
ト
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
メ
ー
ジ
と
物
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
あ

る
い
は
作
品
と
向
き
合
う
際
の
視
線
の
動
き
の
問
題
に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
の
ヒ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
整

理
し
て
い
く
か
、
宿
題
を
い
た
だ
い
た
気
が
す
る
。
長
沢
秀
之
氏
の
言
葉
が
ま
さ
に
そ
れ
だ
。「
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
基
準
で
い
う
と
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
変
に
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
絵
と
い
う
も
の

を
、
も
う
少
し
自
分
た
ち
の
言
葉
で
具
体
的
に
語
っ
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」。
そ

の
言
葉
を
紡
い
で
い
く
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
今
日
の
絵
画
の
状
況
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

（
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