
効
な
美
術
館
及
び
日
本
の
美
術
産
業
発
展
の
た
め
の
計
画
を
打
明
け
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
問
題
は
宮
内
省
の
会
議
で
討
議
さ
れ
、
私
は
美
術
教
育
が

当
計
画
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
、
文
部
省
管
轄
下
に
検
討
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
提
案
し
ま
し
た
。
外
国
美
術
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
何
も

問
題
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
計
画
は
日
本
美
術
を
内
か
ら
発
展
さ

せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
誰
も
が
は
っ
き
り
と
了
解
し
て
い
ま

し
た
。
一
八
八
六
年
四
月
、
光
栄
に
も
伊
藤
伯
と
大
多
数
の
閣
僚
諸
卿
が

上
野
で
開
か
れ
た
我
々
鑑
画
会
の
展
覧
会
を
見
に
来
ら
れ
、
日
本
画
の
真

に
活
気
あ
る
発
展
の
開
始
に
満
足
の
意
を
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会

で
は
三
年
問
に
わ
た
る
努
力
の
成
果
が
発
表
さ
れ
、
諸
卿
は
こ
の
進
歩
が

講
演
と
指
導
に
よ
る
私
の
個
人
的
な
方
法
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き

り
了
解
し
た
、
と
い

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

（
森
有
礼
宛
フ
ェ
ノ
ロ
サ
書
簡
草
稿
部
分
。
村
形
明
子
編
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
資
料

ー
』
―
二
五
頁
）

い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
芳
崖
の
逸
話
の
―
つ
で
あ
る
が
、
伊
藤
博
文
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ

ら
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
芳
崖
の
作
品
や
意
見
に
感
服
し
た
結
果
で

あ
る
と
す
る
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
は
こ
の
第
二
回
大
会
で

「
二
王
の
図
」
（
「
仁
王
捉
鬼
図
」
）
を
見
る
に
及
ん
で
そ
れ
ま
で
の

日
本
画
軽
視

の
態
度
を
改
め
、
芳
崖
に
絵
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
を
快
諾
し
た
芳
崖
は
「
大

鷲
」
（
本
学
蔵
）
の
制
作
に
取
り
組
み
、
ま
た
、
一
方
で
は
こ
の
と
き
と
ば
か
り

伊
藤
を
訪
れ
、
美
術
論
を
開
陳
し
、
そ
れ
ら
が
効
を
奏
し
て
伊
藤
が
彼
ら
の
活

動
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
美
術
学
校
設
立
等
が
実
現
し
た
と

こ
の
話
は
河
瀬
秀
治
談
「
美
術
界
の
今
昔
」
（
『
日
本
美
術
』

第
八
十
号
。
明
治
三
十
八
年
十
月
）
あ
た
り
が
初
出
ら
し
く
、

全
て
を
芳
崖
の
効

に
掃
せ
し
め
て
い
る
点
で
余
り
に
も
講
談
め
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
芳
崖
が

「
大
鷲
」
制
作
当
時
に
岡
不
崩
に
出
し
た
手
紙
（
岡
不
崩
著

『志
の
ぶ
草
』
明
治

四
十
三
年
十
二
月
。
日
英
舎
）
を
見
る
と
、
芳
崖
の
伊
藤
を
説
得
し
よ
う
と
す
る

決
意
の
ほ
ど
が
察
せ
ら
れ
、
伊
藤
も
あ
る
い
は
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

明
治
十
九
年
の
古
社
寺
調
査

明
治
十
九
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
図
画
取
調
掛
で
は
岡
倉
覚
三
、
フ

ェ
ノ
ロ
サ
、
藤
田
文
蔵
、
狩
野
芳
崖
ら
四
名
の
掛
員
が
奈
良
地
方
古
社
寺
の
宝

物
調
査
に
出
張
し
た
。
こ
の
調
査
は
前
回
明
治
十
七
年
の
調
査
の
実
績
を
ふ
ま

え
て
さ
ら
に
調
査
を
完
全
な
ら
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
倉
ら
の
派

遣
に
つ
い
て
、
『
文
部
省
第
十
四
年
報
』
に
は

明
治
十
九
年
四
月
十
―
―
―
日
本
邦
美
術
品
取
調
ノ
為
メ
ニ
文
部
属
岡
倉
覺

三
及
ヒ
犀
藤
田
文
蔵

二
大
阪
府
下
奈
良
地
方
出
張
ヲ
命
シ

廿
三
日
更
二
狩

野
芳
崖
二
同
地
出
張
ヲ
命
ス

と
記
さ
れ
て

ふ
る
一

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
と
よ
り
彼

も
、
加
藤
直
景
（
図
画
取
調
掛
の
小
使
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
）
を
連
れ
て
同
行
し

た
。
藤
田
文
蔵
と
狩
野
芳
崖
が
調
査
に
加
わ
っ
た
の
は
、
将
来
美
術
学
校
で
開

始
す
る
国
風
美
術
教
育
の
基
礎
と
な
る
古
美
術
研
究
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
岡
倉
は
東
京
美
術
学
校
開
校
後
、
新
任
の
教
師
を
奈

