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こ
の
度
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
設
計
に
よ
っ
て
栄
え
あ
る
日
本
芸

術
院
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
一
重
に
多
く
の
関
係
者
の

多
年
に
わ
た
る
ご
努
力
の
結
集
で
あ
っ
て
、
私
は
こ
れ
等
の
多
く
の
人
々

の
一
員
と
し
て
こ
れ
を
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
心
に
深
く
銘
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
を
さ
か
の
ぼ
る
昭
和
四
十
七
年
の
暮
に
文
化
庁
か
ら
当
時
の

高
橋
文
化
財
保
護
部
長
外
二
名
の
方
が
東
京
大
学
の
私
の
研
究
室
に
お
み

え
に
な
り
、
こ
の
度
、
国
が
歴
史
民
俗
博
物
館
を
建
設
す
る
の
で
、
そ
の

設
計
を
担
当
し
て
み
な
い
か
と
い
う
建
築
設
計
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
ほ

ん
と
に
有
り
難
い
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
光
栄
に
対

し
、
そ
の
十
二
月
二
十
八
日
は
じ
め
て
安
達
文
化
庁
長
官
に
お
め
に
か
か

り
、
非
力
を
か
え
り
み
ず
、
自
分
自
身
の
最
善
を
尽
く
し
て
み
た
い
と
い

う
こ
と
を
申
し
述
べ
た
の
で
あ
る
。

翌
四
十
八
年
三
月
に
は
用
地
利
用
計
画
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
作
製

し
て
施
設
委
員
会
に
提
出
し
た
。
用
地
は
千
葉
県
佐
倉
市
の
城
跡
で
、
明

ロ
ン
ド
ン
の
大
英
博
物
館
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
ミ
ュ

ー
ゼ
ア
ム
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
雄
大
な
計
画
で
あ
っ
た
。

基
本
構
想
を
作
製
さ
れ
た
と
き
、
メ
キ
シ
コ
の
人
類
学
博
物
館
が
参
考

に
な
っ
た
と
い
う
話
を
き
い
た
の
で
、
私
は
そ
の
年
の
夏
休
み
を
利
用
し

て
早
速
メ
キ
シ
コ
に
飛
ぴ
、
チ
ャ
プ
ル
テ
ッ
ク
公
園
に
あ
る
同
館
を
見
学

し
た
。
こ
の
館
の
入
口
に
は
大
屋
根
と
屋
根
か
ら
お
ち
る
瀧
が
あ
り
、
中

庭
に
面
し
て
一
階
歴
史
展
示
、
二
階
民
俗
展
示
と
い
う
二
階
建
て
の
棟
が

配
置
さ
れ
、
正
面
に
は
民
俗
の
大
型
展
示
室
が
あ
っ
た
。
当
時
の
館
長
で

あ
っ
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
氏
み
ず
か
ら
裏
方
ま
で
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
印
象

的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
帰
路
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
よ
っ
て
メ
ト
ロ
ボ

リ
タ
ン
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
を
久
し
ぶ
り
に
見
学
し
た
。

さ
て
、
敷
地
は
由
緒
あ
る
佐
倉
城
跡
で
あ
り
、
下
線
台
地
と
呼
ば
れ
る

台
地
の
上
に
あ
り
、
石
垣
こ
そ
な
い
が
幾
重
に
も
宝
配
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て

い
て
、
当
時
の
城
の
構
え
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。
こ
の
城
跡
の
お
も
か
げ

を
保
存
し
、
か
つ
こ
の
度
建
設
さ
れ
る
博
物
館
が
こ
の
敷
地
に
ふ
さ
わ
し環

丸
跡

境
の
創
出
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
歴
博
は
城
址
公
園
と
の
間
に
垣
根
を
設

け
る
こ
と
な
く
常
時
市
民
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
一
大
文
化
ゾ
ー
ン
と

す
る
こ
と
が
関
係
者
か
ら
強
く
望
ま
れ
た
。
こ
れ
も
国
と
市
と
の
深
い
相

互
理
解
に
よ
り
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
心
よ
り
う
れ
し
く
思
う

次
第
で
あ
る
。

そ
の
後
、
私
は
北
京
に
あ
る
中
国
の
歴
史
博
物
館
を
見
る
機
会
が
あ
っ

た
。
な
に
し
ろ
中
国
は
五
千
年
の
歴
史
が
あ
る
の
で
い
っ
た
ん
入
場
す
る

と
い
や
が
お
う
で
も
こ
の
五
千
年
の
歴
史
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

私
は
時
間
の
制
約
が
あ
っ
た
の
で
大
急
ぎ
で
見
学
し
た
。
帰
り
に
案
内
し

て
下
さ
っ
た
館
員
に
お
礼
を
述
べ
る
と
、
「
本
日
の
客
人
は
馬
上
に
て
花
を

見
る
が
如
し
」
と
返
事
さ
れ
た
の
は
今
で
も
印
象
的
で
あ
る
・

さ
て
、
私
は
三
十
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
た
あ
と
、

バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
巨
匠
で
あ
り
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
と
共
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で

