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現
在
開
催
中
の
企
画
展「
開
館
四
十
周

年
記
念
展 

扉
は
開
い
て
い
る
か―

美
術
館

と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン1982-2022

」の
内
容
に

触
れ
つ
つ
、建
畠
晢
館
長
に
当
館
の
活
動
の

こ
れ
ま
で
／
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
展
覧
会
の
第
一
章
で
は
、当
館
の
初
期
の

活
動
や
最
初
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
い
ま
す
が
、そ
こ
に
出
品
し
て
い

る
マ
イ
ヨ
ー
ル
の
彫
刻《
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
》の
お
話
か
ら
伺
い
ま
す
。

　
近
代
美
術
館
の「
近
代（M

odern

）」の
核
と
な

る「
モ
デ
ル
ニ
テ
」と
い
う
言
葉
は
、現
代
性
と
い

う
意
味
で
詩
人
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
掲
げ
た
概

念
で
す
。近
代
以
前
は
、古
典
的
な
も
の
や
宗
教

的
な
も
の
、偉
大
な
る
英
雄
や
大
恋
愛
な
ど
が

ア
ー
ト
の
直
接
的
な
テ
ー
マ
で
し
た
が
、ボ
ー
ド

レ
ー
ル
は「
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、儚
い
も
の
、す
ぐ

に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
」で
あ
る
た
っ
た
今

現
在
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。現
在
と
い

う
時
制
は
我
々
に
し
か
持
て
ず
、今
こ
の
時
間
に

し
か
我
々
は
能
動
的
に
働
き
掛
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
、モ
デ
ル
ニ
テ

と
い
う
概
念
の
う
ち
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。我
々
に
と
っ
て
の

か
け
が
え
の
な
い
時
代
を
美
術
館
も
ま
た
直
接

的
に
対
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
そ
の
う
ち
に「
近
代
」と
い
う
の
は
、時

代
区
分
や
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
歴
史
の
時
間
軸
に

組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。埼
玉
県
立
近
代
美
術

館
は
、日
本
で
次
々
成
立
し
て
い
っ
た
近
代
美
術

館
の
一
つ
で
あ
り
、主
た
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
対

象
は
、当
然
な
が
ら
近
代
主
義
的
な
美
術
に
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
典
型
が
、彫
刻

な
ら
ば
マ
イ
ヨ
ー
ル
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。な
ぜ

な
ら
、彼
は
偉
大
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
よ
う
な
主

題
を
描
い
た
わ
け
で
は
な
く
、む
し
ろ
造
形
が

持
っ
て
い
る
近
代
性
、簡
単
に
言
え
ば
ヴ
ォ

リ
ュ
ー
ム
や
マ
ッ
ス
に
注
目
し
て
い
た
か
ら
で

す
。マ
イ
ヨ
ー
ル
は
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
と
い
う
概
念

を
正
面
か
ら
見
据
え
た
作
家
で
、そ
う
し
た
意
味

で《
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
》は
本
当
に
記
念
碑
的

な
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
で
、初
代
館
長
の

本
間
正
義
さ
ん
が
そ
れ
を
埼
玉
県
立
近
代
美
術

館
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
美
術
館
の
正
面
入
り
口

に
出
し
た
の
で
す
。近
代
美
術
館
と
し
て
こ
の

美
術
館
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
だ
、と
い
う
こ
と

を
象
徴
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、極
め
て
シ
ン

ボ
リ
ッ
ク
な
作
品
で
す
。

―

「
開
か
れ
た
美
術
館
」と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
か
。

　
近
代
美
術
館
は
近
代
市
民
社
会
の
申
し
子
で

あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、市
民
に
対
し
て
開
か
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
一
義
的
な
意
味
だ
と
思
う

