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イ
ン
ド
の
博
物
館
は
国
立
や
公
立
の
も

の
よ
り
私
的
な
財
団
が
設
立
・
運
営
し
て

い
る
も
の
の
ほ
う
が
断
然
個
性
的
で
興
味

深
い
。
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
郊
外
に
ひ
っ
そ

り
と
建
つ
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
博
物
館
群
も

そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
群
は
、

公
益
法
人
「
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
財
団
」
の

本
拠
で
あ
る
緑
豊
か
な
セ
ン
タ
ー
の
中
に

あ
る
。

「
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
」
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語

で
一
般
に
文
化
を
意
味
す
る
。
財
団
は
イ

ン
ド
の
伝
統
的
な
手
工
芸
文
化
の
保
護
や

振
興
を
目
的
に
多
彩
な
活
動
を
続
け
て
お

り
、
博
物
館
群
は
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に

「
土
器
」、「
日
用
工
芸
品
」、「
織
物
」
の

三
つ
の
博
物
館
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

一
つ
一
つ
の
博
物
館
は
さ
ほ
ど
大
き
く

な
い
が
、
生
活
に
根
ざ
し
た
技
と
美
が
わ

か
る
品
々
を
シ
ン
プ
ル
に
展
示
し
て
お
り
、

訪
れ
た
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
。

　

そ
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
日

用
工
芸
品
博
物
館
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
家

庭
の
祭
壇
に
祭
る
神
像
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

筆
記
用
具
、
煙
草
を
吸
う
道
具
、
台
所
用

品
、
壺
類
、
ク
シ
と
化
粧
道
具
、
玩
具
な

ど
全
部
で
一
七
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い

る
。
多
様
な
日
用
品
の
展
示
を
と
お
し
て
、

イ
ン
ド
の
人
び
と
の
日
常
の
暮
ら
し
を
伝

え
て
い
る
。

　

各
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

か
ら
集
め
ら
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、
類
似
の
日
用
品
の
地

域
差
も
わ
か
る
仕
組
み
で
あ
る
。
人
び
と

の
日
用
品
へ
の
愛
着
や
職
人
の
丹
念
な
仕

事
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
日
用
品
だ
け

を
こ
れ
ほ
ど
多
数
展
示
し
て
い
る
博
物
館

は
、
イ
ン
ド
で
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
博
物
館
の
展
示
品
は
、
も
と
は
デ

リ
ー
在
住
の
あ
る
裕
福
な
商
人
の
個
人
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
彼
は
若
い
こ
ろ
か

ら
イ
ン
ド
の
工
芸
品
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら

れ
、
商
用
で
訪
れ
る
先
々
で
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
進
め
て
き
た
と
い
う
。

　

や
が
て
彼
の
熱
意
と
優
れ
た
鑑
賞
眼
は

他
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
研
究
者
の
知
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
周
囲
の
す
す

め
も
あ
っ
て
彼
は
今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前

に
私
財
を
投
じ
て
財
団
を
つ
く
り
、
博
物

館
を
設
立
し
た
。
開
館
や
館
の
運
営
に
は

こ
れ
ら
の
研
究
者
や
友
人
た
ち
も
積
極
的

に
協
力
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
イ
ン
ド
で
は
珍
し
い
総
合
的

な
工
芸
博
物
館
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
財
団
は
、
工
芸
の
担

い
手
の
保
護
や
育
成
に
も
熱
心
だ
。
毎
年

各
分
野
の
優
れ
た
職
人
に
奨
励
賞
を
授
与

す
る
ほ
か
、
イ
ン
ド
内
外
か
ら
職
人
や

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
き
、
技
術
の
国
際
交
流
も
お
こ

な
っ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る

瀟し
ょ
う
し
ゃ
洒
な
コ
テ
ー
ジ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
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民
博 

研
究
戦
略
セ
ン
タ
ー

イ
ン
ド
西
部
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
、
宗
教
と

文
化
の
動
態
を
テ
ー
マ
に
研
究
し
て
い
る
。
最
近
は

民
衆
文
化
と
信
仰
の
関
係
や
、
そ
の
継
承
と
変
化
に

関
心
が
あ
る
。

日
用
品
の
技
と
美

　

