
博

物

館

に

お

け

る
近

現

代

展

示

ナ

シ

ョ
ナ

ル

・
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
の
使
命

避
け
て
通

っ
て
き
た
近
現
代
史

日
本
の
博
物
館
で
は
、
な
ぜ
近
現
代
史
の
展
示
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
国
公
立
の
博
物
館
で
、
近
代
史
、
現
代
史
を
ま
と
も
に
取
り

上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近

代
文
学
館
や
近
代
美
術
館
、
あ
る
い
は
工
芸
館
、
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー
と
い
っ

た
近
代
を
専
間
と
す
る
館
は
あ
る
け
れ
ど
、
近
代
歴
史
館
、
現
代
歴
史
館
は
間

い
た
こ
と
が
な
い
。
文
書
館
、
公
文
書
館
、
資
料
館
と
い
っ
た
施
設
が
、
代
替

事
業
を
行
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
格
的
な
展
示
と
は
い
え
な
い
。

も
ち
ろ
ん
例
外
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
北
海
道
開
拓
記
念
館
や
横
浜
開
港
資
料

館
の
よ
う
に
、
研
究
に
裏
付
け
さ
れ
た
見
応
え
の
あ
る
展
示
を
行
な

っ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。
館
の
姿
勢
と
学
芸
員
の
地
道
な
研
究
と
努
力
に
負
う
と
こ
ろ

大
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
都
道
府
県
立
や
市
町
村
立
の
博
物
館
に

一
般
化
し
て

い
る
と
は
思
え
な
い
。

「
ま
と
も
に
」
と
か

「
本
格
的
に
」
と
い
う
条
件
を
つ

け
な
く
て
も
、
展
示
そ
の
も
の
が
な
い
と
い
う
例
も
あ
る
し
、
ま
た
あ

っ
た
と

し
て
も
、
い
か
に
も
つ
け
足
し
、
お
ぎ
な
り
と
い
っ
た
感
が
強
い
。
全
国
の
博

物
館
を
行
脚
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
、
ト
ー
タ
ル
な
感
想
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
が
、
そ
う
的
は
ず
れ
な
指
摘
で
は
な
い
と
思
う
。

私
の
い
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
も
例
外
で
は
な
い
。　
一
九
八
三
年
二
月
に

開
館
し
て
以
来
、　
一
〇
年
に
も
な
ろ
う
と
い
う
の
に
、
近
代
と
現
代
の
歴
史
展

示
が
欠
落
し
て
し
ま

っ
た
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。

「
わ
が
国
最
初
の
国

立
の
歴
史
博
物
館
」
と
い
う
謳
い
文
句
で
あ
ち
こ
ち
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
歴
史
展
示
は
近
世
末
で
途
切
れ
、
近
現
代
史
が
す

っ

ぼ
り
抜
け
落
ち
て
い
る
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
近
現
代
の
展
示
は
開
館
当
初
に
は
計
画
さ
れ
て
い

新

井

勝

紘

た
と
い
う
。
そ
れ
が
な
ぜ
構
想
だ
け
に
終
り
、
次
々
と
後
廻
し
に
さ
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
館
の
側
に
積
極
的
に
推
し
進
め
る
姿
勢
が

な
か

っ
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
二
の
次
で
い
い
と
い
う
こ
と
だ

っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
現
代
担
当
ス
タ

ッ
フ
が
、
長
い
間
配
置
さ
れ
な

か

っ
た
と
い
う
現
実

一
つ
と

っ
て
み
て
も
、
歴
博
の
姿
勢
が
み
え
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
編
年
で
い
け
ば
、
最
後
に
は
な
る
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
展
示
し
な
く

て
も
い
い
と
い
う
免
罪
符
に
は
な
ら
な
い
。

歴
史
系
唯

一
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
　
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
看
板
を
背
負

っ
て
い
る
館

に
し
て
は
、
画
竜
点
晴
を
欠
く
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
歴
史
を
ど

こ
ま
で
扱
い
、
ど
ん
な
視
点
で
み
せ
る
か
は
、
当
然
開
館
前
の
展
示
構
想
で
煮

つ
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
近
現
代
展
示
の
実
現
は
先
に
お
く
ら
れ
た
。

一
般
的
に
は

「
近
現
代
展
示
は
や
り
づ
ら
い
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
背
景
に