の
で
す
が
、果
た
し
て「
市
民
」と
は
一
体
な
ん

で
し
ょ
う
。日
本
最
初
の
博
物
館
で
あ
る
帝
室

博
物
館（
現・東
京
国
立
博
物
館
）は
、第
二
次
世

界
大
戦
以
後
に
近
代
的
な
博
物
館
に
生
ま
れ
変

わ
っ
て
市
民
の
財
産
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ

れ
は
敗
戦
の
結
果
、占
領
期
にG

H
Q

の
方
針
に

よ
っ
て
名
称
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、市

民
革
命
が
そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。革

命
に
よ
っ
て
近
代
的
な「
市
民
社
会
」が
誕
生
し

た
結
果
、ル
ー
ヴ
ル
宮
殿
が
美
術
館
と
し
て
公

開
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
り
、日
本
で
美

術
館
に
対
す
る
主
体
的
な
権
利
意
識
を
持
っ
た

近
代
市
民
も
同
時
に
誕
生
し
た
の
か
、と
い
う

と
曖
昧
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。た
だ
、近
代
市
民

社
会
が
な
い
と
近
代
的
な
意
味
で
の
美
術
館
は

成
立
し
な
い
。だ
か
ら
美
術
館
は
事
後
的
に
で

あ
れ
市
民
を
生
み
出
し
て
い
く
し
か
な
い
。そ

れ
は「
緩
慢
な
る
市
民
革
命
」な
の
だ
と
僕
は

ず
っ
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。市
民
に
対
し
て
開

か
れ
て
い
る
、と
い
う
の
と
は
逆
に
、市
民
を
誕

生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
術
館
を
維
持
し
て

い
こ
う
、と
い
う
の
が
日
本
に
お
け
る「
開
か
れ

た
美
術
館
」の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。確
か
に
順
番
は
逆
で
す
が
、そ
れ

し
か
な
い
。美
術
館
と
い
う
船
は
、市
民
社
会
と

い
う
海
か
ら
の
浮
力
が
働
か
な
け
れ
ば
、座
礁

し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
ま
た
、「
開
か
れ
て
い
る
」と
い
う
の
は
同
時

に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。一
つ
は
、

い
ろ
い
ろ
な
対
象
、芸
術
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
自
体

に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。さ
ら
に

は
美
術
館
と
い
う
も
の
を
近
代
主
義
の
規
範
か

ら
も
解
放
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。建
物
・
空

間
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
。近
代
主
義
的
な

美
術
館
が
対
象
に
し
え
な
い
よ
う
な
、し
か
し
今

で
は
現
代
美
術
と
み
な
さ
れ
て
い
る
映
像
や
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、そ
う

い
う
形
式
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
美
術
館
は
対

応
し
て
い
く
か
、と
い
う
こ
と
。つ
ま
り
、開
か
れ

た
美
術
館
と
い
う
の
は
非
常
に
多
義
的
だ
し
、解

釈
は
様
々
に
さ
れ
て
い
る
。実
体
の
定
か
で
は
な

い
も
の
に
対
し
て
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、美
術
館

の
ポ
リ
シ
ー
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
、と
い
う
よ
う
な
危
険
性
を
孕
ん
だ
概
念
で
も

あ
る
。け
れ
ど
も
、開
か
れ
た
美
術
館
と
い
う
お

題
目
は
、我
々
に
と
っ
て
不
可
避
的
に
背
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
の
美
術

館
の
役
割
だ
と
僕
は
思
っ
て
い

ま
す
。

―

当
館
の
建
築
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　
黒
川
紀
章
の
建
築
は
、一
般

