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旼

修

は
じ
め
に

一

民
展
時
代
の
開
幕
と
「
新
し
い
形
象
性
」
の
傾
向

二

ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
韓
国
画
の
登
場

（
一
）
伝
統
絵
画
に
お
け
る
「
形
象
」
の
問
題

（
二
）
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
法
と
韓
国
画
の
結
合

三

新
形
象
時
代
の
韓
国
画
の
様
相
：
水
墨
画
運
動
か
ら
民
衆
美
術
ま
で

結
びは

じ
め
に

韓
国
美
術
界
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
重
要
な
転
換
期
を
迎
え
た
。
一
九
四
五

年
の
解
放
後
、
政
府
が
主
導
し
て
創
設
さ
れ
た「
大
韓
民
国
美
術
展
覧
会
」（
以
下「
国
展
」）

の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
が
日
増
し
に
強
ま
る
中
で）

1
（

、
新
聞
社
が
主
催
す
る
大
規
模
で
特
色

の
あ
る
民
間
公
募
展
（
以
下
、
民
展
）
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
火
付
け

役
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
と
一
九
七
一
年
に
一
、
二
回
展
を
開
催
し
、
一
旦
中
断

さ
れ
た
後
、
一
九
七
六
年
に
再
開
さ
れ
た
韓
国
日
報
主
催
の
「
韓
国
美
術
大
賞
展
」
だ
っ

た
）
2
（

。
さ
ら
に
一
九
七
八
年
か
ら
は
東
亜
放
送
が
主
催
す
る
「
東
亜
美
術
祭
」
と
、
中
央
日

報
と
東
洋
放
送
主
催
の
「
中
央
美
術
大
展
」
が
相
次
い
で
発
足
し
、
三
大
民
展
時
代
が
幕

を
開
け
た
。

こ
れ
ら
民
展
が
標
榜
し
た
の
は
、「
新
し
さ
」
と
「
形
象
性
」
で
あ
っ
た
。「
東
亜
美
術

祭
」
が
掲
げ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
「
新
し
い
形
象
性
」
で
あ
り
、「
中
央
美
術
大
展
」

は
「
韓
国
美
術
の
新
時
代
を
開
く
」
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
展
覧
会
の
共
通

点
は
何
よ
り
も
、
旧
態
か
ら
の
脱
皮
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
六
〇

年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
主
流
と
な
っ
て
い
た
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
や
単
色
画

の
よ
う
な
抽
象
画
傾
向
に
対
す
る
反
発
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既
存
の

「
国
展
」
の
主
流
で
あ
っ
た
旧
態
依
然
と
し
た
具
象
と
区
別
す
る
た
め
に
「
新
し
い
形
象
」

と
呼
ん
だ
点
は
特
記
に
値
す
る
。

筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
展
覧
会
の
流
れ
が
韓
国
画
に
も
そ
の
ま
ま
反
映

さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
当
然
の
結
果
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
公
募
展
で
実
力
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
盤
を
固
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
作
家
た
ち
の
状
況
は
、
韓
国
画
も
他
ジ
ャ
ン
ル
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
傾
向
を
持
つ
韓
国
画
が
登
場
し

稲
葉
（
藤
村
）
真
以

訳

︱
︱
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
民
衆
美
術
ま
で
︱
︱
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し
か
し
こ
れ
ら
民
展
で
何
よ
り

も
強
調
さ
れ
た
の
は
「
形
象
」
で

あ
る
。
東
洋
画
、
西
洋
画
、
版

画
、
彫
刻
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ

ず
、
抽
象
と
い
う
純
粋
な
造
形
的

形
態
で
は
な
い
、
具
体
的
な
形
を

表
現
し
た
作
品
が
目
立
ち
は
じ

め
た
。
代
表
的
な
例
と
し
て
「
東

亜
美
術
祭
」
の
大
賞
受
賞
者
、

卞ビ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ン
ゴ
ン

鍾
坤
は
「
国
展
」
を
無
視
し

て
い
た
大
邱
出
身
の
在
野
作
家

で
、
受
賞
作
の
《1978. 1. 28

》

（
挿
図
1
）
は
、
米
軍
撤
収
の
痕

跡
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
る
飛

行
場
の
滑
走
路
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。
新
聞
の
一
面
を
飾
っ
た
記