教
鞭
を
と
っ
た
マ
ル
セ
ル
・
プ
ロ
イ
ヤ
ー
の
作
風
に
甲
れ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
の
彼
の
設
計
事
務
所
で
一
年
ほ
ど
実
務
に
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
建
築
空
間
を
床
高
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
節
し
た
り
流

動
的
に
連
続
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
う
ま
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
帰
国

後
ハ
ー
バ
ー
ド
時
代
に
知
り
合
っ
た
中
曽
根
康
弘
氏
の
目
白
の
自
邸
を
半

階
ず
ら
し
た
い
わ
ゆ
る
ス
プ
リ
ッ
ト
・
レ
ベ
ル
方
式
で
空
間
構
成
を
し
た

こ
と
に
は
じ
ま
り
、
銀
座
の
ソ
ニ
ー
・
ビ
ル
で
は
九
〇
糎
の
床
高
の
落
差

で
空
間
を
つ
な
ぎ
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
万
博
日
本
館
で
は
一
米
二
〇
糎

の
落
差
で
高
い
所
か
ら
低
い
方
へ
と
空
間
を
連
続
さ
せ
た
。
今
度
の
歴
史

民
俗
博
物
館
で
は
そ
の
規
模
と
天
井
高
の
関
係
か
ら
総
合
展
示
室
で
は
四

分
の
一
階
分
（
一
・
五
米
）
の
落
差
を
つ
け
て
構
成
す
る
こ
と
に
し
た
。

な
に
し
ろ
全
展
示
を
見
る
た
め
の
歩
行
距
離
は
試
算
に
よ
れ
ば
二
粁
以
上

に
も
な
る
こ
と
か
ら
、
空
間
に
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
も
た
せ
歩
き
な
が
ら
知

芦

原

義

信

建

築

家

・

武

蔵

野

美

術

大

学

教

授

，
昭
和

58
年
度
（
第
四
十
四
回
）
日
本
芸
術
院
賞
受
賞

饒
ー
纏

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の

設
計
を
ふ
り
か
え
っ
て



．
 ら

な
い
間
に
中
庭
ま
で
降
り
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
総
合
展
示
で
は
原
始

古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
、
現
代
と
い
う
時
代
区
分
に
よ
る
主
室
一
っ
、

副
室
二
つ
を
含
む
六
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
討
議
の
結
果
決
ま
り
、
そ
の

間
に
そ
れ
ぞ
れ
休
憩
室
や
斜
路
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
動
線
は
下
降
し

な
が
ら
連
続
し
、
か
つ
中
庭
に
面
し
て
い
る
の
で
観
覧
者
は
自
由
に
ど
の

部
分
で
も
中
庭
の
回
廊
か
ら
出
入
り
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
中

国
の
歴
史
博
物
館
の
よ
う
な
苦
労
は
し
な
く
て
も
す
む
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
建
物
は
城
跡
の
高
台
に
あ
る
た
め
、
低
い
中
庭
の
床
面
も

周
辺
の
道
路
よ
り
は
る
か
に
高
い
た
め
水
は
け
に
も
支
障
が
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
庭
に
面
し
て
開
け
た
空
間
構

成
で
あ
る
だ
け
に
展
示
部
分
で
は
外
周
に
ほ
と
ん
ど
窓
の
よ
う
な
開
口
部

を
と
る
必
要
が
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
城
郭
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
内

包
型
の
プ
ラ
ン
に
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
外
装
に
は
白
っ
ぽ
い
大
型
打
込

み
タ
イ
ル
を
使
用
し
、
壁
面
の
軒
の
部
分
に
は
傾
斜
を
つ
け
て
み
た
。
ま

た
、
収
蔵
庫
だ
け
は
天
守
閣
の
よ
う
に
高
く
そ
ぴ
え
て
い
る
が
こ
の
外
壁

に
も
わ
ず
か
な
が
ら
傾
斜
を
つ
け
て
な
ん
と
な
く
佐
倉
城
址
に
似
つ
か
わ

し
い
建
築
と
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
古
代
史
の
権
威
で
あ
る
井
上
光
貞
先
生
は
私
よ
り
一
年
早
く

東
大
を
定
年
退
官
さ
れ
て
そ
の
あ
と
こ
の
歴
博
の
館
長
に
就
任
さ
れ
た
。

開
館
に
至
る
期
間
に
、
井
上
先
生
は
二
つ
の
大
き
な
方
向
転
換
を
解
決
す

べ
く
健
闘
さ
れ
た
。
―
つ
は
、
六
つ
の
時
代
区
分
に
よ
る
展
示
計
画
の
決

定
を
、
専
門
委
員
の
度
重
な
る
討
議
の
結
果
に
基
づ
く
必
ず
し
も
時
代
区

分
に
よ
ら
な
い
十
三
の
テ
ー
マ
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
建

築
家
の
立
場
と
し
て
は
せ
っ
か
く
の
偶
数
空
間
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
影
響

