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域
の
「
近
代
美
術
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
官
展
に
つ
い
て
研
究
が
始
ま
る
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
で
あ
る
。
文
展
・
帝
展
や

朝
鮮
美
展
、
台
展
に
つ
い
て
は
、
作
品
調
査
や
歴
史

的
な
変
遷
を
辿
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
主
題
、
そ

の
土
地
の
「
郷
土
色
」
の
評
価
、
審
査
員
制
度
、
展

覧
会
の
構
成
部
門
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
な
ど
、
美
術
の

制
度
化
や
西
洋
美
術
・
日
本
美
術
の
受
容
、
美
術
と

い
う
概
念
そ
の
も
の
の
構
築
に
つ
い
て
の
研
究
が
さ

か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
満
洲
国
展
に
関
し

て
は
、
今
回
の
展
覧
会
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
現
存

す
る
作
品
の
不
在
と
、
中
国
で
の
研
究
の
タ
ブ
ー
視

の
た
め
に
、
研
究
状
況
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
東
京
・
ソ
ウ
ル
・
台
北
・
長
春
の
官

展
を
初
め
て
一
堂
に
集
め
た
今
回
の
展
覧
会
は
、
現

時
点
で
の
最
新
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
、
次
の
段
階

に
導
く
き
っ
か
け
と
な
る
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味

を
持
つ
。
展
覧
会
の
主
担
当
で
あ
る
ラ
ワ
ン
チ
ャ
イ

ク
ン
寿
子
さ
ん
（
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
・
学
芸
員
）
は
、

図
録
の
中
で
、「
各
官
展
を
個
別
に
取
り
上
げ
て
い
た

の
で
は
み
え
て
こ
な
い
、
北
東
ア
ジ
ア
の
近
代
美
術

に
お
け
る
共
通
性
と
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
、
観
客

に
と
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
近
代
美
術
へ
の
入
り
口
に

な
れ
ば
と
願
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
で
は
、
こ
れ
ら
の
官
展
を
四

つ
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
、
総
数
九
三
作
家
、
一
二
九

点
に
よ
っ
て
展
覧
会
は
構
成
さ
れ
た
。福
岡
で
の
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
直
後
、
ラ
ワ
ン
チ
ャ
イ
ク
ン
寿
子
さ
ん
に
、

展
覧
会
の
見
ど
こ
ろ
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
た
。
読
者
の
み
な
さ
ん
に
は
、
で
き

れ
ば
作
品
や
図
録
を
実
際
に
見
な
が
ら
読
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
、
一
層
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
。
展
覧
会

の
事
務
作
業
に
忙
殺
さ
れ
る
な
か
、
お
時
間
を
割
い

て
く
だ
さ
っ
た
ラ
ワ
ン
チ
ャ
イ
ク
ン
さ
ん
に
感
謝
し

た
い
。

（
１
）
張チ
ャ
ン
・
ウ
ソ
ン

遇
聖
《
画
室
》
に
み
る

　
　
　
　

植
民
地
朝
鮮
の
画
家
の
「
近
代
」

　

今
、「
東
京
・
ソ
ウ
ル
・
台
北
・
長
春―

―

官
展
に

み
る
近
代
美
術
」
展
が
巡
回
中
で
あ
る
。

　
「
官
展
」
と
は
、
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
開

設
の
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
か
ら
始
ま
る
政

府
主
催
の
美
術
展
覧
会
を
指
す
が
、
そ
れ
は
公
募
展

の
源
流
と
な
り
、「
日
本
美
術
」
の
場
と
権
力
を
構
築

し
た
制
度
で
あ
る
。

　

日
本
の
植
民
地
支
配
の
拡
大
に
伴
い
、
東
京
だ
け

で
な
く
、
朝
鮮
・
台
湾
・
満
洲
に
お
い
て
も
官
設
の

公
募
美
術
展
覧
会
が
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ

ち
、「
朝
鮮
美
術
展
覧
会
」（
一
九
二
二
〜
四
四
年
、

ソ
ウ
ル
）、「
台
湾
美
術
展
覧
会
」（
一
九
二
七
開
催
。

三
八
年
か
ら
府
展
と
し
て
一
九
四
三
年
ま
で
。
台
北
）、

「
満
洲
国
美
術
展
覧
会
」（
一
九
三
八
〜
一
九
四
四
年
、

長
春
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
日
本
に
よ
る
文
化
的
な

支
配
と
統
合
の
手
段
と
な
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

北
原
恵
（
き
た
は
ら
め
ぐ
み
）
　

表
象
文
化
論
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
。
著
書
に
『
ア
ー
ト
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
』『
撹
乱
分
子
＠
境
界
』（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
）、
編
著
書
に
『
ア
ジ
ア
の
女
性
身
体
は
い
か

に
描
か
れ
た
か　

視
覚
表
象
と
戦
争
の
記
憶
』（
青
弓
社
）
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北
原 

恵

「
官
展
に
み
る
近
代
美
術
」
展

   

主
担
当
・
ラ
ワ
ン
チ
ャ
イ
ク
ン
寿
子
さ
ん
に
聞
く

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
図
録
は
、
私
が
困
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
ん
で
す
。
基
本
情
報
が
一

冊
に
ま
と
ま
っ
て
い
れ
ば
い
い
な
、
と
。
た
と
え
ば

朝
鮮
美
展
の
図
録
は
、
物
資
不
足
で
第
十
九
回
ま
で

し
か
発
行
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
第
二
十
回
か
ら
最

後
の
二
十
三
回
ま
で
は
韓
国
の
資
料
集
を
見
な
が
ら

整
理
し
て
リ
ス
ト
を
作
っ
て
い
ま
す
。
後
々
使
っ
て

も
ら
え
る
図
録
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
た
つ
も
り
で

す
。

―

図
録
で
翻
訳
し
て

い
る
言
語
も
日
本
語
・
韓

国
語
・
中
国
語
の
三
カ
国

語
で
す
が
、
誰
に
向
け
た

展
覧
会
な
の
か
、
誰
に
研

究
し
て
ほ
し
い
の
か
、
企

画
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感

じ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
連
載
の
読

者
に
こ
の
展
覧
会
の
見
所

を
具
体
的
に
教
え
て
い
た

だ
け
ま
す
か
？　

た
と
え

ば
五
つ
作
品
を
選
ん
で
説

明
し
て
い
た
だ
く
と
す
れ

ば
、
ど
う
い
う
作
品
が
あ
る
で
し
ょ
う
？　

わ
た
し
が

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
会
場
入
口
に
あ
っ
た
《
画
室
》

と
い
う
作
品
。
あ
れ
が
ひ
と
つ
ポ
イ
ン
ト
の
作
品
か
な

と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
ご
説

明
い
た
だ
け
ま
す
か
？

　