事
に
は
、「
我
々
を
と
り
ま
く
現

実
を
大
胆
に
造
形
化
し
た
特
徴
を

有
し
て
お
り
、
従
来
の
リ
ア
リ
ズ

ム
の
手
法
と
は
異
な
る
写
実
的
な

方
法
で
、
時
代
性
と
文
明
批
判
的

な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
現
代
絵
画

作
品）

4
（

」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
現
実
の
テ
ー
マ
を

た
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
直
接
的
な
理
由
と
な
っ
た
。
韓
国
画
を
伝
統
画
の
脈

絡
か
ら
で
は
な
く
、
当
時
の
美
術
界
の
脈
絡
か
ら
分
析
す
る
必
要
性
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ

る
。
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
現
象
は
、
水
墨
と
抽
象
の
関
係
に
の
み
集
中
し

て
き
た
従
来
の
議
論
を
通
じ
て
は
決
し
て
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る）

3
（

。

し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
「
形
象
性
」
の
脈
絡
か
ら
韓
国
画
を
再
検
討
し
た
い
。
し
か

し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
伝
統
的
な
絵
画
に
お
け
る
形
象
概
念
と
、
民
展
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
韓
国
美
術
界
に
提
起
さ
れ
た
形
象
概
念
に
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
を
包
括
し
た
非
常

に
ユ
ニ
ー
ク
な
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
は
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
韓
国

画
を
軸
に
、
伝
統
的
絵
画
に
お
け
る
形
象
概
念
と
、
民
展
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
形
象

概
念
の
共
通
点
と
違
い
を
分
析
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
、
一
九
七

〇
年
代
以
前
の
韓
国
画
と
、
そ
の
後
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
起
こ
っ
た
水
墨
画
運
動
、
さ

ら
に
民
衆
美
術）

1

（
訳
者
註

系
の
韓
国
画
を
貫
く
「
形
象
」
概
念
の
変
化
と
推
移
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
。

一

民
展
時
代
の
開
幕
と
「
新
し
い
形
象
性
」
の
傾
向

民
間
主
催
の
展
覧
会
を
既
存
の
「
国
展
」
と
比
較
し
た
と
き
に
ま
ず
違
う
点
は
、
シ
ス

テ
ム
と
運
営
の
方
法
で
あ
る
。「
東
亜
美
術
祭
」
は
、
伝
統
絵
画
を
絵
画
一
部
、
西
洋
画

と
現
代
東
洋
画
を
絵
画
二
部
、
版
画
を
絵
画
三
部
、
そ
し
て
彫
刻
を
四
部
と
し
て
新
た
に

分
類
し
た
。
ま
た「
韓
国
美
術
大
賞
展
」は
、
外
国
の
国
際
展
や
企
画
展
の
よ
う
に
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
制
度
を
導
入
し
て
、
一
般
公
募
と
指
名
公
募
部
門
を
分
け
て
賞
を
設
定
し
た
。

「
中
央
美
術
大
展
」
の
運
営
シ
ス
テ
ム
は
比
較
的
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

学
閥
や
派
閥
に
関
係
の
な
い
大
学
の
出
身
者
や
独
学
し
た
作
家
に
対
す
る
賞
の
配
分
は
、

三
つ
の
公
募
展
の
審
査
に
お
い
て
神
経
を
使
う
部
分
だ
っ
た
。

挿図 1 卞鍾坤《1978.1.28》1978 年、キャンバスに油彩、第一回東亜美術祭大賞、縦 130cm 横 324cm 東亜日報社蔵
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扱
っ
て
は
い
る
が
、
旧
態
依
然
と
し
た
写
実
的
描
写
か
ら
脱
し
た
点
や
、
時
代
と
社
会
に

