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は
じ
め
に

　

こ
の
た
び
当
館
は
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大
阪
の

ア
フ
タ
ー
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
館
内
ツ
ア
ー
を
催
し
、
建
物
の
魅
力
に
親
し
ん
で

い
た
だ
く
機
会
を
提
供
し
た
。
そ
の
際
、
当
館
の
設
計
思
想
に
つ
い
て
雑
駁
な

が
ら
も
調
べ
の
つ
い
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
を
も
と
に
、
当
館
建

物
の
歴
史
を
そ
の
設
計
に
焦
点
を
絞
っ
て
記
す
も
の
で
あ
る
。

１
．
美
術
館
設
計
前
史

　

ま
ず
、
美
術
館
建
物
の
概
略
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
以
下
は
阪
井
卓

氏
に
よ
る
『
大
阪
市
立
美
術
館
五
十
年
史
』（
以
下
『
五
十
年
史
』
と
略
す
）

を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
や
諸
先
輩
方
よ
り
聞
き
及
ん
だ
こ
と
の
あ
ら
ま
し

で
あ
る

（
註
１
）。

　

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）、
美
術
館
の
設
計
図
案
を
懸
賞
公
募
に
よ
る
こ
と

と
し
、
十
月
三
十
一
日
付
各
紙
上
に
発
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
募
集
要
項
は

か
な
り
杜
撰
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
建
築
学
会
は
『
建
築
雑
誌
』
に
こ
の
募

集
規
程
を
掲
載
し
た
際
に「
懸
賞
募
集
規
程
と
し
て
不
備
な
る
点
少
な
か
ら
ず
、

就
中
敷
地
の
不
確
な
る
と
審
査
員
氏
名
の
不
明
な
る
と
は
最
も
遺
憾
と
思
惟
す

る
所
な
り
」
と
公
然
と
批
判
を
加
え
、
こ
れ
ら
の
不
明
点
を
建
築
学
会
と
し
て

大
阪
市
長
に
照
会
中
で
あ
る
旨
を
付
記
し
て
い
る

（
註
２
）。

　

実
は
こ
の
時
、
ま
だ
天
守
閣
の
復
興
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
大
阪
城
内
に
美
術

館
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
当
然
の
こ
と
な
が
ら
当
時
管
理
し
て
い
た
陸

軍
よ
り
許
可
が
下
り
ず
、
美
術
館
建
設
予
定
地
は
宙
に
浮
い
た
状
態
だ
っ
た
の

だ（
註
３
）。
と
こ
ろ
が
、
先
の
募
集
規
程
で
は
高
燥
の
地
に
西
向
き
に
建
て
る
こ
と
を

条
件
と
し
て
お
り
、
植
松
清
志
氏
は
こ
の
時
す
で
に
現
位
置
に
建
造
す
る
計
画

が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る

（
註
４
）。

　

大
正
十
年
一
月
末
日
に
締
め
切
ら
れ
た
こ
の
コ
ン
ペ
は
、
大
阪
美
術
館
設
立

調
査
委
員
会
の
武
田
五
一
、
片
岡
安
、
澤
村
専
太
郎
ら
の
選
考
に
よ
っ
て
、
応

募
総
数
一
三
七
通
の
中
か
ら
一
等
賞
に
前
田
健
二
郎
案
を
選
出
し
た
。
前
田
は

当
館
の
設
計
コ
ン
ペ
を
皮
切
り
に
、
神
戸
市
公
会
堂
、
早
稲
田
大
学
大
隈
記
念

講
堂
、
京
都
市
美
術
館
な
ど
錚
々
た
る
コ
ン
ペ
で
入
選
を
重
ね
、「
コ
ン
ペ
の

マ
エ
ケ
ン
さ
ん
」
の
異
名
を
取
る
ほ
ど
公
募
荒
ら
し
を
し
て
い
た
こ
と
で
著
名

だ
っ
た
ら
し
い

（
註
５
）。
し
か
し
、
こ
の
前
田
案
は
実
施
設
計
で
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
杜
撰
な
公
募
、
選
出
す
れ
ど
も
採
用
せ
ず
、
と
い
う
一