は
、
最
初
か
ら
構
え
て
し
ま

っ
た
態
度
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
な

ぜ
」
、

「
な
に
が
」
、

「
ど
う
し
て
」
や
り
づ
ら
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
の

と
こ
ろ
を
解
き
明
か
し
て
い
か
な
い
と
、
無
理
し
て
や
ら
な
く
て
も
い
い
と
い

う
素
通
り
消
極
論
を
喝
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
ど
の

館
も
こ
れ
ら
の
問
い
に
真
剣
に
取
り
組
ま
な
い
ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
避
け
て
通

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
現
代
史
を
専
攻
し
た
学
芸
員
や
研
究
ス
タ
ッ
フ
が
博
物
館
に
少
な
い
と
い

う
こ
と
も

一
つ
の
理
由
だ
ろ
う
。
内
部
に
強
力
に
推
進
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
、

無
理
し
て
ま
で
も
と
い
う
論
に
押
し
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
近

現
代
史
の
研
究
者
が
、
い
わ
ゆ
る

″
モ
ノ

″
に
対
し
て
執
着
心
を
あ
ま
り
持
た

な
い
と
い
う
こ
と
も
、
遠
因
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。
古
文
書
や
文
献
資
料
に

依
拠
し
て
研
究
を
進
め
る
場
合
が
多
い
こ
と
も
あ

っ
て
、　
″
展
示
物

″
と
い
う

発
想
が
生
れ
に
く
い
。
そ
の
こ
と
が

「
展
示
が
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
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も

つ
な
が

っ
て
く
る
。

「
な
に
を
」

「
ど
う
」
展
示
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
古
文
書
や
文
献
ば
か
り
並
べ
て
も
意
味
が
な
い

と
い
う
短
絡
的
な
結
論
を
導
び
き
や
す
い
。

地
域
発
展
史

へ
の
す
り
か
え

し
か
し
、
こ
う
し
た
物
理
的
か
つ
研
究
の
方
法
論
的
な
理
由
が
、
近
現
代
展

示
を
困
難
に
し
て
い
る
最
大
の
理
由
で
は
な
い
。
い
や
困
難
に
感
じ
て
い
る
と

い
っ
た
方
が
正
確
だ
ろ
う
。

「
や
り
づ
ら
い
」
と
い
う
判
断
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ど
こ
の
博
物
館
も
尻
込
み
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
展
示
の
具
体
化
に
踏
み
出

す
前
か
ら
、
予
測
的
結
論
を
出
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
時
代
が
近
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
歴
史
の
評
価
は
流
動
的
で
、　
一

般
的
に
認
知
さ
れ
た
史
観
が
得
ら
れ
に
く
い
と
い
う
見
え
透
い
た
口
実
に
ふ
り

ま
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
体
験
者
が
ま
だ
多
く
生
存
中
だ
か
ら
と

い
う
こ
と
も
、
い
ま
ひ
と
つ
乗
り
出
せ
な
い
理
由
付
け
と
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
日
本
の
近
現
代
史
の
場
合
は
、
戦
争

・
天
皇

・
憲
法

・
侵
略
な
ど
の
間

題
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
を
ネ

グ

っ
て
し
ま

っ
て
は
、
脊
髄
を
ぬ
い
た
空
洞
の
歴
史
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
勇
気
も
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。

な
ん
と
か
こ
の
問
題
に
直
接
触
れ
な
い
で
展
示
す
る
方
法
が
な
い
か
と

一
応
は

苦
悩
す
る
が
、
そ
ん
な
に
好
都
合
な
案
が
で
て
く
る
わ
け
が
な
い
。

そ
こ
で
、
地
域
発
展
史
に
沿

っ
た
、
地
域
密
着
型
の
展
示
で
ご
ま
か
す
策
が

で
て
く
る
と
い
う
次
第
だ
。
こ
の
地
域
は
こ
の
よ
う
に
し
て
発
展
を
し
て
き
た

結
果
、
今
日
が
あ
る
と
い
う
視
点
が
基
調
に
な
り
、
戦
争
は
加
害
の
場
面
を
恣

意
的
に
避
け
、
ひ
た
す
ら
被
害
の
惨
状
を
表
現
し
て
お
茶
を
濁
す
こ
と
に
落
ち

つ
く
。
こ
れ
な
ら
誰
か
ら
も
文
句
は
出
な
い
と
に
ら
ん
で
の
こ
と
だ
。
た
し
か

に
戦
争

・
天
皇

・
憲
法
と
い
う
問
題
は
、
ど
れ
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
わ
け