対
す
る
批
判
的
な
視
点
を
持
っ
た
点
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る）

5
（

。

様
々
な
点
で
「
国
展
」
と
は
差
別
化
さ
れ
た
民
展
の
評
価
基
準
は
、
伝
統
絵
画
／
東
洋

画
の
受
賞
作
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
と
表
れ
た
。
例
え
ば
、
第
一
回
「
東
亜
美
術
祭
」
の

絵
画
一
部
（
伝
統
絵
画
）
の
東
亜
美
術
賞
受
賞
作
で
あ
る
李イ

・
サ
ン
ウ
ォ
ン

相
元
の
《
時
間
と
空
間
の
中

で
Ⅱ
》（
挿
図
2
）
と
金

キ
ム
・
チ
ョ
ン
ヨ
ン

天
栄
の
《
静
》（
挿
図
3
）
は
、
伝
統
絵
画
に
対
す
る
固
定
観
念

を
破
る
新
た
な
感
覚
を
示
し
た
。
李
相
元
の
作
品
は
、
地
面
に
深
く
刻
ま
れ
た
轍
が
長
く

ま
っ
す
ぐ
延
び
て
い
る
単
純
な
形
態
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
主
な
媒
体
は
水
墨
淡
彩
で

あ
る
が
、
油
絵
の
具
を
加
え
た
こ
と
に
よ
る
鮮
や
か
な
色
彩
が
特
徴
的
で
、
一
定
の
パ

タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
平
面
性
を
強
調
し
た
画
面
構
成
と
な
っ
た
。
一
方
、

金
天
栄
の
場
合
は
、
上
下
段
に
分
け
た
構
図
で
、
東
洋
画
の
彩
色
顔
料
を
使
用
し
て
水
と

石
を
写
真
の
よ
う
に
精
密
に
描
い
た
作
品
で
あ
る）

6
（

。

「
東
亜
美
術
祭
」
は
民
展
の
方
向
性
を
最
も
明
確
に
示
し
て
い
た
。
主
催
者
側
は
「
新

挿図 2 李相元《時間と空間の中でⅡ》1977 年、紙に水墨
淡彩、オイルカラー、第一回東亜美術祭東亜美術賞、縦
161cm 横 130cm

挿図 3 金天栄《静》1978 年、紙本濃彩、第一回東亜美術祭東亜美術賞、縦 130cm 横 160cm
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李
亀
烈
も
ま
た「
表
現
に
お
い
て
、
自
然
の
形
態
を
作
品
の
中
に
持
ち
込
む
場
合
で
も
、

従
来
の
単
純
な
手
法
に
よ
る
再
現
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
作
家
の
内
面
的
な
世
界

が
、
そ
れ
自
体
で
独
自
性
を
持
つ
よ
う
な
創
造
行
為
」
と
い
う
意
味
で
、
新
た
な
形
象
性

が
持
つ
広
が
り
を
強
調
し
た
。
一
方
劉
俊
相
は
、「
外
部
世
界
に
対
す
る
一
般
的
な
経
験

を
美
術
的
に
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
各
作
家
ご
と
の
個
別
体
験
を
表
出
す
る
こ
と
」
で

あ
る
と
し
、
形
象
性
を
作
家
個
人
の
内
面
世
界
の
表
出
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
示
し

た
。
さ
ら
に
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
国
家
や
地
域
を
単
位
と
し
た
普
遍
的
一
般
性

の
表
現
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
し
、「
ド
イ
ツ
の
表
現
主
義
、
北
欧
の
幻
想
主
義
の
よ
う

に
、
我
々
民
族
が
持
っ
て
い
る
内
部
表
出
が
表
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
」
し
て
い
る

と
付
け
加
え
た）

9
（

。

座
談
会
の
参
加
者
の
議
論
を
総
合
す
る
と
、
新
し
い
形
象
性
と
い
う
の
は
「
再
現
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
な
く
、「
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
世
界
を
成
す
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
」
で