連
の
流
れ
は
い
か
に
も
大
阪
市
ら
し
い
所
業
で
あ
る
。
実
際
に
採
用
し
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
片
岡
委
員
は
「
全
体
を
通
じ
て
美
術
館
の
内
容
を
知
ら
ず
設

計
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
審
査
所
感
を
語
っ
て
い
る

（
註
６
）。

　

懸
案
の
敷
地
問
題
は
住
友
男
爵
家
の
「
美
挙
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
コ

ン
ペ
を
実
施
し
た
大
正
十
年
末
、
住
友
吉
左
衛
門
家
が
本
邸
敷
地
の
寄
付
を
申

し
出
た
の
で
あ
る
。
当
館
の
敷
地
一
体
は
東
側
の
慶
沢
園
、
北
側
の
茶
臼
山
を

　

大
阪
市
立
美
術
館
の
設
計
思
想

児
　
島
　
大
　
輔
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含
ん
で
旧
住
友
家
本
邸
の
跡
地
で
あ
る
。
内
国
勧
業
博
覧
会
開
催
以
降
、
い
わ

ゆ
る
新
世
界
を
は
じ
め
周
辺
地
域
の
猥
雑
な
る
こ
と
を
忌
ん
だ
住
友
男
は
転

居
、
の
ち
に
「
人
生
の
唯
一
の
失
敗
は
茶
臼
山
に
屋
敷
を
建
て
た
こ
と
だ
」
と

子
息
に
語
る
こ
と
に
な
る
、
い
わ
く
つ
き
の
土
地
で
あ
る

）
7

（
註

。

２
．
実
施
設
計
と
そ
の
設
計
思
想

　

敷
地
問
題
の
解
決
か
ら
や
や
遅
れ
て
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
頃
か
ら
大

阪
美
術
館
設
立
調
査
委
員
会
が
実
行
委
員
会
的
組
織
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
指
導

の
も
と
で
大
阪
市
建
築
部
営
繕
課
が
実
施
設
計
に
着
手
し
た
。
同
委
員
会
の
建

築
担
当
委
員
は
京
都
帝
大
教
授
の
武
田
五
一
と
片
岡
設
計
事
務
所
長
の
片
岡
安

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
関
西
近
代
建
築
界
の
大
立
者
で
あ
る
。
武
田
に
は
腹
案

が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
慶
澤
園
を
大
き
く
削
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
時
、
営
繕
課
は
課
長
・
波
江
悌
夫
、
主
任
技
師
・
伊
藤
正
文
、
技
手
・

渡
邊
久
雄
と
い
う
布
陣
で
臨
み
、
の
ち
転
出
し
た
波
江
の
後
任
と
し
て
富
士
岡

重
一
が
課
長
に
就
任
し
て
い
る
。
波
江
は
大
阪
城
天
守
閣
の
設
計
者
と
し
て
著

名
で
、
当
館
の
設
計
当
時
を
回
想
し
て
将
来
館
長
と
し
て
嘱
託
さ
れ
た
澤
村
専

太
郎
調
査
委
員
と
相
談
の
う
え
で
次
の
よ
う
な
事
項
を
協
議
し
た
と
言
う（

註
８
）。

　
（
イ
）
建
物
は
三
階
建
、
延
三
五
〇
〇
坪
前
後
、
一
階
は
半
地
下
。

　
（
ロ
）
大
小
講
堂
、
研
究
室
、
休
憩
室
を
設
け
る
。

　
（
ハ
）
事
務
関
係
諸
室
は
一
階
、
食
堂
・
喫
茶
室
を
設
け
る
。

　
（
ニ
）
倉
庫
保
管
庫
を
完
備
し
委
託
管
理
に
便
す
る
。

　
（
ホ
）
陳
列
室
採
光
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
研
究
を
す
る
こ
と
。

