
バー
サ
ル
デ
ザ
イン
の
博
物
館
と
い
う
含
意
で
U
M
が

注
目
さ
れ
始
め
る
の
は
、
二一世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。

最
近
、僕
は
U
M
を
定
義
す
る
表
現
と
し
て
、「
感

覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
五う
る
さ

月
蠅
い
博
物
館
」
を

用
い
て
い
る
。
古
今
東
西
、
博
物
館
の
展
示
は
見
る

こ
と
、
見
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
き

た
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
、
視
覚
優
位
の
近
代
文
明

の
象
徴
と
も
い
え
る
。
視
覚

中
心
の
展
示
方
法
、
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
あ
り
方
を
問
い

直
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
を

活
用
で
き
る
博
物
館
を
創
ろ

う
。
そ
し
て
、
博
物
館
か
ら

社
会
を
変
え
て
い
こ
う
。

U
M
運
動
は
、
近
代
に
対
す

る
強
烈
な
異
議
申
し
立
て
を

内
包
し
て
い
る
。

従
来
、
博
物
館
・
美
術
館

は
静
か
に
見
学
す
る
場
所
と

広
ひ ろ

瀬
せ
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感
覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
博
物
館

ユニ
バー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
以
下
、
U
M
と
略

記
）
と
は
、「
誰
も
が
楽
し
め
る
博
物
館
」
を
意
味

す
る
。
単
な
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
障
害
者
対
応
と
い

う
レ
ベル
を
脱
し
て
、
あ
ら
た
な
普
遍
性
を
模
索
す

る
の
が
U
M
運
動
の
要よ
う

諦て
い
で
あ
る
。一九
九
〇
年
代

以
降
、
日
本
に
お
い
て
ユ
ニ
バー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考

え
方
が
各
方
面
で
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
った
。ユニ

の
た
め
に
補
助
員
を
提
供
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
補

助
の
内
容
は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
専
門

的
な
知
識
・
技
術
を
も
つ
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
は
簡
単

で
は
な
い
。

僕
の
知
人
の
全
盲
者
は
、
学
生
時
代
、
あ
る
博

物
館
で
実
習
を
経
験
し
た
。
実
習
を
通
じ
て
彼
は
、

博
物
館
の
業
務
遂
行
上
、
視
覚
が
必
須
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
し
、
学
芸
員
に
な
る
夢
を
あ
き
ら
め
た
。
あ

れ
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
が
過
ぎ
た
が
、
基
本
的
に
状
況

は
今
日
も
同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
は
今
、
高

誰
も
が
働
き
や
す
い
博
物
館

こ
れ
ま
で
に
民
博
で
は
、
U
M
を
テ
ー
マ
と
す
る

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
三
回
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、

二
〇一二
年
に
は
本
館
展
示
の
全
面
改
修
の一環
で
、

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョン
・
ゾ
ー
ン
に
「
世
界
を
さ
わ
る
」