あ
り
、「
新
た
に
提
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
言

及
し
た
よ
う
に
「
作
家
個
人
の
内
面
世
界
ま
た
は
内
的
イ
メ
ー
ジ
の
表
出
」
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
古
臭
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
言
わ
れ
て
い
た
「
国
展
」
の
具
象
は
も
ち
ろ
ん
、
抽
象

や
非
具
象
概
念
と
も
区
分
さ
れ
る
新
し
い
形
象
性
は
、「
従
来
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
分

類
」
な
の
で
あ
っ
た）

10
（

。

だ
と
す
れ
ば
こ
の
新
し
い
形
象
性
と
い
う
用
語
と
概
念
は
、
果
た
し
て
当
時
の
民
展
の

開
幕
を
き
っ
か
け
に
創
案
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
れ
と
非
常
に
よ

く
似
た
例
が
す
で
に
西
欧
美
術
に
登
場
し
て
い
た
。
偶
然
に
も
、
そ
れ
を
韓
国
に
紹
介
し

た
の
が
李
逸
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
論
考
「
抽
象
美
術
、
そ
の
後

─
新
形
象
と
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
」
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ

ア
リ
ス
ム
（nouveau réalism

e

）
美
学
と
、
新
具
象
（nouvelle figuration

）
2

（
訳
者
註

）
の
概
念
に
つ
い

て
詳
し
く
記
述
し
た）

11
（

。

し
い
形
象
性
の
追
求
」
と
い
う
大
命
題
を
掲
げ
て
美
術
祭
の
趣
旨
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
一
方

で
、
出
品
者
た
ち
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
座
談
会
を
開
き
、
企
画
記
事
を
展
覧
会
の
開

幕
前
か
ら
活
発
に
掲
載
し
た
。『
東
亜
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
美
術
祭
の
運
営
委
員
お

よ
び
審
査
員
で
あ
る
美
術
評
論
家
の
劉ユ

・
ジ
ュ
ン
サ
ン

俊
相
、
李イ

・
グ
ヨ
ル

亀
烈
、
李イ

・
イ
ル逸

、
呉オ

・
グ
ァ
ン
ス

光
洙
ら
の
座
談
会
の

中
で
李
逸
は
、
新
し
い
形
象
性
を
標
榜
し
た
直
接
の
動
機
と
し
て
「
現
在
、
韓
国
の
美
術

界
、
特
に
若
い
世
代
層
に
広
が
っ
て
い
る
抽
象
一
辺
倒
の
現
象
の
た
め
に
、
絵
画
の
形
象

性
に
対
す
る
関
心
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
た
も
の
」
で

あ
る
と
指
摘
し
た）

7
（

。

座
談
会
の
主
な
議
題
は
、
新
し
い
形
象
性
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
新

し
い
形
象
性
に
つ
い
て
の
意
見
を
提
示
し
た
が
、
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
呉
光

洙
は
「
形
象
」
と
「
具
象
」
を
区
別
し
、
形
象
性
と
い
う
の
は
、
現
在
、
韓
国
画
壇
で
通

用
し
て
い
る
具
象
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
り
、
具
象
お
よ
び
抽
象
の
概
念
も
ま
た
曖
昧

に
な
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
。
一
方
李
逸
の
場
合
は
よ
り
具
体
的
に
形
象
性
の
概
念
を
説

明
し
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
み
た
い
。

要
す
る
に
具
象
と
い
う
の
は
、
再
現
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
再
現
性
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
形
象
性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
の
新
し
い
形
象
性
は
再
現
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
再
現

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
媒
体
に
し
て
、
別
の
実
在
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自

体
が
一
つ
の
世
界
を
成
す
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
い
わ
ば
新
た

に
提
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
は
時
に
よ
っ
て
、
想
像
的
ま
た
は
幻
想
的
な

イ
メ
ー
ジ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
新
し
い
形
象
性
と
い
う
の
は
、
内
的