　
（
ヘ
）
彫
刻
室
は
ホ
ー
ル
・
大
室
を
利
用
し
採
光
に
注
意
す
る
こ
と
。

　
（
ト
）
電
気
暖
房
衛
生
昇
降
機
な
ど
の
近
代
設
備
の
利
用
。

　

さ
ら
に
、
先
に
触
れ
た
武
田
案
に
対
し
て
建
物
を
西
寄
り
に
建
て
る
こ
と
で

慶
澤
園
を
保
存
し
、
明
治
末
年
の
名
園
を
後
世
に
残
す
こ
と
を
基
本
方
針
と
し

た
と
い
う
。
澤
村
と
波
江
の
卓
見
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
委
員
や
議
会
と
の
折
衝
は
波
江
課
長
の
仕
事
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、

そ
の
意
を
受
け
て
実
際
に
手
を
動
か
し
た
の
が
伊
藤
・
渡
邉
両
氏
だ
っ
た
よ
う

だ
。
波
江
は
回
想
の
中
で
「
立
体
図
案
は
伊
藤
正
文
氏
の
作
で
あ
る
」
と
明
言

し
て
お
り

（
註
９
）、

当
館
の
実
施
設
計
者
を
一
人
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
伊
藤
正

文
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
公
式
に
は
「
大
阪
市
建
築
部
営
繕
課
」
と
い
う

ク
レ
ジ
ッ
ト
が
つ
く
。

　

そ
の
伊
藤
は
、
昨
今
再
評
価
の
進
む
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
の

中
心
人
物
の
ひ
と
り
で
、
同
会
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
た
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

）
10

（
註

。
同
会
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

に
結
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ン
建
築
を
標
榜
す
る
建
築
家
集
団
で
あ
り
、
ブ

ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
を
初
め
て
日
本
に
招
待
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
同
氏
の
ほ

か
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
タ
イ
ル
の
提
唱
者
で
も
あ
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ

ロ
ピ
ウ
ス
は
じ
め
と
す
る
海
外
会
員
を
含
め
最
盛
期
に
は
二
〇
〇
人
の
会
員
を

誇
っ
た
。
同
会
の
基
本
と
な
る
理
論
は
建
築
に
お
け
る
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
」
と
「
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
の
問
題
を
技
術
的
に
突
き
詰
め
る
こ
と
で
解
決
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
こ
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
共
産
主
義

と
混
同
、
誤
解
さ
れ
て
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
は
解
散
状
態
と
な
っ
た

）
11

（
註

。

　

伊
藤
は
同
会
に
結
成
当
時
か
ら
か
か
わ
り
、
同
会
誌
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
建
築
』
の
表
紙
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
た
ほ
か
、
同
誌
上
に
「
意
匠
の
研
究
」

を
連
載
す
る
な
ど
同
会
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

）
12

（
註

。
伊
藤
が
当
館

の
実
施
設
計
に
尽
力
し
て
い
た
時
期
は
、
ま
さ
に
同
会
で
の
精
力
的
に
活
動
し

て
い
た
時
期
に
一
致
し
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
の
成
果
で
あ
る
美
術
館
建
物
を
見
て
み
よ
う
（
図
１
）。
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美
術
館
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
。
近
代
日
本
式
の
三
階
建
。
フ
ァ
サ

ー
ド
は
切
妻
造
土
蔵
風
の
中
央
部
か
ら
両
翼
部
が
伸
び
、
全
体
が
土
蔵
を
イ
メ

ー
ジ
し
た
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
屋
根
に
は
瓦
を
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
風
に
傾
斜
を

つ
け
て
葺
く
が
、
丸
瓦
と
平
瓦
を
併
用
す
る
れ
っ
き
と
し
た
本
瓦
葺
で
あ
り
、

こ
の
大
ぶ
り
の
瓦

は
泉
州
産
で
あ

る
。
軒
下
の
蛇
腹

は
全
体
の
雰
囲
気

か
ら
古
代
ギ
リ
シ

ャ
神
殿
の
軒
蛇
腹

（
コ
ー
ニ
ス
）
を

思
わ
せ
る
が
、
浅

い
軒
の
出
と
と
も

に
土
蔵
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
も
の
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