五
つ
選
ぶ
の
は
難
し
い
で
す
ね
。
見
所
と
い
っ
た

場
合
…
…
、
ま
ず
、
官
展
と
い
う
切
り
口
自
体
が
初

め
て
で
す
が
、
そ
の
テ
ー
マ
で
こ
れ
だ
け
の
質
量
の

作
品
を
集
め
た
の
も
初
め
て
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
近

代
の
韓
国
や
台
湾
や
日
本
の
西
洋
画
だ
け
を
ま
と
め

た
展
覧
会
は
日
本
で
も
開
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
同
時
代
の
こ
の
地
域
の
東
洋
画
や
書
や
彫
刻
な

ど
も
一
緒
に
紹
介
す
る
の
は
最
初
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
全
体
で
い
え
ば
、
戦
前
の
日
本
が
植
民
地
統
治

し
た
り
、
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
地
域
の
美
術
を
総

合
的
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
官
展
と
い
う
切

り
口
な
ら
で
は
の
見
所
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
中
で
作

品
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
北
原
さ
ん
と
同
じ
で
、

私
も
こ
の
作
品
が
す
ご
く
好
き
で
す
ね
。

―
 

張
遇
聖 

の
《
画
室
》（
一
九
四
三
年
）（
図
版
１
）

で
す
ね
。

―

図
録
が
す
ご
く
充
実
し
て
い
ま
す
ね
。
四

つ
の
官
展
に
関
す
る
論
文
や
作
家
・
作
品
解
説
、

年
表
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
展
の
開
催
趣

旨
・
規
則
・
会
期
・
会
場
・
審
査
員
表
・
出
品
作

品
リ
ス
ト
ま
で
載
っ
て
い
て
、
間
違
い
な
く
今
後

の
研
究
の
基
本
文
献
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

111 ● アート・アクティヴィズム 73

図版１　張遇聖 《画室》1943年、
リウム三星美術館蔵



ら
れ
て
い
て
、
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

垣
間
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
の
絵
は
も
う

少
し
複
雑
で
、
そ
の
ヒ
ン
ト
は
妻
が
持
っ

て
い
る
グ
ラ
フ
誌
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―

こ
れ
は
何
の
グ
ラ
フ
誌
か
分
か
っ

て
い
る
ん
で
す
か
？

　

具
体
的
な
雑
誌
名
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
日
本
画
の
グ
ラ
フ
誌
だ
そ
う
で
す
。

金キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
ス
ク

炫
淑
さ
ん
﹇「
官
展
に
み
る
近
代
美

術
」
展
の
協
力
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
・
韓
国

の
美
術
史
研
究
者
﹈
に
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
重
要
な
点
だ
と
思

い
ま
す
。
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
女
性

は
、
伝
統
的
な
「
朝
鮮
ら
し
い
」
存
在

で
す
が
、
グ
ラ
フ
誌
と
い
う
近
代
的
な

も
の
を
手
に
す
る
モ
ダ
ン
な
存
在
で
も

あ
る
ん
で
す
。
し
か
も
日
本
画
の
グ
ラ
フ
誌
な
の
で
、

さ
ら
に
複
雑
か
な
、
と
。
つ
ま
り
、
日
本
の
植
民
地

だ
っ
た
韓
国
で
は
、
台
湾
も
で
す
が
、
近
代
化
と
い

う
の
は
単
な
る
西
洋
化
で
は
な
く
日
本
化
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
小
さ
な
モ

チ
ー
フ
で
す
が
、
こ
の
グ
ラ
フ
誌
は
時
代
背
景
を
理

解
す
る
上
で
糸
口
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―

グ
ラ
フ
誌
を
見
る
女
性
を
ま
た
眼
差
し
て
い
る

と
い
う
と
こ
ろ
も
、
視
線
が
幾
重
に
も
錯
綜
し
て
い
て

　

こ
れ
は
第
二
二
回
朝
鮮
美
展
の
特
選
を
と
っ
た
作

品
で
す
。
張
遇
聖
は
、
以
前
は
こ
ん
な
絵
（《
帰
牧
》  

図
版
２
）
を
描
い
て
い
た
ん
で
す
。
一
九
三
〇
年
代
の

で
、
黄
昏
の
な
か
家
に
帰
る
赤
い
朝
鮮
牛
と
朝
鮮
の

男
の
子
の
よ
う
で
、
朝
鮮
ら
し
い
「
郷
土
色
」
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
「
郷
土
色
」
豊
か

な
も
の
は
、
朝
鮮
で
も
台
湾
で
も
満
洲
で
も
、
現
地

の
官
展
を
主
導
し
た
日
本
人
審
査
員
た
ち
か
ら
高
く

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
こ
れ
は
細
密
に
描

か
れ
て
濃
密
な
色
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
韓
国
の
研

究
者
た
ち
は
と
て
も
日
本
画
的
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
。
そ
う
し
た
点
も
、
当
時
は
肯
定
的
に
評
価

さ
れ
た
だ
ろ
う
な
、
と
。
で
も
、
彼
が
四
〇
年
代
に

描
い
た
《
画
室
》
は
、
表
現
も
内
容
も
少
し
違
う
も

の
に
変
化
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

―

《
画
室
》
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
画
家
本
人
で

あ
る
張
遇
聖
と
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
妻
で
す
ね
。

　

は
い
、
そ
う
で
す
。
画
家
は
洋
装
で
パ
イ
プ
を
持
っ

た
男
性
と
し
て
、
妻
は
、
お
し
ゃ
れ
な
ス
リ
ッ
パ
を

履
い
て
い
ま
す
が
、
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
女
性
と

し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
見
れ
ば
、
モ
ダ
ン

な
男
性
と
伝
統
的
な
女
性
と
い
う
ふ
う
に
描
き
分
け

い
う
こ
と
で
す
か
？

　