イ
メ
ー
ジ
の
表
出
だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
金

キ
ム
・
チ
ャ
ン
ヨ
ル

昌
烈
氏
の
水
滴
の
場
合
、

た
だ
の
水
滴
で
は
な
く
、
水
滴
が
持
つ
物
質
性
を
表
出
し
た
も
の
な
の
で
す）

8
（

。
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テ
ー
マ
で
あ
る
「
新
し
い
形
象
性
」
の
概
念
に
つ
い
て
、「
国
展
」
の
具
象
、
ま
た
抽
象

や
非
具
象
概
念
と
も
区
分
さ
れ
て
い
る
「
従
来
に
な
い
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
合
意
し
た
。
こ
れ
は
ラ
ゴ
ン
が
新
具
象
を
、
具
象
と
抽
象
に
対
す
る
「
第
三
勢

力
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
こ
と
と
大
方
一
致
す
る
。

と
こ
ろ
で
一
九
六
八
年
の
李
逸
の
文
章
に
よ
る
と
、
西
欧
の
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム

と
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
、
そ
し
て
ラ
ゴ
ン
の
新
具
象
概
念
に
お
い
て
最
も
強
調
さ
れ
た
言
葉

は
、「
日
常
の
現
実
」、「
外
的
現
実
の
客
観
化
」、「
現
実
へ
の
参
加
」、「
現
代
都
市
と
自

然
の
再
発
見
」
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
と
「
東
亜
美

術
祭
」の
座
談
会
で
議
論
さ
れ
た
新
し
い
形
象
性
の
概
念
に
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

李
逸
を
含
め
座
談
会
に
参
加
し
た
多
く
の
批
評
家
た
ち
が
新
し
い
形
象
性
に
関
し
て
、
西

欧
の
い
わ
ゆ
る
「
現
実
主
義
」
と
の
関
連
性
よ
り
も
前
面
に
打
ち
出
し
た
の
は
、「
作
家

個
人
の
内
面
的
世
界
、
ま
た
は
内
的
イ
メ
ー
ジ
の
表
出
」
で
あ
っ
た
。
形
象
と
内
面
の
表

出
は
事
実
上
対
照
的
な
概
念
で
あ
る
。
も
っ
と
直
接
的
に
説
明
す
る
と
、
形
象
と
抽
象
が

共
存
す
る
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
韓
国
美
術
界
で
議
論
さ

れ
た
新
し
い
形
象
性
と
い
う
の
は
結
局
、
現
実
主
義
と
は
か
け
離
れ
た
、
非
常
に
包
括
的

な
形
式
の
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る）

15
（

。

二

ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
韓
国
画
の
登
場

（
一
）
伝
統
絵
画
に
お
け
る
「
形
象
」
の
問
題

「
東
亜
美
術
祭
」
で
特
徴
的
な
の
は
、
絵
画
一
部
を
伝
統
絵
画
、
絵
画
二
部
を
西
洋
画

と
い
わ
ゆ
る
現
代
東
洋
画
、
す
な
わ
ち
非
具
象
東
洋
画
お
よ
び
新
し
い
形
象
性
を
具
現
化

し
た
東
洋
画
を
含
め
て
現
代
絵
画
部
と
し
て
構
成
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
伝
統
様
式

と
技
法
の
東
洋
画
」
と
い
う
基
準
を
提
示
し
た
伝
統
絵
画
を
絵
画
一
部
と
し
て
独
立
さ
せ

た
こ
と
に
は
、
伝
統
音
楽
や
伝
統
工
芸
の
よ
う
に
、
韓
国
の
伝
統
絵
画
を
新
た
に
啓
発
し

李
逸
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
と
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ッ
プ
・

ア
ー
ト
は
、
一
九
六
〇
年
を
前
後
し
て
登
場
し
た
様
々
な
抽
象
と
の
断
絶
現
象
で
あ
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
抽
象
表
現
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
「
日