71 第4節 図画取調掛



ヽヽ~
~
ヽ

~
~
 

．ゞ

r~ 
ぶヽ

｀ゞ

狩野芳崖筆「奈良官遊地取」の一部 明治19年

良
や
京
都
に
出
張
さ
せ
、
同
じ
よ
う
に
古
美
術
見
学
を
さ
せ

て
い
る
。

古
美
術
保
護
に
つ
い
て
は
本
来
図
画
取
調
掛
の
直
接
司
る
べ
き
事
項
で
は
な

か
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
岡
倉
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
保
護
制
度
確
立
を
目
的
と
す

る
調
査
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
宮
内
省
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
十
九
年
三
月
に
博
物
館
が
農
商
務
省
か
ら
宮
内
省
に
移
管
さ
れ
、
そ
れ
を

契
機
に
宮
内
省
で
は
伊
藤
博
文
総
理
大
臣
兼
宮
内
大
臣
の
も
と
に
古
美
術
保
護

対
策
の
検
討
を
始
め
た
が
、
前
述

(70
頁
）
の
よ
う
に
、

こ
の
年
の
初
め
に
伊

藤
博
文
と
岡
倉
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
間
に
は
提
携
が
で
き
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
今
回
の
古
社
寺
調
査
も
伊
藤
の
内
命
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
調
査
旅
行
に
つ
い
て
は
‘

―
つ
に
は
岡
倉
の
書
き
残
し
た
「
奈
良
古
社

寺
調
査
手
録
」
（
原
題
な
し
。

日
本
美
術
院
蔵
。
平
凡
社
版
『
岡
倉
天
心
全
集
』
第
八

巻
所
収
）
に
よ
っ
て
凡
そ
の
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ノ

ー
ト
に
は
名
刹
の
仏
像
や
古
画
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
が
ス
ケ
ッ
チ
を
交
え
て

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
も
う
―
つ
は
狩
野
芳
崖
筆
「
奈
良
官
遊
地
取
」
（
全
十
二

巻
。
本
学
蔵
）
で
、

こ
れ
は
仏
像
、

仏
画
、
建
造
物
そ
の
他
の
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ

集
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
を
、
中
に
記
さ
れ
て
い
る
日
時
や
調
査
対
象
を

も
と
に
照
合
し
て
み
る
と
、
岡
倉
と
芳
崖
は
大
体
行
動
を
共
に
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
芳
崖
は
藤
田
と
と
も
に
岡
倉
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
よ
り
一

足
先
に
帰
京
し
て
い
る
。
そ
の
証
左
と
な
る
の
は
次
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の

記
事
は
エ
部
美
術
学
校
出
身
の
洋
風
彫
刻
家
で
あ
る
藤
田
が
、
岡
倉
ら
に
同
調

し
て
日
本
の
古
彫
刻
の
技
法
を
現
代
に
生
か
す
べ
く
実
験
製
作
を
試
み
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

0
日
本
古
代
美
術
取
調

同
省
〔
文
部
省
〕
に
て
は
先
頃
よ
り
岡
倉
圏
盟
取
調
掛
長
米
人
フ
エ
ノ

ロ
サ
井
に
盟
工
狩
野
芳
崖
彫
像
師
藤
田
文
蔵
諸
氏
を
奈
良
へ
派
辿
し
古

代
美
術
を
取
り
調
へ
ら
る
4

よ
し
聞
及
び
し
が
此
程
狩
野
藤
田
二
氏
は
降

京
せ
ら
れ
た
り
殊
に
藤
田
氏
は
天
平
時
代
の
塑
像
の
法
張
祓
の
法
な
と

委
し
く
取
調
へ
ら
れ
質
等
ハ
分
析
し
て
見
ら
れ
し
が
其
思
想
の
富
た
る
ハ

勿
論
且
つ
堅
固
永
久
に
堪
ゆ
る
こ
と
驚
ろ
く
べ
き
製
造
法
な
り
と
云
へ
り

同
氏
ハ
そ
の
法
に
傲
ひ
て
製
造
し
見
る
べ
し
と
語
ら
れ
し
由

（
『
大
日
本
美
術
新
報
』
第
三
十
一
号
。
明
治
十
九
年
五
月
―
―
-
+
―
日）

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ
の
調
査
旅
行
中
、
伊
藤
博
文
な
い
し
は
井
上
毅
に
宛
て
た
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上
申
書
を
提
出
し
た
様
子
で
、
そ
の
草
稿
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
ホ
ー
ト
ソ

・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
残
っ
て
い
る
（
『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
資
料
ー
』
所
収
）
。

庁
の
社
寺
美
術
品
調
査
の
不
備
、
寺
僧
の
無
知
や
私
物
化
な
ど
に
よ
っ
て
美
術

品
が
散
侠
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
早
急
に
保
護
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訴
え
で
あ
る
。
も
う
一
通
は
博
物
館
が
収
集
を