画
家
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
伝
統
的
な
背
景
に
じ
っ
と
描
く
の
と
少
し
違

う
方
向
が
模
索
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
か
…
…
。
日
本

人
が
朝
鮮
の
女
性
を
描
く
場
合
は
、
モ
デ
ル
は
だ
い

た
い
妓
生
で
こ
う
い
う
感
じ
で
描
く
の
で
す
ね
。

―

中
沢
弘
光
の
《
朝
鮮
歌
妓
》
一
九
四
〇
年
（
図

版
３
）
と
、
石
井
柏
亭
の
《
紅
蓮
》
一
九
一
八
年
（
図

版
４
）
で
す
ね
。

　

え
え
。
日
本
人
の
画
家
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
異
民

興
味
深
い
で
す
。
そ
し
て
、
非
常
に
モ
ダ
ン
で
す
よ
ね
。

椅
子
に
座
っ
て
足
を
組
ん
で
い
る
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
り
と

か
。
日
本
人
が
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
女
性
を
描
い
た
場
合

に
は
、
伝
統
的
な
家
屋
の
中
で
座
っ
て
い
る
絵
が
多
い
、

と
ご
指
摘
さ
れ
て
ま
し
た
が
。

　

は
い
。
二
〇
年
代
に
は
金キ
ム
・
ウ
ン
ホ

殷
鎬
と
か
は
、
日
本
人

に
近
い
視
線
で
、
伝
統
的
な
家
屋
な
ど
の
中
に
チ
マ

チ
ョ
ゴ
リ
の
女
性
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
だ
ん
だ
ん

そ
う
い
う
世
界
か
ら
抜
け
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。―

三
〇
年
代
に
な
る
と
、
モ
ダ
ン
に
な
っ
て
く
る
と

族
で
あ
る
朝
鮮
の
女
性
を
、い
か
に
も「
朝
鮮
ら
し
い
」

伝
統
的
な
家
屋
の
中
に
座
ら
せ
て
眺
め
る
よ
う
に
描

い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
で
も
、
朝
鮮

の
画
家
に
と
っ
て
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
女
性
と
い
う
の

は
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
対
象
じ
ゃ
な
く
、
自
分
の
身

近
に
い
る
親
し
い
人
で
同
じ
民
族
な
ん
で
す
。
同
じ

よ
う
な
服
装
の
人
物
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
内
実
は

異
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
つ
ま
り
《
画
室
》
の

女
性
は
、
伝
統
的
な
民
族
衣
装
を
着
て
い
て
も
、
足

を
組
み
グ
ラ
フ
誌
を
手
に
す
る
知
的
で
近
代
化
さ
れ

た
朝
鮮
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
。
日
本
人
の
画

家
が
描
く
淑
や
か
で
古
風
な
、
あ
る
意
味
、
日
本
人

男
性
に
と
っ
て
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
面
白
い
の
は
、
張
遇
聖
は
親

日
家
の
画
家
で
、
日
本
画
の
グ
ラ
フ
誌

は
彼
の
そ
う
し
た
立
場
も
示
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
で
も
描
か
れ
て
い
る

人
物
を
見
る
と
、
画
家
も
妻
も
表
情
が

ど
ち
ら
も
冴
え
な
く
て
、
暗
い
雰
囲
気

が
漂
っ
て
い
ま
す
。
絵
の
中
の
人
物
の

表
情
か
ら
は
、
単
に
親
日
的
な
面
ば
か

り
で
な
く
、
植
民
地
エ
リ
ー
ト
の
青
年

の
ど
こ
か
鬱
屈
し
た
よ
う
な
気
分
も
想
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―

も
し
か
し
た
ら
、
こ
ち
ら
に
軍
人
が
い
る
か
も
知

れ
な
い
。

　

そ
う
で
す
ね
、
後
方
支
援
に
つ
い
て
何
か
説
明
を

受
け
て
い
る
最
中
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

画
家
が
朝
鮮
美
展
に
出
す
た
め
に
つ
け
た
も
と
も
と

の
タ
イ
ト
ル
は
、
日
本
語
で
《
或
日
》
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
た
だ
単
に
、
近
所
の
女
性
た
ち
が
井
戸
端

会
議
で
も
し
て
い
る
日
常
の
一
コ
マ
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
う
い
う
鑑
賞
者
の
視
線
を
外
に

向
け
さ
せ
る
作
品
は
、
絵
の
外
で
お
こ
っ
て
い
る
こ

と
を
考
え
な
が
ら
見
る
と
面
白
い
と
思
い
ま
す
し
、

そ
れ
が
作
品
に
近
づ
く
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

（
３
）
朝
鮮
美
展
の
み
の
部
門
、
書
・
四
君
子

　

展
覧
会
で
は
、
韓
国
の
書
と
四
君
子
（
文
人
画
）

に
も
注
目
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

朝
鮮
美
展
を
紹
介
す
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
ジ
ャ
ン

ル
だ
か
ら
で
す
。
書
や
四
君
子
は
、
朝
鮮
の
知
識
人

層
に
朝
鮮
美
展
へ
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
の
懐
柔
策

と
し
て
制
度
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

像
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
深
読
み
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
…
…
。

　

と
も
か
く
、
こ
の
作
品
か
ら
は
、
す
ご
く
多
く
の

こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
内
容
が
豊
か

な
作
品
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
）
戦
時
下
の
日
常

　
　
　
　

│
金キ
ム
・
ギ
チ
ャ
ン

基
昶
《
或
日
》
の
女
性
た
ち

　