中
之
島
か
ら
移
設

さ
れ
た
近
世
後
期

の
遺
構
、
黒
田
門

と
通
称
さ
れ
る
旧

黒
田
家
福
岡
藩
蔵

屋
敷
長
屋
門

）
13

（
註

、
お

よ
び
美
術
館
の
傍

ら
に
立
つ
旧
住
友

家
土
蔵
（
図
２
）

と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
類
似
性
は

お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
な
ぜ
土
蔵
を
意
識
し
た
デ
ザ

イ
ン
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

先
述
し
た
澤
村
・
波
江
の
協
議

（
ニ
）
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
基

本
的
な
設
計
コ
ン
セ
プ
ト
の
根
幹

に
収
蔵
庫
を
備
え
る
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
。
現
在
か
ら
す
れ
ば
当

然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、

美
術
館
の
建
設
例
が
少
な
か
っ
た

当
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
こ

と
で
す
ら
協
議
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
館
は
単
な
る

展
示
施
設
で
は
な
く
収
蔵
庫
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
た

結
果
が
土
蔵
風
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
澤
村
・
波
江
協

議
で
建
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
の
収
蔵
庫
は
、「
戦
時
中
大
阪
府
市
や
裁

判
所
な
ら
び
に
軍
部
の
重
要
書
類
の
保
管
金
庫
と
し
て
安
全
に
保
管
さ
れ
た
」

ら
し
い

）
14

（
註

。

　

と
こ
ろ
で
、
伊
藤
ら
が
深
く
か
か
わ
っ
た
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築

会
は
、
当
時
流
行
し
た
国
粋
主
義
的
な
日
本
・
東
洋
趣
味
に
対
し
て
強
い
嫌
悪

感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
東
京
帝
室
博
物
館
の
設
計
コ
ン
ペ
に
際

し
て
次
の
よ
う
な
声
明
を
出
し
て
参
加
を
断
固
拒
否
し
た
こ
と
だ
ろ
う

）
15

（
註

。

「
声
明　

一
九
三
一
年
一
月
一
五
日

　

我
々
は
現
に
公
募
さ
れ
つ
つ
あ
る
東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞
設
計
に
対
し
応

（図１）大阪市立美術館（西面）

（図２）天王寺公園内に残る土蔵
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募
し
な
い
こ
と
を
声
明
す
る
。

理
由

（
１
）
偏
狭
な
る
個
人
的
趣
味
を
意
匠
の
規
準
と
し
之
に
よ
っ
て
一
律
の
審
査

を
為
さ
ん
と
す
る
写
査
方
針
及
び
募
集
規
定
の
一
部
に
反
対
で
あ
る
。

（
２
）
最
近
数
回
の
建
築
懸
賞
設
計
の
経
過
よ
り
観
て
技
術
的
立
場
か
ら
該
協

議
の
審
査
員
会
に
信
任
を
置
く
こ
と
が
出
来
ぬ
。」

　

帝
室
博
物
館
の
募
集
規
定
で
「
日
本
趣
味
を
基
調
と
す
る
東
洋
趣
味
」
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
帝
冠
様
式
の
よ
う
な
建
築
意
匠
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て

彼
ら
は
拒
絶
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
声
明
文
を
冒
頭
に
掲
出
し
た
『
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
』
誌
上
で
、
伊
藤
自
身
は
「
伝
統
と
は
伝
統
的
形
式
で
は
な

い
。
趣
味
と
は
主
観
的
産
物
で
あ
っ
た
、
社
会
に
押
売
す
べ
き
性
質
の
も
の
で

は
な
い
」
と
宣
言
し
て
い
る

）
16

（
註

。

　