常
の
現
実
に
対
す
る
新
し
い
覚
醒
、
外
的
現
実
の
客
観
化
」
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
作
品
の
素
材
と
し
て
日
常
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
活
用
し
、
心
象
（im

agery

）
の
導
入
を

特
徴
と
す
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
た
現
実
へ
の
復

帰
現
象
」
を
、「
都
市
の
現
代
的
な
自
然
の
再
発
見
と
そ
の
新
し
い
感
覚
に
基
づ
い
た
現

実
主
義
」、「
そ
の
国
ご
と
の
独
特
な
「
レ
ア
リ
ス
ム
」」
で
あ
る
と
説
明
し
た）

12
（

。

李
逸
は
ま
た
、「
新
具
象
」
と
い
う
用
語
の
起
源
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
彼
に

よ
る
と
こ
の
用
語
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ラ
ゴ
ン
（M

ichel R
agon

）
が
命
名
し
、
一
九
六
一

年
三
月
『
ア
ー
ル
（A

rts

）』
誌
に
初
め
て
登
場
し
た）

13
（

。
そ
の
後
ラ
ゴ
ン
は
一
九
六
三
年
に

出
版
さ
れ
た
著
書
『
新
し
い
芸
術
の
誕
生
（N

aissance d’un art nouveau

）』
で
そ
の
概
念

を
よ
り
体
系
的
に
展
開
し
た
。
李
逸
は
、
ラ
ゴ
ン
が
新
具
象
を
「
も
う
一
つ
の
具
象
」
と

い
う
言
葉
と
併
用
し
続
け
た
の
は
、
伝
統
的
な
具
象
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
た
め
だ
と
説
明
し
た
。
ラ
ゴ
ン
に
よ
る
と
新
具
象
は
、
具
象
と
抽
象
に
対
す
る

「
第
三
勢
力
」
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
新
具
象
の
概
念
に
お
い
て
根
本
的
な
こ

と
は
、「
超
越
的
な
世
界
の
中
に
安
住
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
よ
り
「
客
観
的
」
な
姿
勢

に
よ
っ
て
私
た
ち
自
身
と
外
的
世
界
と
の
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
李
逸
は
付

け
加
え
て
い
る）

14
（

。

結
論
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
民
展
を
通
じ
て
、
韓
国
の
美
術
界
に
拡
散
し

た
用
語
「
新
形
象
性
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
西
欧
美
術
界
に
現
れ
た
ヌ
ー
ボ
ー
・

レ
ア
リ
ス
ム
と
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
、
そ
し
て
ラ
ゴ
ン
の
新
具
象
概
念
を
母
胎
に
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
李
逸
の
理
論
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
東
亜
美
術
祭
」
の
座
談
会
参
加
者
は
、
展
覧
会
の
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で
は
な
く
、
最
初
か
ら
そ
の
和
解
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
点
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。『
周
礼）

3

（
訳
者
註

』
で
は
、
絵
の
意
味
は
「
象
形
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
象
と
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て
の
形
が
同

時
に
表
現
さ
れ
る
の
が
ま
さ
に
絵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
…
…
要
す
る
に
伝
統
絵

画
に
お
け
る
絵
の
基
本
的
な
立
場
は
、
西
洋
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
象
と
形
、
例
え

ば
抽
象
的
な
も
の
と
具
体
的
な
も
の
が
二
元
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
調

和
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
絵
と
い
う
の
は
、
象
と
形
が
共
に
存
在
す
る
「
形
象
」
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
に
、
伝
統
絵
画
は
西
洋
画
の
よ
う
に
極
端
な
写
実
に
傾
い

た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
極
端
に
抽
象
化
さ
れ
た
り
は
し
な
い）

19
（

。

さ
ら
に
朴
容
淑
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
考
え
る
と
「
一
幅
の
山
水
画
は
、
形
象
の

模
範
的
な
表
現
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
木
や
石
も
単
純
な
象

や
形
で
は
な
く
、「
形
象
」
と
し
て
表
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
ま
た
、
四
君
子

や
花
鳥
画
の
場
合
も
、
単
純
な
写
実
画
や
具
体
画
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
た）