金
基
昶
の
《
或
日
》（
図
版
５
）
も
い
い
作
品
で
す
。

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
《
画
室
》
と
同
じ
年
に
制
作
さ

れ
て
て
、
や
は
り
朝
鮮
美
展
に
だ
さ
れ
た
も
の
で
す
。

大
ら
か
な
描
線
と
パ
ス
テ
ル
調
の
透
明
感
の
あ
る
色

彩
で
、
と
て
も
明
快
に
女
性
た
ち
を
描
い
て
い
て
、

円
陣
を
組
む
よ
う
な
構
図
も
す
っ
き
り
し
て
、
ど
こ

か
清
々
し
い
絵
で
す
。
金
基
昶
は
小
さ
い
時
に
聴
力

を
失
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
こ
と
を
思
っ
て
見
る
と
、

さ
ら
に
静
か
な
絵
に
見
え
て
き
ま
す
が
…
…
。

―

登
場
す
る
女
性
た
ち
は
皆
ど
こ
か
他
所
を
向
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
ね
。

　

は
い
、
静
か
な
絵
で
す
が
、
み
ん
な
同
じ
方
向
を

向
い
て
い
て
、
誰
か
の
話
し
を
聞
い
て
い
る
み
た
い

で
す
。
子
ど
も
も
向
こ
う
を
見
て
い
ま
す
。

―

何
か
の
集
ま
り
な
ん
で
す
か
。

　

そ
う
で
す
。「
隣
組
」を
描
い
た
も
の
ら
し
い
で
す
。

実
は
「
集
ま
り
」
と
い
う
別
の
タ
イ
ト
ル
も
あ
る
ん

で
す
。
戦
時
下
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち
の

集
ま
り
は
銃
後
の
守
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
戦
後
に
な
る
と
、
そ
れ
で
批
判
も
受
け

た
よ
う
で
す
。

そ
れ
で
、
朝
鮮
美
展
で
は
書
が
第
九
回
展
ま
で
独
立

し
た
部
門
と
し
て
設
け
ら
れ
、
四
君
子
な
ど
文
人
画

も
含
ま
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
文
展
・
帝
展
に
は
な

い
制
度
で
、
台
展
に
も
な
か
っ
た
の
で
、
特
長
の
あ

る
部
門
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―

こ
れ
は
軸
と
し
て
か
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
？  

　

こ
の
作
品
、
金キ
ム
・
ウ
ン
ウ
ォ
ン

應
元
《
墨
蘭
図
》（
図
版
６
）
は

掛
け
軸
で
す
が
、
ほ
か
に
額
装
な
ど
の
作
品
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

四
君
子
な
ど
文
人
画
は
、
東
洋
画
に
含
ま
れ
た
り

書
と
同
じ
部
門
に
な
っ
た
り
し
て
ま
す
。
た
だ
、
最

初
の
頃
は
入
選
し
て
い
て
も
、結
局
、次
第
に
落
選
し
、

朝
鮮
美
展
の
舞
台
か
ら
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
書
と
か
四
君
子
の
位
置
づ
け
が
、
い
ま

で
も
展
覧
会
を
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ら
を
置
き
去
り

に
し
て
し
ま
う
状
況
を
作
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
朝
鮮
美
展
の
舞
台
か
ら
消
え
て
い
く
こ
と

で
、
公
式
な
近
代
美
術
の
枠
組
み
か
ら
も
漏
れ
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
韓
国
の
書
や
四
君
子
を
紹

介
し
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
美
展
の
特
色
だ
っ
た
か
ら

で
す
が
、
近
代
美
術
の
枠
組
み
に
関
わ
る
問
題
を
含

む
と
も
感
じ
る
か
ら
で
す
。

―

も
う
少
し
説
明
し
て
い
た
だ
く
と
、
朝
鮮
美
展

と
、
そ
れ
か
ら
台
湾
と
満
洲
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
、
展
覧

会
の
部
門
分
け
が
違
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

文
展
・
帝
展
と
も
違
い
ま
す
。
文
展
・
帝
展
は
日

本
画
と
西
洋
画
、
そ
れ
か
ら
彫
刻
が
あ
っ
て
、
少
し
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台
湾
の
場
合
、
写
生
重
視
の
考
え
方
は
、
石
川
欽

一
郎
な
ど
の
日
本
人
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
日
本
式
の
学
校
教
育
の
中
で
、
写
生
を
重
視
し

た
図
画
教
育
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
台
展
・

府
展
の
審
査
で
も
、
写
生
に
基
づ
く
作
品
が
評
価
さ

れ
て
い
く
の
で
す
。

―

た
だ
、
専
門
的
な
大
学
レ
ベ
ル
の
美
術
学
校
は
台

湾
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

は
い
。
台
湾
に
も
、
朝
鮮
や
満
洲
に
も
な
く
、
プ

ロ
の
作
家
を
目
指
す
人
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
内
地
へ

留
学
を
す
る
ん
で
す
。
男
性
は
東
京
美
術
学
校
な
ど

で
、
女
性
は
女
子
美
術
学
校
な
ど
で
す
。
そ
こ
で
写

生
に
基
づ
い
た
手
堅
い
写
実
表
現
を
習
得
し
て
い
ま

す
。
官
展
の
審
査
員
も
多
く
は
東
京
美
術
学
校
の
教

授
だ
っ
た
り
、
文
展
・
帝
展
の
重
鎮
な
の
で
、
審
査

で
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
表
現
や
技
法
を
身
に
つ
け
て

い
る
か
ど
う
か
も
評
価
さ
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
う
い

う
状
況
で
す
か
ら
、
写
生
に
よ
ら
ず
に
、
古
画
な
ど

を
手
本
に
制
作
し
た
よ
う
な
作
品
は
、
入
選
し
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。

（
４
）
植
民
地
台
湾
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

　
　
　

求
め
て

ー
陳
進
《
サ
ン
テ
ィ
モ
ン
社
の
女
》

　

台
湾
の
作
品
も
た
く
さ
ん
紹
介
し
た
い
の
で
す
が
、

陳チ
ェ
ン
・
ジ
ン進

の
《
ア
コ
ー
デ
オ
ン
》（
図
版
７
）
は
最
近
発

見
さ
れ
た
点
で
話
題
性
が
あ
り
ま
す
。

　

と
て
も
清
楚
で
優
雅
な
、
陳
進
の
女
性
像
の
典
型

で
す
。
第
九
回
台
展
入
選
作
で
す
が
、
ず
っ
と
行
方

不
明
で
、
数
年
前
に
親
族
の
家
の
ベ
ッ
ド
下
か
ら
出

て
き
た
そ
う
で
す
。

―

よ
く
見
つ
か
り
ま
し
た
ね
。

　