で
は
、当
館
の
土
蔵
風
デ
ザ
イ
ン
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

設
計
に
か
か
わ
っ
た
渡
邊
久
雄
の
記
述
は
「
外
観
は
、
美
術
を
陳
列
し
、
保
管

す
る
と
云
ふ
上
か
ら
、
日
本
の
御
庫
風
の
形
式
が
採
用
さ
れ
た
」
と
実
に
あ
っ

さ
り
し
た
も
の
で
あ
る

）
17

（
註

。

　

そ
こ
に
伊
藤
ら
の
思
想
は
意
匠
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
伊
藤
の
解
釈
に
よ
れ
ば
建
築
に
お
け
る
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
は

科
学
的
観
察
に
基
づ
く
合
理
的
な
現
実
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
観
念
的
な
思
考

方
法
が
排
撃
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

）
18

（
註

。土
蔵
風
の
デ
ザ
イ
ン
を「
ロ

ー
カ
リ
テ
ィ
」
に
見
立
て
、
洋
風
の
窓
枠
装
飾
や
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
風
の
瓦
葺
、

あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
風
の
ア
ー
チ
装
飾
に
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
を
見
出

す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
館
の
デ
ザ
イ
ン
は
見
事
に

「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
「
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
が
融
合
し
て
い
る
こ
と
と

な
る
が
、伊
藤
の
主
張
は
ど
う
も
そ
う
し
た
皮
相
的
な
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

　

あ
る
い
は
武
田
・
片
岡
・
澤
村
ら
の
調
査
委
員
会
の
意
向
を
波
江
課
長
ら
と

消
化
し
た
う
え
で
の
落
と
し
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え

れ
ば
、
城
郭
建
築
風
の
重
々
し
い
楼
閣
を
冠
せ
ず
、
日
本
風
で
あ
る
こ
と
を
と

ど
め
な
が
ら
も
簡
素
で
機
能
的
な
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
絶
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
当
館
の
意
匠
を
選
択
、
決
定
す
る
に
至

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
で
今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
て
残
る
。

　

伊
藤
は
当
館
の
実
施
設
計
と
並
行
し
て
室
戸
台
風
で
壊
滅
的
影
響
を
受
け
た

市
内
小
学
校
の
木
造
校
舎
の
復
興
に
尽
力
し
て
い
る
ほ
か
、
大
阪
市
立
大
学
本

館
の
設
計
を
主
導
、
の
ち
に
大
阪
市
立
大
学
家
政
学
部
の
初
代
教
授
に
着
任
し

て
後
進
の
指
導
に
あ
た
り
、
小
学
校
建
築
の
経
験
な
ど
を
活
か
し
て
『
建
築
保

健
工
学
』
な
ど
の
著
作
を
残
し
た
。

３
．
自
慢
の
採
光
法

　

さ
て
、
先
述
の
澤
村
・
波
江
協
議
（
ホ
）
に
も
あ
る
通
り
、
美
術
館
建
設
当

時
、
館
内
の
設
備
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
の
ひ
と
つ
が
そ
の
採
光
法
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
設
計
者
の
一
人
で
あ
る
渡
邊
久
雄
の
功
績
が
大
き
い
よ
う

で
、
最
先
端
の
技
術
を
海
外
の
事
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
調
査
・
実
験
を
行
う

な
ど
専
門
的
で
実
践
的
な
考
察
を
加
え
た
う
え
で
設
計
を
お
こ
な
っ
た
よ
う

だ
）
19

（
註

。
先
に
見
た
澤
村
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
参
考
に
供
さ
れ
た
も
の
の

う
ち
、
実
際
に
採
用
さ
れ
た
の
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
建
築
家
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
ハ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ガ
ー
（Sam

uel H
urst Seager

）
の
実
践
及
び
研
究

を
も
と
と
し
た
ト
ッ
プ
サ
イ
ド
ラ
イ
ト
採
光
で
あ
っ
た

）
20

（
註

。
天
側
窓
採
光
と
い
う

和
名
を
与
え
ら
れ
た
当
館
ご
自
慢
の
採
光
法
は
本
邦
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
も