的
に
い
え
ば
、必
ず
し
も
開
か

れ
た
空
間
で
は
な
い
。け
れ
ど

も
、当
館
の
特
色
で
あ
る
グ

リ
ッ
ド
の
構
造
は
、玄
関
の
前

の
空
間
に
露
出
し
て
い
て
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
展
示
空

間
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。結
果
的
に

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
そ
の
空

間
に
魅
力
を
感
じ
て
介
入
し
て

い
っ
た
。例
え
ば
、川
俣
正
の
、

彼
の
作
品
が
介
入
・
解
体
と
い

う
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
転
換

点
と
も
な
っ
た「P

ro
ject   

W
ork in Saitam

a’83

」は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
開
か
れ
た
空

間
に
誘
発
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
し
ょ
う
。恒
常
的
な
作
品

と
し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
の

は
、田
中
米
吉
の《
ド
ッ
キ
ン
グ

（
表
面
） No.86-1985

》で
す
。

こ
れ
は
、直
接
的
に
建
物
の
構

造
自
体
に
外
側
か
ら
突

き
刺
さ
る
よ
う
に
し
て

巨
大
な
角
柱
を
貫
通
さ

せ
た
作
品
で
、普
通
な

ら
建
築
家
は
嫌
が
る
は

ず
で
す
。し
か
し
、そ
れ

以
前
に
ミ
ニ
マ
ル
な
形

を
制
作
し
て
い
た
田
中

米
吉
の
作
品
は
、美
術

館
の
幾
何
学
的
な
空
間

と
不
思
議
な
呼
応
を
見

せ
、黒
川
紀
章
の「
開
か

れ
た
美
術

館
」と
い
う
構
想
を
建
築
そ

の
も
の
と
し
て
実
現
さ
せ

て
い
る
と
い
う
点
で
、両
者

の
思
惑
が
上
手
く
シ
ン
ク

ロ
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、

本
間
さ
ん
の
方
か
ら
二
人

に
声
を
掛
け
た
わ
け
で
、美

術
館
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
有
効
に
機

能
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
本
間
さ
ん
の
発
想
が
生

か
さ
れ
た
例
だ
と
思
い
ま
す
。

―

当
館
の
展
覧
会
の
方
向
性
に
つ
い
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
当
館
は
き
ち
ん
と
し
た
イ
ズ
ム
や
地
域
性
に

よ
る
展
覧
会
を
開
催
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、そ
れ

以
外
に
も
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
発
想
の
妙

で
展
覧
会
を
企
画
し
て
き
た
と
い
う
の
が
あ
る
。

例
え
ば
、過
去
に「
矩
形
の
森―

思
考
す
る
グ

リ
ッ
ド
」（1994

年
）と
い
う
展
覧
会
が
あ
り
ま

し
た
。別
に
グ
リ
ッ
ド
美
術
な
ん
て
ジ
ャ
ン
ル
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、い
ろ
い
ろ

な
も
の
を
見
直
す
と
顕
在
的
・
潜
在
的
に
グ
リ
ッ

ド
の
構
造
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目

し
た
。僕
は
当
時
一
観
客
と
し
て
こ
の
展
覧
会
を

見
に
来
て
、非
常
に
面
白
い
発
想
だ
と
思
い
ま
し

た
。け
れ
ど
も
、そ
う
す
る
と
グ
リ
ッ
ド
探
し
が

始
ま
っ
て
、誰
も
絵
を
見
て
い
な
い
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。学
芸
員
の
作
っ
た
文
脈

が
鑑
賞
者
の
目
を
支
配
し
て
し
ま
う
。そ
れ
は
、

成
功
す
れ
ば
こ
の
展
覧
会
の
よ
う
に
す
ば
ら
し

い
企
画
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、悪
く
す
れ
ば
誰

も
絵
を
見
ず
、文
脈
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
作
品
が

交
換
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。そ
れ
は
学
芸
員
の
勝
利
で
あ
る

と
同
時
に
美
術
作
品
と
し
て
は
敗
北
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。で
も
既
成
の
規
範
か
ら
解
放
し

て
、美
術
に
対
す
る
様
々
な
見
方
を
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
に
導
入
す
る
っ
て
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
。こ
の

美
術
館
で
は
一
方
で
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
軸

線
を
守
っ
て
も
い
る
か
ら
、バ
ラ
ン
ス
よ
く
や
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
僕
は
展
覧
会
の
基
本
は
個
展
だ
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
が
、こ
の
美
術
館
は
そ
れ
も
大
事
に
し