た
ぶ
ん
こ
ん
な
ふ
う
に
、
こ
れ
か
ら
戦
前
の
貴
重

な
作
品
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
期
待
さ
せ
て

く
れ
ま
す
し
、
そ
う
期
待
し
た
い
で
す
ね
。
今
は
台

北
市
美
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、
貴
重
な
作
品
な
の

で
海
外
貸
し
出
し
に
は
応
じ
て
い
な
い
ら
し
く
、
今

回
は
特
別
よ
、
と
貸
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

特
別
な
作
品
は
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

林リ
ン
・
ユ
イ
シ
ャ
ン

玉
山
の
《
帰
途
》（
図
版
８
）
や
《
故
園
追
憶
》（
図

版
９
）
も
そ
う
で
、
と
く
に
《
帰
途
》
は
、
流
れ
る
よ

う
な
筆
さ
ば
き
で
牛
を
活
き
活
き
と
表
現
し
て
い
て

後
に
な
っ
て
工
芸
が
入
り
ま
す
。

　

朝
鮮
美
展
は
、
帝
展
に
な
ら
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
、

日
本
画
に
あ
た
る
東
洋
画
と
、
西
洋
画
、
彫
刻
、
工

芸
が
同
じ
よ
う
に
あ
り
、
そ
れ
に
書
や
四
君
子
が
加

わ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
書
は
途
中
で
廃
止
さ

れ
る
し
、
四
君
子
も
入
選
し
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て

工
芸
の
部
門
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
の
「
美
術
」

の
考
え
方
に
次
第
に
統
制
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

満
洲
国
展
は
、
東
洋
画
と
西
洋
画
と
彫
刻
と
書
の

部
門
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
書
に
つ
い
て
は
朝
鮮
美

展
を
参
考
に
作
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

台
展
・
府
展
で
は
、
初
回
か
ら
最
後
ま
で
東
洋
画

と
西
洋
画
の
部
門
だ
け
で
し
た
。
台
湾
総
督
府
に
は
、

工
芸
や
彫
刻
を
設
け
る
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

実
現
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
書
の
部
門
は
全
く
考
え
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
文
人
画
の
よ
う
な
作
品
も
ほ
と

ん
ど
入
選
し
て
い
な
い
で
す
ね
。

―

台
湾
で
は
写
生
が
重
ん
じ
ら
れ
た
と
、
昨
日
の
講

演
会
で
も
台
北
市
立
美
術
館
の
林リ
ン
・
ユ
ー
チ
ュ
ン

育
淳
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
。

　

そ
う
で
す
。
そ
れ
は
朝
鮮
美
展
や
満
洲
国
展
で
も

同
じ
で
す
。

も
の
で
、
遠
く
に
は
鉄
橋
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
台
湾
神
社
は
日
本
の
統
治
の
象
徴
だ
し
、

鉄
橋
は
近
代
化
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
こ

の
絵
に
は
植
民
地
統
治
の
様
々
な
シ
ン
ボ
ル

が
含
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
そ
う
し

た
こ
と
は
感

じ
さ
せ
な
い

く
ら
い
、
多

種
多
様
な
植

物
が
、
何
十

色
も
の
緑
色

で
丹
念
に
精

緻
に
描
か
れ

て
い
て
、
ほ

ん
と
う
に
見

飽
き
ま
せ

ん
。
第
二
回

台
展
で
特
選

を
受
賞
し
た

の
で
、
こ
う
し
た
表

現
を
真
似
る
人
が
増

え
て
い
き
、「
郭
雪
湖

様
式
」
と
い
う
の
が

生
ま
れ
た
ん
で
す
。

―

そ
う
な
ん
で
す
か
。
陳
進
の
《
ア
コ
ー
デ
オ
ン
》

を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
日
本
で
見
れ
る
の
は
貴

重
で
す
ね
。

　

日
本
で
は
、
こ
の
展
覧
会
を
逃
し
た
ら
、
そ
ん
な

見
事
で
す
し
、
筆
致
や
水
墨
を
主
体
に
し
て
い
る
あ

た
り
が
、
伝
統
絵
画
の
技
法
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い

た
林
玉
山
な
ら
で
は
で
あ
り
、
台
湾
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
も
感
じ
さ
せ
ま
す
。
郭グ
オ
・
シ
ュ
エ
フ

雪
湖
の
《
円
山
付
近
》

（
図
版
10
）
は
、
台
湾
神
社
が
あ
っ
た
円
山
を
描
い
た
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に
見
る
機
会
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
日
と

く
に
紹
介
し
て
い
る
の
は
東
洋
画
な
ん
で
す
が
、
こ

れ
は
日
本
画
と
同
じ
で
、
紙
や
絹
に
水
墨
や
岩
絵
の

具
で
描
い
て
い
る
の
で
、
長
い
展
示
が
で
き
な
い
ん

で
す
。
そ
こ
が
、
長
期
間
の
展
示
が
で
き
る
油
彩
画

と
は
違
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
台
湾
や
韓
国
の
美
術

館
に
行
っ
て
も
、
運
が
よ
く
な
い
と
、
ま
と
め
て
東

洋
画
を
見
る
の
は
難
し
く
、
そ
れ
も
今
回
の
見
所
の

一
つ
で
す
ね
。

　

話
を
陳
進
に
戻
す
と
、《
ア

コ
ー
デ
オ
ン
》
は
優
雅
な
作

品
で
、
モ
デ
ル
は
お
姉
さ
ん

で
す
。
陳
進
は
、
よ
く
流
行

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
着
た
女

性
に
、
楽
器
な
ど
持
た
せ
て
、

台
湾
の
教
養
の
あ
る
モ
ダ
ン

ガ
ー
ル
を
描
い
て
い
ま
す
。

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
は
彼

女
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ

る
ん
で
す
。
陳
進
は
、
と
て

も
裕
福
な
家
庭
の
出
身
で
、

台
湾
の
女
学
校
を
出
て
東
京

の
女
子
美
で
学
ん
だ
、
ま
さ

に
近
代
的
な
高
等
教
育
を
受

け
た
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
だ
っ
た
ん
で
す
。

　