だ
か
ら
、
ど
れ
か
を

「
ま
と
も
に
」
取
り
あ
げ
れ
ば
、
も
う
後
に
は
ひ
け
な
く

な
る
。
だ
か
ら
お
じ
け
づ
く
の
で
あ
る
。

戦
争
と
天
皇
制
を
見
据
え
た
展
示
の
苦
悩

そ
れ
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
地
域
密
着
型
で
逃
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

避
け
た
い
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
結
果
と
し
て
日
本
の
発
展
の
基
礎
に
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る

「
近
代
化
」
路
線
を
基
軸
に
す
る
以
外
に
出
て
こ
な
い
。
さ
ま

ざ
ま
な
犠
牲
や

「
不
幸
な
出
来
事
」
は
あ

っ
た
け
れ
ど
、
発
展
し
て
き
た
こ
と

は
事
実
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
誰
も
文
句
は
い
わ
せ
な
い
。
世
界
に
冠
た
る

発
展
を
遂
げ
た
日
本
の
近
現
代
史
を
、
こ
の
よ
う
に
跡
付
け
て
何
が
悪
い
と
い

う
理
屈
に
つ
な
が
る
。

「
わ
が
国
最
初
の
国
立
の
歴
史
博
物
館
」
で
唯

一
と
い
わ
れ
て
い
る
館
に
、

近
現
代
担
当
と
し
て
展
示
を
受
け
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
い
る
私
と

し
て
は
、
こ
う
し
た
現
状
か
ら
目
を
そ
む
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
幸
い
な
こ

と
に
、
歴
博
で
は
館
外
の
研
究
者
か
ら
な
る
展
示
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
そ
こ
で
の
徹
底
討
議
を
経
て
展
示
構
想
が
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
担
当
の
館
員
も
そ
の

一
員
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
る
訳
だ

か
ら
、
担
当
者
と
し
て
の
意
見
も
充
分
に
汲
み
と

っ
て
も
ら
え
る
訳
で
あ
る
。

一
方
で
、
近
現
代
展
示
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
使
命
を
持
ち
な
が
ら
、

「
ま
と
も
に
」
、

「
本
格
的
に
」
取
り
組
む

方
策
を
見
つ
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
と
、
自
分
自
身
を
位
置

づ
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
壁
を
乗
り
こ
え
る
の
に
は
、
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
経
験
と
知
力
と
意
欲
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。
展
示
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
委
員
会

の
意
を
う
け
て
、
具
体
的
な
展
示
案
を
模
索
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
い

わ
ゆ
る
近
代
化
至
上
主
義
に
お
ば
れ
な
い
で
、
帝
国
主
義
、
軍
国
主
義
、
侵
略
、

戦
争
、
加
害
者
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
貫
く

″
近
代
天
皇
制

″
を
も
見
据
え
た
上

で
の
展
示
を
追
求
す
る
命
題
を
自
分
に
課
し
な
が
ら
、
国
立
博
物
館
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
も
あ
る
。
そ
れ

に
開
館
以
来
、　
一
〇
年
間
も
放
置
し
て
き
た
と
い
う
責
任
も
館
と
し
て
は
あ
る
。

そ
れ
に
海
外
か
ら
の
見
学
者
も
多
い
と
い
う
条
件
も
あ
る
。

″
ア
ジ
ア
の
中
で
の
日
本

″
、
と
り
わ
け
近
現
代
史
は
こ
の
視
点
を
抜
き
に
し
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て
は
語
れ
な
い
訳
だ
か
ら
、
こ
れ
も

「
ま
と
も
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
さ
ぎ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
近
代
史
の
中
で
の
被

差
別
部
落
、
ア
イ
ヌ
民
族
、
在
日
朝
鮮
人
の
問
題
等
に
み
る
日
本
人
の
差
別
意

識
や
近
代
日
本
社
会
の
差
別
構
造
に
も
正
面
か
ら
向
き
あ
お
う
と
す
る
も
の
だ

か
ら
、
壁
は
厚
く
て
高

い
。

と
も
か
く
、

「
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
」
と
か
「
日
本
の
近
代
化
が
フ
色
論
」

で
は
、
も
う
済
ま
な
い
国
際
情
勢
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
大
胆
な
意

識
改
革
を
行
な
い
な
が
ら
、

「
な
に
を
」

「
ど
う
」
展
示
す
る
か
を
追
求
し
て

い
く
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
く
こ
と
が
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
私
は
、　
一
九
九
二
年
二
月

一
八
日
の
近
現
代
展
示
の

一
部
開
室
に
向
け

て
、
こ
う
し
た
多
重
苦
の
ま

っ
た
だ
な
か
に
い
る
。
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