の
で
、
周
囲
の
注
目
度
も
高
か
っ
た
こ
と
は
、
竣
工
を
報
じ
る
際
に
「
陳
列
室

及
び
展
覧
会
室
の
採
光
に
は
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
、
我
国
で
は
初
め
て
天
側
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窓
（top side light

）
が
一
部
に
採
用
さ
れ
た
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る

）
21

（
註

。

　

こ
の
採
光
法
の
主
眼
は
展
示
ケ
ー
ス
や
壁
面
に
掲
げ
ら
れ
た
絵
画
の
画
面
の

反
射
を
い
か
に
防
ぐ
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
決
の
た
め
に
屋
上
に

三
角
屋
根
を
設
け
、
展
示
室
壁
面
に
は
こ
の
三
角
屋
根
か
ら
斜
光
が
差
し
込
む

仕
組
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
壁
面
ケ
ー
ス
の
床
面
を
高
く
す
る
こ
と
で
さ
ら
に

反
射
を
防
ぐ
工
夫
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
採
光
法
の
工
夫
を
最
大
限
に

活
か
す
た
め
、
壁
面
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
は
当
時
世
界
最
大
級
の
ガ
ラ
ス
メ
ー
カ

ー
、
英
国
・
ピ
ル
キ
ン
ト
ン
社
製
と
こ
だ
わ
り
ぬ
い
た
。

　

現
在
で
は
自
然
光
に
含
ま
れ
る
紫
外
線
等
の
有
害
性
が
文
化
財
保
護
の
観
点

か
ら
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
や
、
光
量
・
光
線
・
色
温
度
が
一
定
せ
ず
観
覧
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
保
安
上
の
問
題
な
ど
か
ら
、
天
井
の
ガ
ラ

ス
面
は
ふ
さ
が
れ
て
お
り
、
展
示

室
内
の
照
明
は
す
べ
て
人
工
光
源

に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

当
初
の
よ
う
な
自
然
光
に
よ
る
照

明
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
ト
ッ
プ
サ
イ
ド
ラ
イ
ト

採
光
は
現
在
北
二
階
展
示
室
の
天

井
部
に
そ
の
名
残
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
（
図
３
）。
採
光
用
の

窓
ガ
ラ
ス
こ
そ
ふ
さ
が
れ
て
い
る

が
、
壁
面
の
展
示
ケ
ー
ス
の
規
格

は
当
初
の
も
の
と
そ
う
変
わ
り
は

な
い
。
天
井
小
屋
裏
を
の
ぞ
か
せ

る
よ
う
な
構
造
と
、
展
示
ケ
ー
ス
の
床
面
が
高
い
の
は
こ
の
採
光
法
の
残
滓
な

の
で
あ
る
。
北
二
階
で
の
ご
観
覧
の
際
に
は
是
非
こ
う
し
た
点
に
も
ご
注
目
い

た
だ
き
た
い
。

　

斜
め
に
差
し
込
ん
だ
自
然
光
が
柔
ら
か
く
降
り
そ
そ
ぐ
中
で
の
作
品
鑑
賞

は
、
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
る
。
さ
な
が
ら
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
名
画
を
彷
彿
と
さ

せ
る
空
間
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
だ
わ
っ
た
壁
面
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
も
戦
後
当

館
が
連
合
国
軍
に
接
収
さ
れ
た
際
、
進
駐
軍
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
割
ら
れ
て
し

ま
い
、
も
う
残
っ
て
い
な
い
。
接
収
解
除
の
の
ち
、
展
示
活
動
を
再
開
す
る
と

き
に
は
大
型
の
厚
板
ガ
ラ
ス
の
調
達
が
で
き
ず
、
現
在
の
泉
布
館
か
ら
ガ
ラ
ス

を
移
設
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ガ
ラ
ス
も
大
型
ケ
ー
ス
の
高
さ
半
分
ま
で