が
あ
る
の
で
必
ず
し
も
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
専
門
家
の
討

議
の
結
果
の
変
更
で
あ
れ
ば
当
然
そ
れ
に
従
う
の
が
建
築
家
の
宿
命
で
あ

，
も
民
鵬
鵬
-

る
の
で
あ
る
。
た
だ
現
在
で
も
当
初
計
画
さ
れ
た
総
冷
展
示

一

も
未
完
成
の
た
め
部
分
開
館
で
あ
る
。
そ
の
た
め
空
間
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス

は
完
全
に
作
動
し
て
い
な
い
の
で
、
全
館
の
オ
ー
プ
ン
を
心
か
ら
待
っ
て

い
る
次
第
で
あ
る
。

今
―
つ
の
変
更
は
、
文
化
庁
の
設
立
準
備
委
員
会
で
構
想
さ
れ
た
博
物

館
が
文
部
省
の
本
省
所
管
の
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
と
な
り
、
博
物
館

と
し
て
の
機
能
の
ほ
か
に
共
同
研
究
や
情
報
提
供
等
に
重
点
が
お
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
教
授
ス
タ
ッ
フ
が
拡
充
さ
れ
研

究
室
や
図
書
室
が
竣
工
後
直
ち
に
不
足
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
井
上
先
生
は
こ
れ
ら
の
大
仕
事
を
や
り
と
げ
ら
れ
、
か
つ
開
館

準
備
の
た
め
奮
闘
さ
れ
た
が
、
お
し
く
も
開
館
直
前
の
二
月
二
十
七
日
に

逝
去
さ
れ
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
捧
げ
た
い
。

さ
て
、
こ
の
建
築
が
竣
工
す
る
ま
で
に
は
非
常
に
多
く
の
方
々
の
ご
尽

カ
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
ま
ず
文
化

庁
は
昭
和
四
十
二
年
以
来
博
物
館
建
設
の
主
務
官
庁
と
し
て
ほ
ん
と
に
健

闘
さ
れ
た
。
安
達
健
二
長
官
は
じ
め
歴
代
の
長
官
に
は
力
強
い
ご
支
援
と

ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
倉
田
文
作
、
杉
原
信
彦
両
氏
に
は
専
門

的
で
心
の
こ
も
っ
た
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
の
に
ご
両
人
と
も
故
人
に
な

ら
れ
た
こ
と
は
か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
あ
る
。
一
方
、
設
立
準
備
委
員

会
、
施
設
計
画
分
科
会
、
基
本
構
想
委
員
会
の
諸
先
生
の
熱
心
な
討
議
も

忘
れ
ら
れ
な
い
。

最
後
に
実
施
の
設
計
に
携
わ
っ
た
当
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
や
、
実
際
の

工
事
現
場
で
連
日
連
夜
建
設
に
あ
た
ら
れ
た
建
設
会
社
の
ス
タ
ッ
フ
の
方

々
、
な
か
ん
ず
く
建
設
省
大
臣
官
房
営
繕
部
、
．
関
東
地
建
の
関
係
各
位
の

お
名
前
は
い
ち
い
ち
あ
げ
な
い
が
、
そ
の
ご
努
力
に
心
か
ら
感
謝
し
て
筆

を
欄
き
た
い
と
思
つ
。



定

価

年
間
購
読
料

0
近
頃
、
身
近
に
美
術
館
や
博
物
館
が
設

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
我
が
町
全
体
の

文
化
度
が
急
に
高
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し

て
、
大
変
有
難
い
。
お
か
げ
で
、
我
が
国

の
い
わ
ゆ
る
博
物
館
の
数
は
人
口
比
に
す

れ
ば
欧
米
諸
国
に
遜
色
が
な
く
な
っ
た
そ

う
で
す
。

0
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
う
さ
ぎ
小
屋
と
称

せ
ら
れ
る
集
合
住
宅
か
ら
姿
を
消
し
た
床

の
間
に
代
っ
て
、
我
々
の
生
活
に
潤
い
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。

0
今
月
号
で
は
、
博
物
館
に
因
ん
で
、
木

下
、
小
西
、
芦
原
の
三
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
の
玉
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

国
民
共
有
の
財
産
を
預
か
る
こ
れ
ら
の
施

設
を
よ
り
多
く
の
人
に
も
っ
と
気
楽
に
利
｀

用
し
て
も
ら
う
こ
と
が
肝
心
だ
と
思
い
ま

す。
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