で
も
、
陳
進
の
一
番
い
い
作
品
は
《
サ
ン
テ
ィ

モ
ン
社
の
女
》（
図
版
11
）だ
と
思
い
ま
す
ね
。
さ
っ

き
の
《
ア
コ
ー
デ
オ
ン
》
の
翌
年
に
制
作
し
て
、

一
九
三
六
年
の
文
展
監
査
展
に
入
選
し
た
作
品

な
ん
で
す
が
、
絵
に
漂
う
緊
張
感
み
た
い
な
も

の
が
全
然
違
う
な
、
と
。―

ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
？

　

こ
れ
は
原
住
民
を
描
い
て
い

る
ん
で
す
か
？

　

は
い
、
原
住
民
を
描
い

て
い
ま
す
。
登
場
人
物
が

多
い
の
で
、
構
図
も
人
物

の
視
線
も
ず
っ
と
複
雑
に

な
っ
て
い
て
、
人
物
の
配

置
を
緊
密
に
し
な
い
と
画

面
に
収
ま
ら
な
い
の
で
、

そ
う
し
た
分
緊
張
感
も
高

ま
っ
て
い
る
と
い
う
か

…
…
。
ま
た
、
お
姉
さ
ん

を
モ
デ
ル
に
す
る
の
は
簡

単
で
す
が
、
原
住
民
を
描

く
に
は
取
材
も
し
な
い
と

い
け
な
い
の
で
手
間
も
か

か
っ
て
い
ま
す
。
原
住
民

を
描
く
こ
と
自
体
、
陳
進

は
こ
れ
が
初
め
て
で
、
主

題
に
む
き
あ
っ
た
と
き
の

緊
張
感
や
新
鮮
さ
も
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

原
住
民
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
美
し
い
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ

ス
の
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
は
違
う
重
い
も
の
な
ん
で
す
。

―

実
際
に
現
地
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

　

そ
う
で
す
ね
。
サ
ン
テ
ィ
モ
ン
社
は
、
当
時
、
モ

デ
ル
的
な
先
住
民
集
落
と
し
て
日
本
で
も
知
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
、
屏
東
に
あ
っ
た
ん
で
す
。
陳
進
は
そ
の

屏
東
の
女
学
校
の
先
生
を
し
て
い
て
、
ど
う
も
学
校

が
夏
休
み
に
入
っ
た
頃
に
取
材
に
行
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
学
校
の
近
く
に
は
原
住
民
の
資
料
館
も
あ
っ

た
の
で
、
そ
こ
で
も
刺
激
を
受
け
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ご
遺
族
の
も
と
に
は
、い
ま
も
取
材
時
の
ス
ケ
ッ

チ
や
写
真
が
残
っ
て
い
ま
す
。

―

こ
れ
は
何
を
描
き
た
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

　

う
ー
ん
、
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
陳
進
は
「
郷
土

美
を
描
き
た
か
っ
た
」
と
言
っ
て
ま
す
が
、
そ
れ
は

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

―

陳
進
は
原
住
民
で
は
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

陳
進
は
台
湾
の
植
民
地
エ
リ
ー
ト
層
の
出
身
で
す
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が
、
原
住
民
は
当
時
最
下
層
に
置
か
れ
た
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
で
す
。
で
も
一
方
で
、
原
住
民
は
ご
く
少
数
な

の
に
、
日
本
人
か
ら
見
る
と
台
湾
を
象
徴
す
る
存
在

で
、
台
展
だ
け
で
な
く
帝
展
な
ど
で
も
原
住
民
テ
ー

マ
の
作
品
が
見
ら
れ
る
ん
で
す
。
当
時
、
台
湾
在
住

の
作
家
に
対
し
て
奨
励
さ
れ
た
「
郷
土
色
」
の
表
出

と
い
う
点
で
も
、
原
住
民
は
う
ま
く
合
う
テ
ー
マ
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
陳
進
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
中
で
審

査
員
の
評
価
を
心
得
て
、
台
湾
を
象
徴
す
る
原
住
民

で
「
郷
土
美
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
ん
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
絵
の
女
性
た
ち
は
、
手
の

刺
青
や
黒
い
肌
や
裸
足
な
ど
に
「
野
生
的
」
な
イ
メ
ー

ジ
も
見
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
と
て
も
凛
と
し
た
姿
で

理
想
的
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
何
者
に

も
侵
さ
れ
な
い
独
自
な
台
湾
の
姿
み
た
い
に
見
え
ま

す
。
し
か
も
、
女
性
た
ち
の
視
線
は
複
雑
に
流
れ
て

い
て
、
そ
の
中
で
座
っ
て
い
る
女
の
子
が
、
こ
ち
ら

を
強
く
見
返
し
て
い
る
の
が
い
い
で
す
よ
ね
。
明
ら

か
に
こ
ち
ら
側
、
こ
ち
ら
側
に
は
審
査
を
し
た
日
本

人
男
性
の
重
鎮
た
ち
も
い
た
ん
で
す
が
、
植
民
地
側

の
女
性
が
こ
ち
ら
側
を
見
返
す
構
図
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

―

画
面
右
端
か
ら
二
人
目
は
、女
の
子
な
ん
で
す
ね
。

　

み
ん
な
女
性
で
す
。
こ
の
絵
に
張
り
つ
め
た
緊
張

感
は
、
女
性
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
眼
差
し
の
流
れ
か

ら
も
作
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
人
と
台
湾
人
陳
進
と
原
住
民
、
ま
た
男
性
審

査
員
と
女
性
画
家
、
そ
れ
か
ら
宗
主
国
の
日
本
と
植

民
地
の
台
湾
。
こ
う
し
た
幾
つ
も
の
関
係
と
か
社
会

の
構
造
み
た
い
な
の
が
複
雑
に
交
わ
っ
た
中
で
、
こ

の
作
品
は
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
時
代
背
景
を
知
っ

て
展
覧
会
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
作
品
に
よ
り
近

づ
い
て
い
た
だ
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

余
談
で
す
が
、
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
の
作

品
は
原
住
民
を
描
い
て
い
る
か
ら
（
絵
の
値
段
が
）

安
か
っ
た
、
と
陳
進
は
言
っ
た
そ
う
で
す
。
笑
え
な

い
話
で
す
が
、
当
時
の
台
湾
の
地
位
だ
と
か
先
住
民

に
対
す
る
世
間
の
眼
差
し
と
か
、
社
会
状
況
が
見
え

て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
す
。

（
５
）
作
品
を
探
し
求
め
て

ー
満
洲
国
展

　