こ
れ
ら
一
二
個
は
、蜂
田
神
社（
大

阪
府
堺
市
）
か
ら
授
与
さ
れ
る
土
鈴

の
か
ず
か
ず
。
式
内
社
で
あ
る
同
社

に
は
、
古
来
、
鈴
占
神
事
と
い
う
秘

儀
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
節
分
の
未

明
、
冷
気
の
中
に
響
く
鈴
音
が
神
秘

的
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
三
世

紀
前
半
に
活
躍
し
た
呉
王
孫
権
の

末
裔
と
称
す
る
蜂
田
連
が
製
し
奉

納
す
る
土
鈴
一
二
個
の
音
色
に
よ

っ
て
、
年
中
の
吉
凶
を
占
う
神
事
で

あ
る
。
神
事
の
後
、
鈴
は
木
槌
で
砕

か
れ
て
境
内
の
鈴
塚
に
埋
納
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
年
以
来
、

当
日
の
参
拝
者
た
ち
に
籤く
じ

を
引
か

せ
て
授
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社

伝
に
は
、
そ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
別

に
開
運
厄
除
け
の
土
鈴
も
授
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

音
に
よ
る
占
い
と
し
て
は
、
岡
山

市
吉き

び

つ
備
津
に
鎮
座
す
る
吉
備
津
神
社

「
鳴な
る
か
ま釜

神
事
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
、
古
代
の
王
権
に
よ

る
統
治
が
整
備
さ
れ
る
以
前
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
呪
術
の
名
残
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
鈴
扇
舞
」
と
い
う
巫
女
舞
が
あ

る
。
拝
殿
の
賽
銭
箱
と
太
綱
に
取
り

つ
け
ら
れ
た
大
き
な
鈴
は
、
神
社
に

必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
鈴
や
太

鼓
は
、
神
と
の
交
信
に
不
可
欠
な
道

具
。
だ
か
ら
、
鈴
音
の
響
き
に
神
意

を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
。

　

と
は
い
え
、
な
ぜ
か
、
鈴
占
を
お

こ
な
う
神
社
は
珍
し
い
。
一
年
の
吉

凶
・
豊
凶
を
占
う
神
事
と
し
て
も
っ

と
も
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
粥
占

で
あ
る
。
竹
管
内
の
白
粥
ま
た
は
小

豆
粥
の
量
と
、
姿
に
よ
っ
て
、
種
々

の
農
作
物
や
漁
獲
を
占
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
粥
占
も
ま
た
、
未
明

に
お
こ
な
わ
れ
る
秘
儀
で
あ
る
。

　

新
春
の
神
事
に
小
豆
は
欠
か
せ

な
い
。
蜂
田
神
社
の
鈴
占
神
事
に
際

し
て
も
、
参
拝
者
た
ち
に
温
か
い
善

哉
が
振
る
ま
わ
れ
る
。
そ
の
本
来
の

目
的
は
、
寒
気
を
し
の
ぐ
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
粥
占
に
と
も
な

い
奉
納
さ
れ
た
脇
役
の
鈴
に
ば
か

り
気
を
う
ば
わ
れ
て
、
い
つ
し
か
主

副
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
神
社
名
も
「
泉
州
鈴

の
宮
」
と
い
う
俗
称
の
ほ
う
が
知
れ

わ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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プ
参
加
者
が
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
交

流
で
き
る
場
で
も
あ
る
。

　

財
団
は
最
近
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育

に
も
力
を
入
れ
、
伝
統
工
芸
へ
の
理
解
を

広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ー
ス
ト
間
で

異
な
る
職
業
の
技
に
は
互
い
に
無
関
心

だ
っ
た
う
え
、
祭
司
や
武
人
、
農
民
に
比

べ
る
と
手
工
芸
職
人
の
地
位
が
低
か
っ
た

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
と
て

も
新
し
い
。

　

一
コ
レ
ク
タ
ー
の
熱
意
か
ら
は
じ
ま
っ

た
博
物
館
は
、
経
済
発
展
の
か
げ
で
衰
退

が
目
立
つ
伝
統
工
芸
を
あ
ら
た
な
か
た
ち

で
継
承
さ
せ
る
拠
点
に
も
な
っ
て
い
る
。
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