て
き
て
、重
要
な
作
家
の
回
顧
展
を
き
ち
ん
と
し

た
形
で
開
催
し
て
き
た
。独
創
性
や
企
画
性
も
大

事
だ
け
れ
ど
も
、そ

う
い
う
も
の
に
こ
そ

学
芸
員
の
力
が
一
番

試
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

当
館
は
開
か
れ
た
方

向
ば
か
り
目
指
し
て

き
た
わ
け
で
は
な
く

て
、近
代
美
術
館
と

し
て
の
軸
線
も
一
方

で
維
持
し
て
い
く
よ

う
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚

が
機
能
し
て
き
た
。

今
ま
で
の
学
芸
員
の

中
に
、あ
る
い
は
そ

の
時
々
の
館
長
の
中

に
双
方
の
方
向
が
バ

ラ
ン
ス
よ
く
意
識
さ

れ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

―

現
代
は
、美
術
作
品
の
形
式
が
め
ま
ぐ

る
し
く
多
様
化
し
て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な

新
し
い
動
向
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え

で
す
か
。

　
本
間
さ
ん
の
盟
友
だ
っ
た
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ

ン
タ
ー
初
代
館
長
の
ポ
ン
ト
ゥ
ス
・
フ
ル
テ
ン

が
、昔
開
い
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
言
っ
た
言
葉
が

あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
美
術
館
は
一
過
性
の
造
作

で
あ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
あ

ら
ゆ
る
知
恵
と
あ
ら
ゆ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
そ
こ
に

注
ぎ
込
め
。」と
い
う
も
の
で
、非
常
に
強
く
印
象

に
残
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
写
真
、図
面
、映
像
に

よ
っ
て
完
全
な
記
録
を
と
っ
た
り
、再
制
作
が
で

き
る
よ
う
に
詳
細
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て

お
い
た
り
、素
材
の
サ
ン
プ
ル
を
残
し
て
お
い
た

り
、様
々
な
方
法
で
対
応
で
き
る
と
こ
ろ
は
あ

る
。映
像
や
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
、イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
我
々
は
一

体
何
が
可
能
だ
ろ
う
か
と
考
え
、真
剣
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
に
対

し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。そ

し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の
美
術
やN

FT

（N
on-Fungi-

ble Token

）と
い
う
よ
う
な
、新
し
い
状
況
が
美

術
館
と
い
う
近
代
主
義
的
な
施
設
に
対
し
て
い

ろ
い
ろ
な
形
で
風
穴
を
開
け
つ
つ
あ
っ
た
り
、そ

の
中
に
回
収
で
き
な
い
も
の
を
増
や
し
た
り
も

し
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
、美
術
館
が
そ
れ
ぞ

れ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
動
員
し
て
美
術
館
を
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　「
美
術
館
の
時
代
は
終
わ
っ
た
」と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
け
ど
、物
事
は
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
か

ら
、新
た
な
可
能
性
を
も
っ
て
蘇
る
こ
と
も
あ
り

得
る
。そ
れ
は
美
術
館
に
と
っ
て
最
も
ス
リ
リ
ン

グ
な
こ
と
で
す
。美
術
館
は
終
わ
っ
た
、じ
ゃ
あ

ど
う
す
る
ん
だ
？
っ
て
い
う
。つ
ま
り
ア
ー
ト
が

多
様
化
し
た
状
況
を
ど
の
よ
う
に
回
収
し
て
い

く
か
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。も

ち
ろ
ん
美
術
館
は
無
限
で
は
な
い
の
で
回
収
で

き
な
い
も
の
は
で
き
な
い
。で
も
逆
に
言
え
ば
そ

の
よ
う
な
困
難
な
状
況
が
、美
術
館
あ
る
い
は
学

芸
員
に
と
っ
て
非
常
に
創
造
的
な
刺
激
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。そ
れ
が
批
判
で
あ

る
と
同
時
に「
可
能
性
と
し
て
の
開
か
れ
た
美
術

館
」に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
聞
き
手：M

.R.  S.H
.

）

インタビューに応える建畠晢館長

右：川俣正 《「Project Work in Saitama’83」プラン・モデル》 1983年 
群馬県立近代美術館寄託

左：田中米吉 《ドッキング（表面） No.86-1985》 1985-86年

「矩形の森－思考するグリッド」ちらし

アリスティド・マイヨール 
《イル・ド・フランス》 1925年

開館40周年 建畠館長インタビュー
―美術館の過去・現在・未来―
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