―

満
洲
は
少
な
い
で
す
よ
ね
。

　

え
え
、
昨
日
、
江
川
佳
秀
さ
ん
（
徳
島
県
立
近
代

美
術
館
学
芸
調
査
課
長
）
に
講
演
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
満
洲
関
係
の
作
品
は
本
当
に
少
な
く
、

満
洲
国
展
出
品
作
は
ま
っ
た
く
所
在
不
明
で
す
。

―

作
品
が
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
か
？

　

満
洲
に
渡
っ
た
日
本
人
の
中
に
は
、
戦
前
に
作
品

を
持
ち
帰
っ
た
人
も
い
る
の
で
す
が
、
満
洲
国
展
関

係
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
戦
後
の
引
き
揚
げ

の
と
き
は
、
行
李
一
つ
し
か
持
ち
出
せ
な
か
っ
た
ら

し
い
の
で
、
大
き
な
作
品
は
持
ち
帰
ら
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
満
洲
国
展
に
は
中
国
人
も
参
加
し
て
い
た

ん
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
日
本
に
協
力
し
た
こ
と
に

な
る
の
で
、
戦
後
に
絵
が
保
管
さ
れ
た
か
ど
う
か
は

疑
問
で
す
。

―

残
っ
て
い
た
と
し
て
も
ひ
た
す
ら
隠
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

戦
後
は
文
化
大
革
命
も
起
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
中

で
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
第
八
回
の
満
洲
国
展
の
開
会
式
の
朝
に
ソ

連
軍
が
侵
攻
し
て
、
み
な
展
示
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

逃
げ
て
、
第
八
回
は
開
か
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
で
す
。

だ
か
ら
、
当
時
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、

各
所
に
放
置
さ
れ
た
作
品
は
ロ
シ
ア
に
移
さ
れ
て
保

管
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
お
し
ゃ
い
ま
す

ね
。
で
も
、確
か
な
こ
と
は
何
も
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

―

映
画
も
満
映
が
撮
っ
た
も
の
が
ロ
シ
ア
で
大

分
見
つ
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
。

　

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
二
〇
〇
七
年
に
、
満
洲
の

実
業
家
・
首
藤
定
が
集
め
た
東
洋
美
術

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
ロ
シ
ア
か
ら
大
分

に
里
帰
り
し
て
展
覧
会
が
開
か
れ
ま

し
た
か
ら
、
そ
れ
も
考
え
る
と
、
ロ
シ

ア
で
の
調
査
は
今
後
必
要
だ
と
思
い

ま
す
。

―

今
回
新
し
く
作
品
が
見
つ
か
っ

た
と
聞
い
た
ん
で
す
が
。

　

赤
羽
末
吉
は
、
第
四
回
満
洲
国
展
に

《
瑠
璃
塔
》
を
出
し
て
特
選
を
受
賞
し

て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
自
体
は
所
在
不

明
で
す
が
、
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
《
承
徳

福
壽
廟
の
瑠
璃
塔
》（
図
版
12
）
が
出
て

き
ま
し
た
。
承
徳
は
、
北
京
の
北
東
に

あ
る
都
市
で
、
清
朝
の
離
宮
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。
日
本
人
の
画
家
は
訪
中

す
る
と
よ
く
行
っ
て
て
、
こ
の
展
覧
会

に
出
て
い
る
安
井
曾
太
郎
の
《
承
徳
喇
嘛
廟
》（
図
版

13
）
も
、
安
井
が
満
洲
国
展
の
前
身
と
な
る
展
覧
会

の
審
査
に
行
っ
た
と
き
に
、
承
徳
に
取
材
し
て
描
い

た
も
の
で
す
。
赤
羽
た
ち
満
洲
在
住
の
作
家
も
一
度

は
訪
ね
た
名
所
の
よ
う
で
、
赤
羽
の
ス
ケ
ッ
チ
の
中
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て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
今
回
出
品
し
て
い
た
だ
い

た
ス
ケ
ッ
チ
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
た
と
き

に
、
こ
れ
は
あ
の
写
真
の
中
の
絵
と
一
緒
だ
と
思
い

ま
し
た
。

―

貴
重
で
す
よ
ね
。

　

満
洲
国
展
の
出
品
作
品
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、

本
当
に
唯
一
の
関
連
資
料
と
し
て
今
回
展
示
し
て
い

ま
す
。
で
も
、
こ
の
展
覧
会
を
や
っ
た
ら
、
我
が
家

に
も
有
り
ま
す
、
と
い
う
方
が
出
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
展
覧
会
を
す
る
と
、
本
当
に
作
品
が
出
て

き
た
と
い
う
話
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
次
の

展
覧
会
や
研
究
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

満
洲
国
展
の
出
品
作
だ
け
で
な
く
満
洲
時
代
の
も
の

は
、
所
在
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
期

待
さ
れ
る
調
査
領
域
に
な
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。

﹇
追
記
・
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
で
の
会
期
中
に
、
版
画

家
の
大
久
保
一
の
第
三
回
満
洲
国
展
出
品
作
と
考
え

ら
れ
る
《
室
内
》（
図
版
15
）
が
和
歌
山
県
立
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
﹈

―

ラ
ワ
ン
さ
ん
は
図
録
の
中
で
、
官
展
や
植
民
地

に
は
、
承
徳
に
取
材
し
た
も
の
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
。

―

《
承
徳
福
壽
廟
の
瑠
璃
塔
》

は
ラ
ワ
ン
さ
ん
が
見
つ
け
ら
れ
た
ん

で
す
か
？

　

ご
遺
族
に
、
第
四
回
満
洲
国
展
の

会
場
風
景
写
真
（
図
版
14
）
を
見
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
が
、
ご
遺
族
は
、
何