し
か
覆
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
聞
く

）
22

（
註

。

美
術
館
の
設
計
者　

む
す
び
に
か
え
て

　

上
記
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
外
観
意
匠
は
伊
藤
、
内
装
・
採
光
法

等
は
渡
邊
、
そ
れ
ら
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
設
立
委
員
武
田
・
片
岡
・
澤

村
や
議
会
と
の
折
衝
・
調
整
に
あ
た
っ
た
の
が
波
江
・
富
士
岡
両
課
長
と
い
う

分
担
だ
ろ
う
か
。
一
見
素
気
な
い
モ
ダ
ン
建
築
に
見
え
て
、
実
は
随
所
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
解
き
明
か
し
て
い
く

作
業
は
今
後
も
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
試
み
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
手
元
に
残
さ
れ
た
資
料
と
近
年
の
研
究
成
果
を
頼
り
に
美
術
館
本
館

を
観
察
し
た
結
果
を
上
で
述
べ
て
き
た
が
、
も
と
よ
り
門
外
漢
の
憶
測
に
過
ぎ

ず
、
誤
謬
を
畏
れ
る
。
た
か
が
八
十
年
前
の
こ
と
と
は
い
え
、
さ
れ
ど
八
十
年
。

昭
和
は
遠
く
な
り
、
当
時
の
こ
と
を
知
る
人
と
は
幽
明
境
を
異
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
関
係
者
の
ご
子
孫
係
累
の
方
々
に
お
か
れ
て
は
直
接
間
接
に
当
館
の

設
計
あ
る
い
は
建
設
の
こ
と
を
お
聞
き
及
び
の
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
未

（図３）大阪市立美術館　北２階第９展示室
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確
認
な
が
ら
設
計
時
の
技
手
・
渡
邊
氏
の
手
元
に
図
面
が
残
さ
れ
た
と
も
仄
聞

す
る
。
今
後
も
引
き
続
き
資
料
の
収
集
、
聞
き
取
り
な
ど
の
調
査
を
進
め
る
こ

と
で
当
時
の
設
計
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
美
術
館
本
館
建
物
の
顕

彰
と
保
存
活
用
と
に
努
め
た
い
。

註１　

阪
井
卓
編
著
『
大
阪
市
立
美
術
館
五
十
年
史
』
大
阪
市
立
美
術
館
、
一
九
八
六
年
。

村
松
寛
「
大
阪
市
立
美
術
館
」『
日
本
美
術
工
芸
』
二
一
七
│
二
二
〇
、
一
九
五
六
‐

五
七
年
。
の
ち
、
村
松
寛
『
美
術
館
散
歩
』（
河
原
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
再
録
。

美
術
館
建
設
前
史
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
土
井
久
美
子
「
美
術
館
小
史
」『
美
を

つ
く
し
』
一
八
五
、
大
阪
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
六
年
。

２　
「
大
阪
市
美
術
館
新
築
設
計
圖
案
懸
賞
募
集
」『
建
築
雑
誌
』
三
四
（
四
〇
八
）、
一
九

二
〇
年
。

３　
『
五
十
年
史
』
一
〇
頁
。

４　

植
松
清
志
「
再
読 

関
西
近
代
建
築
│
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
建
築
遺
産
（
一
三
）
大
阪
市

立
美
術
館
」『
建
築
と
社
会
』
九
一
（
一
〇
五
七
）、
日
本
建
築
協
会
、
二
〇
一
〇
年
。

５　

前
掲
註
４
植
松
氏
論
文
。

６　
『
五
十
年
史
』
一
〇
頁
。

７　

実
方
葉
子
「
茶
臼
山
本
邸
」『
住
友
春
翠
』
泉
屋
博
古
館
、
二
〇
一
六
年
。
ま
た
、
茶

臼
山
本
邸
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。
坂
本
勝
比
古
『
日
本
の
建
築
﹇
明
治 
大
正 