行
う
上
で
必
要
と
な
る
リ
ス
ト
を
完
成
す
る
た
め
に
は
調
査
期
間
を
延
長
し
た

い
こ
と
、
自
分
を
宮
内
省
に
麗
い
替
え
し
て
古
美
術
保
護
お
よ
び
研
究
の
仕
事

に
専
念
さ
せ
て
貰
い
た
い
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
の
要
請
は
直
ち

に
承
認
さ
れ
、
同
年
八
月
一
日
付
で
彼
は
東
京
大
学
犀
教
師
の
職
を
免
ぜ
ら
れ

て
文
部
省
兼
宮
内
省
屈
と
な
っ
て
い
る
。

岡
倉
は
六
月
十
一
日
に
帰
京
し
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
同
じ
こ
ろ
帰
京
し
た
。
な

お
、
岡
倉
は
同
年
夏
、
再
度
調
査
に
赴
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
文
部
省
第

十
四
年
報
』
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
実
際
の
出
発
は
八
月
十
一
日
で
、
帰
京
は

九
月
二
日
で
あ
っ
た
。

明
治
十
九
年
七
月
廿
七
日

鈴
二
本
邦
美
術
品
保
存
法
ノ
事
二
付
宮
内
省

ト
商
議
ス
ル
所
ア
ル
ニ
因
リ
文
部
属
岡
倉
覚
三
二
京
都
、
大
阪
、
滋
賀
、

和
歌
山
四
府
縣
二
出
張
ヲ
命
、
ソ
該
地
方
ノ
社
寺
二
蔵
ス
ル
美
術
品
ヲ
検
査

シ
之
ヲ
保
存
ス
ル
ノ
慮
置
ヲ
為
サ
シ
ム

な
お
、
岡
倉
は
今
回
の
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
「
美
術
品
保
存
二
付
意
見
」

（
国
学
院
大
学
梧
蔭
文
庫
蔵
。
平
凡
社
版
『
岡
倉
天
心
全
集
』
第
三
巻
所
収
）
を
提
出

し
て
い
る
。
梧
蔭
す
な
わ
ち
井
上
毅
は
明
治
十
七
年
七
月
に
設
置
さ
れ
た
宮
内

省
図
書
寮
の
初
代
図
書
頭
（
明
治
二
十
一
年
二
月
九
鬼
隆
一
と
交
替
）
で
あ
っ
た
。

一
通
は
地
方

こ
の
報
告
書
の
中
で
岡
倉
は
、
古
美
術
保
護
に
つ
い
て
は
宮
内
省
が
主
導
権
を

握
り
、
そ
の
資
力
と
権
力
を
も
っ
て
古
美
術
品
を
収
集
し
、
保
護
行
政
の
効
果

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
収
集
の
際
の
参
考
と
し
て
彼
が
調
査

し
た
美
術
品
お
よ
び
古
書
の
目
録
を
示
し
て
い
る
。
岡
倉
の
保
護
行
政
に
対
す

る
考
え
は
、
美
術
局
設
置
運
動
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
部
省
に
美
術
局
を

置
い
て
保
護
行
政
も
そ
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
報
告
書
で

は
そ
れ
を
宮
内
省
管
轄
下
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
以
前
と
異
な
る

考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
宮
内
省
が
保
護
問
題
に
対
し
て
非
常

に
積
極
的
姿
勢
を
示
し
始
め
た
こ
と
に
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

鉄
哉
は
相
当
の
奇
人
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、

明
治
十
七
、
十
九
年
の
古
社
寺
調
査
の
際
に
岡
倉
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
接
触
し

た
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
美
術
学
校
設
立
準
備
に
参
画
し
始
め
た
人
に
加
納
鉄

哉
と
竹
内
久
一
が
い
る
。
鉄
哉
は
古
美
術
品
模
造
の
達
人
で
、
鉄
筆
画
と
称
す

る
独
特
の
彫
技
で
も
名
を
知
ら
れ
、
佐
野
常
民
と
特
に
親
し
く
、
そ
の
庇
護
を

受
け
て
い
た
。
ま
た
、
竹
内
久
一
は
も
と
は
牙
彫
を
業
と
し
て
い
た
が
、
明
治

十
四
年
に
そ
れ
を
止
め
て
鉄
哉
の
弟
子
と
な
っ
た
。
翌
十
五
年
十
月
、
師
弟
と

も
ど
も
時
勢
に
感
じ
て
古
美
術
研
究
を
志
し
、
奈
良
へ
向
け
て
東
京
を
発
っ

た
。
以
来
、
多
く
奈
良
に
い
て
古
社
寺
を
巡
り
、
土
地
の
事
情
に
通
じ
て
い
た

の
で
、
岡
倉
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
と
っ
て
は
よ
き
案
内
役
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
遺
稿
の
中
で

彼
は
芸
術
的
価
値
を
か
な
り
よ
く
知
っ
て
お
り
、
自
費
で
過
去
一
年
半
最

加
納
鉄
哉
•

竹
内
久
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