コ
ー
ナ
ー
も
開
設
さ
れ
た
。こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、民
博

の
U
M
研
究
の
拠
点
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

U
M
が
日
本
の
博
物
館
を
改
変
す
る
起
爆
剤
と
な
っ

て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
今
後
は
日
本
発
の
新
概

念
と
し
て
、
U
M
を
国
際
的
に
普
及
す
る
の
が
大
き

な
目
標
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
U
M
運
動

の
な
か
で
、
喫
緊
の
課
題
と
な
って
い
る
の

が
雇
用
・
就
労
問
題
で
あ
る
。

「
視
覚
障
害
学
生
の
博
物
館
実
習
を
受

け
入
れ
て
く
れ
る
施
設
が
な
い
」「
弱
視
者

の
博
物
館
実
習
を
拒
否
す
る
の
は
障
害

者
差
別
で
は
な
い
か
」。
僕
の
と
こ
ろ
に
こ

う
いった
相
談
が
二
件
、二
〇一八
年
度
中

に
も
ち
込
ま
れ
た
。
現
在
、
障
害
の
あ
る

学
生
が
学
芸
員
資
格
を
取
得
す
る
こ
と

は
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

繊
細
な
資
料
の
と
り
扱
い
、
照
明
器
具
の

微
妙
な
調
整
な
ど
の
実
習
で
は
、
視
覚
障

害
者
に
は
「
で
き
な
い
」こ
と
が
多
い
。二

〇一六
年
施
行
の
障
害
者
差
別
解
消
法
で

は
、「
で
き
な
い
」
を
解
消
す
る
の
が
合
理

的
配
慮
と
さ
れ
て
い
る
が
、
何
が
合
理
的

で
、
ど
こ
ま
で
配
慮
す
れ
ば
い
い
の
か
は

曖
昧
で
あ
る
。
例
え
ば
、
視
覚
障
害
学
生

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
対
話
型
の
鑑
賞

が
各
地
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
五
月
蠅
い
博
物
館
」

と
は
、
来
館
者
や
学
芸
員
な
ど
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に

集
う
人
び
と
が
全
身
の
触
角
（
セン
サ
ー
）を
働
か
せ

て
交
流
す
る
こ
と
を
指
す
。
人
間
は
虫
の
よ
う
な
触

角
を
と
り
戻
す
べき
だ
と
い
う
主
張
の
下
、あ
え
て「
五

月
蠅
い
」
と
漢
字
表
記
し
て
い
る
。
博
物
館
で
の
体

験
を
通
じ
て
、
感
覚
の
多
様
性
への
気
づ
き
が
生
ま

れ
れ
ば
、
健
常
者
と
は
五
感
の
使
い
方
が
異
な
る
障

害
者
を
尊
重
す
る
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

視
覚
に
依
拠
す
る
人
、
触
覚
に
依
拠
す
る
人
、
聴
覚

に
依
拠
す
る
人
…
…
。
異
文
化
間
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
実
践
で
き
る
現
場
と
し
て
、「
五
月
蠅
い
博
物
館
」

が
発
展
す
る
こ
と
を
願
って
い
る
。

近
年
、博
物
館
・
美
術
館
で
も
積
極
的
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
と
り
入
れ
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
一
方
で
、多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
に
も
目
を
背
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
本
コ
ー
ナ
ー
最
終
回
に
あ
た
り
、博
物
館
が
目
指
す
未
来
に
つ
い

て
、ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ユニバーサル・ミュージアム

校
の
英
語
教
員
と
な
って
活
躍
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
障
害
者
が
学
芸
員
と
し
て
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
博
物
館
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
。

こ
れ
は
、
障
害
当
事
者
と
し
て
博
物
館
に
勤
務
す
る

僕
の
信
念
で
あ
る
。学
芸
員
実
習
も
柔
軟
に
運
用
さ

れ
、
万
人
に
開
か
れ
る
べき
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く

の
博
物
館
で
は
「
雑
芸
員
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
る
少
数
の

学
芸
員
が
日
々
の
雑
務
を
こ
な
し
な
が
ら
、
展
示
や

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
・
担
当
し
て
い
る
の
が
現

実
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
館
が
、
配
慮
を
要
す
る
実

習
生
を
受
け
入
れ
る
の
は
厳
し
い
。
日
本
の
博
物
館

で
障
害
者
が
学
芸
員
採
用
さ
れ
る
例
は
き
わ
め
て
少

な
く
、お
そ
ら
く
視
覚
障
害
者
の
学
芸
員
は
皆
無
だ

ろ
う
。

お
互
い
が
「
で
き
る
」
こ
と
を
分
担
す
る
の
が
障

害
者
雇
用
を
進
め
る
鉄
則
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
昨

年
発
覚
し
た
省
庁
等
の
公
的
機
関
に
お
け
る
障
害

者
雇
用
水
増
し
問
題
を
想
起
す
る
ま
で
も
な
く
、

「
障
害
者
に
も
で
き
る
こ
と
」
を
見
つ
け
る
の
み
で
は

現
状
打
破
は
難
し
い
。
障
害
者
雇
用
の
進
展
を
図
る

に
は
、「
障
害
者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
」
を
探
究

す
る
発
想
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。

感
覚
の
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
五
月
蠅
い
博
物

館
。こ
の
理
想
が
雇
用
・
就
労
と
い
う
面
で
博
物
館

に
根
付
く
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

だ
が
、「
障
害
」とい
う
観
点
で
学
芸
員
の
仕
事
を
再

解
釈・再
検
討
す
る
こ
と
は
大
切
だ
ろ
う
。
U
M
と
は

「
誰
も
が
働
き
や
す
い
博
物
館
」で
あ
る
。
そ
う
言
え

る
日
が
き
っと
やって
く
る
と
僕
は
信
じ
てい
る
。
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