の
写
真
か
ご
存
知
で
は
な
か
っ
た
ん

で
す
。
広
い
会
場
に
大
作
が
並
ん
で

い
る
の
で
、
た
ぶ
ん
満
洲
国
展
の
会

場
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

赤
羽
末
吉
は
、
満
洲
国
展
の
常
連

で
戦
前
は
日
本
画
家
で
し
た
が
、
戦

後
は
絵
本
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く

人
で
す
ね
。

―

『
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
』で
す
ね
。

　

え
え
。
そ
れ
で
、
絵
本
の
原
画
と

一
緒
に
、
満
洲
時
代
の
ス
ケ
ッ
チ
な

ど
が
、
ち
ひ
ろ
美
術
館
に
保
管
さ
れ

の
が
難
し
い
も
の
で
し
た
が
、
二
〇
年
の
積
み
重
ね

が
あ
っ
て
や
っ
と
展
覧
会
に
な
っ
た
ん
で
す
。
だ
っ

た
ら
、
や
っ
と
生
ま
れ
た
こ
の
展
覧
会
が
、
次
の

二
〇
年
の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
、
と

い
う
願
い
で
す
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
展
覧
会
を
機

に
関
心
を
も
つ
人
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
新
た
な
作

品
の
発
掘
や
調
査
に
結
び
つ
い
て
い
け
ば
い
い
と
思

い
ま
す
し
、
実
際
に
そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
ま
た
違
う
切
り
口
で
新
た
な
展
覧
会

が
企
画
さ
れ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
今
回
、
初
め
て
各
官
展
を
一
堂
に
集
め

た
ん
で
す
が
、
こ
れ
で
初
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
官
展

と
そ
こ
で
生
ま
れ
た
近
代
美
術
を
比
較
で
き
る
土

台
が
少
し
は
で
き
た
か
な
、
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
の
二
〇
年
が
ど
う
な
る
か
は
見
え
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
領
域
を
展
覧

会
に
し
た
こ
と
で
、次
の
扉
が
開
け
ば
い
い
で
す
。

―

ア
ジ
美
だ
か
ら
出
来
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て

ア
ジ
美
は
や
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

や
っ
ぱ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
美
術
の
展
覧
会

を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
の
要
と
な
っ
た
官
展
に

目
を
む
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
。
こ

れ
は
、
ア
ジ
美
が
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
は
思

い
ま
し
た
。

―

よ
く
決
断
し
て
や
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

深
く
考
え
ず
に
企
画
し
た
ん
で
す
よ
。

　

た
だ
、
二
〇
〇
六
年
に
、『
日
本
時
代
の
台
湾
絵
画
』

と
い
う
小
規
模
の
展
覧
会
を
行
っ
た
の
は
、
今
回
の

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
台
湾
の
場
合
、
日
本

統
治
下
の
台
湾
美
術
は
台
展
・
府
展
な
ど
官
展
の
歴

史
と
ほ
ぼ
重
な
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
の
展

覧
会
の
中
身
は
、
実
際
に
は
台
展
・
府
展
を
紹
介
す

る
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
れ
が
開
催
で

き
た
な
ら
、
今
回
の
よ
う
な
展
覧
会
も
開
催
で
き
る

は
ず
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
官
展
は
北
東
ア
ジ
ア
で
唯
一
共
通
す
る
展

覧
会
で
す
し
、
各
地
の
美
術
活
動
で
も
要
と
な
る
展

覧
会
だ
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
一
度
全
部
を
等
し

く
見
渡
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。

　

―

五
年
が
か
り
で
、
実
質
的
に
動
き
出
し
て
。

　

き
っ
か
け
は
、
二
〇
〇
六
年
で
す
け
ど
、
現
地
の

研
究
者
や
学
芸
員
さ
ん
に
相
談
し
た
の
は
五
年
ほ
ど

期
の
展
覧
会
に
つ
い
て
の
研
究
が
始
ま
っ
て
二
〇
年
、
歴

史
が
ま
だ
二
〇
年
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
展
覧
会
は

こ
れ
か
ら
の
未
来
の
二
〇
年
に
向
け
た
と
書
い
て
ら
っ

し
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う

か
？

　

官
展
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
領
域
で
、
展
覧
会
に
す
る
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前
で
、
数
年
前
か
ら
兵
庫
県
美
さ
ん
、
そ
し
て
府
中

市
美
さ
ん
に
企
画
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

―

大
変
で
し
た
か
。

　

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。

　

ほ
ん
と
う
は
、
韓
国
や
台
湾
へ
も
巡
回
で
き
た
ら

よ
か
っ
た
の
で
す
が
…
…
。
企
画
に
深
く
関
わ
っ
て

く
だ
さ
っ
た
韓
国
や
台
湾
の
研
究
者
や
学
芸
員
た
ち

も
、
巡
回
し
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
会

期
や
予
算
や
、
そ
し
て
社
会
情
勢
も
あ
っ
て
う
ま
く

行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
韓
国
や
台
湾
の
重

要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
た
く
さ
ん
拝
借
で
き
ま
し
た

か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
現
地
の
方
々
の
協
力
が
あ
っ
て

実
現
で
き
た
ん
で
す
。
国
際
共
同
企
画
と
言

う
べ
き
展
覧
会
で
す
ね
。

―

そ
れ
は
も
う
ラ
ワ
ン
さ
ん
の
熱
意
で
す
よ
ね
。

展
覧
会
を
見
る
と
き
、
作
品
解
説
が
必
要
だ
と
思
い

ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
見
方
が
で
き
る
し
。
今
回
の
展

覧
会
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
朝
鮮
美
展
で
は
朝
鮮
人

美
術
家
が
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し
て
い
た
の
か
と
誤

解
さ
れ
か
ね
な
い
。
で
も
充
実
し
た
図
録
が
史
実
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

会
場
に
解
説
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
間
に
合
わ
ず
、
ご

不
便
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

　

図
録
の
論
文
と
作
家
・
作
品
解
説
は
日
中
韓
で
作

成
し
、
基
本
的
な
資
料
も
加
え
た
の
で
、
簡
単
な
辞

書
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―

お
忙
し
い
と
き
に
長
い
時
間
を
と
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
（
二
〇
一
四
年
二
月
十
六
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

於
・
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
）
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