昭

和
﹈
五　

商
都
の
デ
ザ
イ
ン
』
三
省
堂
、
一
九
八
〇
年
。

８　

波
江
悌
夫
「
慶
澤
園
と
大
阪
市
美
術
館
」『
建
築
と
社
会
』
三
九
（
一
）、
一
九
五
八
年
。

９　

前
掲
註
８
波
江
随
想
。

10　

笠
原
一
人
「
伊
藤
正
文
│
反
転
す
る
純
粋
技
術
」『
建
築
文
化
』
五
五
（
六
三
九
）、

二
〇
〇
〇
年
。
の
ち
、『
モ
ダ
ニ
ス
ト
再
考　

日
本
編
』（
彰
国
社
、
二
〇
一
七
年
）

に
再
録
。
笠
原
一
人
「「
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
」
に
お
け
る
伊
藤
正
文

の
活
動
と
建
築
理
念
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』六
八（
五
六
六
）、

二
〇
〇
三
年
。「《
展
示
記
録
》
大
学
史
資
料
室
第
二
四
回
展
示　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
学

舎
と
建
築
家
・
伊
藤
正
文　

大
阪
市
立
大
学
昭
和
初
期
学
舎
群
」『
大
阪
市
立
大
学
史

紀
要
』
五
、
二
〇
一
二
年
。

11　

笠
原
一
人
「
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
│
そ
の
理
念
と
活
動
」・
川
島
智
生

「
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
が
遺
し
た
も
の
│
科
学
に
依
拠
し
た
モ
ダ
ン
デ

ザ
イ
ン
の
視
点
」
京
都
国
立
近
代
美
術
館
監
修
『
復
刻
版 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建

築　

別
冊
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
年
。

12　

前
掲
註
10
笠
原
氏
論
文
。

13　

黒
田
門
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
谷
直
樹
・
岩
間
香
「「
よ
と
川
の
図
」
と
福
岡
藩

蔵
屋
敷
」
植
松
清
志
編
著
『
大
坂
蔵
屋
敷
の
建
築
史
的
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
五
年
。

14　

前
掲
註
8
波
江
氏
随
想
。

15　
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
』
三
（
二
）、
一
九
三
一
年
。
引
用
に
際
し
て
は
旧
字

を
常
用
体
に
改
め
た
。

16　

伊
藤
正
文
「
伝
統.

趣
味.

意
匠.

」
前
掲
註
15
誌
掲
載
。

17　

渡
邊
久
雄
「
竣
工
建
築
物 

大
阪
市
美
術
館
」『
建
築
雑
誌
』
五
〇
（
六
一
八
）、
一
九

三
六
年
。

18　

伊
藤
正
文
「
岸
田
日
出
刀
氏
の
講
演
『
現
代
と
建
築
』
と
、
国
際
化
の
意
義
」『
建
築

雑
誌
』
四
三
（
五
二
五
）、
一
九
二
九
年
。
前
掲
註
10
・
註
11
笠
原
氏
論
文
。

19　

渡
邊
久
雄
「
美
術
館
の
採
光
法
の
研
究
」『
建
築
雑
誌
』 

四
四
（
五
四
〇
）、
一
九
三

〇
年
。

20　

渡
邊
久
雄
「
大
阪
市
美
術
館
の
採
光
法
そ
の
他
に
就
て
」『
建
築
雑
誌
』
五
〇
（
六
一

八
）、
一
九
三
六
年
。

21　
「
大
阪
市
美
術
館
竣
工
」『
博
物
館
研
究
』
九
（
五
）、
一
九
三
六
年
。

22　
『
五
十
年
史
』
二
六
頁
。
前
掲
註
1
村
松
氏
著
作
。

【
付
記
】
帝
冠
様
式
に
つ
い
て
は
東
京
大
学
准
教
授
海
野
聡
氏
に
ご
教
示
を
得
た
。
末
筆

な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。