20
（

。

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
画
論
の
立
場
か
ら
形
象
を
説
明
し
た
朴
容
淑
の
言
及
は
、
先
に
李

逸
が
提
示
し
た
新
し
い
形
象
性
の
概
念
と
比
較
す
る
と
、
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ

る
。
李
逸
を
は
じ
め
と
す
る
座
談
会
参
加
者
の
見
解
に
よ
る
と
、
形
象
と
は
、「
そ
れ
自

体
と
し
て
一
つ
の
世
界
を
成
す
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
り
、「
新
た
に
提
起
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
」、「
作
家
個
人
の
内
面
世
界
ま
た
は
内
的
イ
メ
ー
ジ
の
表
出
」
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
形
象
は
具
象
や
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
。
一
方
、
朴
容
淑
の
場
合
、
伝
統
的

絵
画
に
お
け
る
形
象
は
「
象
と
形
、
例
え
ば
抽
象
的
な
も
の
と
具
体
的
な
も
の
が
二
元
化

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
調
和
か
ら
出
発
」
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
絵
画
は

極
端
に
写
実
的
で
あ
っ
た
り
、
反
対
に
極
端
に
抽
象
化
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
つ
ま
り
西

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
が
働
い
て
い
た
。
ま
た
、
よ
り
直
接
的
な
理
由
と
し

て
、
呉
光
洙
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
多
く
の
批
評
家
た
ち
が
懸
念
し
て
や
ま
な
か
っ
た

「
東
洋
画
壇
の
盲
目
的
な
復
古
傾
向
」
を
払
拭
し
、
伝
統
様
式
に
基
づ
き
つ
つ
も
今
日
の

時
代
意
識
が
込
め
ら
れ
た
芸
術
創
作
の
き
っ
か
け
を
作
ろ
う
と
す
る
趣
旨
も
あ
っ
た）

16
（

。

伝
統
絵
画
部
と
分
離
さ
せ
、
新
し
い
形
象
性
の
東
洋
画
と
非
具
象
東
洋
画
を
、
西
洋
画

と
共
に
現
代
絵
画
部
で
あ
る
絵
画
二
部
に
ま
と
め
た
趣
旨
は
比
較
的
明
白
だ
っ
た
。
主
催

者
側
は
「
特
定
の
媒
体
に
よ
っ
て
区
別
す
る
よ
り
も
、
現
代
の
造
形
性
を
追
求
す
る
傾
向

で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
現
代
絵
画
と
し
て
包
括
す
る
こ
と
が
、
同
時
代
美
術
の
趨
勢
で
あ
る

こ
と
を
反
映
し
た
た
め
」
だ
と
説
明
し
た
。
そ
の
他
の
分
野
と
し
て
は
、
絵
画
三
部
に
版

画
、
水
彩
画
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
含
ま
れ
、
彫
刻
は
四
部
に
分
類
さ
れ
た
。
彫
刻
部
門
で

も
新
し
い
形
象
性
と
い
う
公
募
展
の
方
向
性
を
具
現
化
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
李

逸
は
、
彫
刻
に
お
け
る
形
象
性
と
は
、「
抽
象
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
有
機
的
な
生

命
性
を
持
つ
形
態
」
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
ア
ル
プ
（Jean(H
ans) A

rp
）、
ヘ
ン
リ
ー
・
ム
ー

ア
（H

enry M
oore

）、
文ム

ン
・
シ
ン信

な
ど
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
た）

17
（

。

問
題
は
、
絵
画
一
部
で
あ
る
伝
統
絵
画
に
お
け
る
新
し
い
形
象
性
と
い
う
概
念
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
、
具
現
化
す
る
の
か
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
主
催
者
側
は
、
先
に
挙
げ

た
座
談
会
に
続
い
て
、
五
回
に
わ
た
る
部
門
別
企
画
記
事
を
『
東
亜
日
報
』
に
掲
載
し

た
）
18
（

。
美
術
評
論
家
の
朴パ

ク
・
ヨ
ン
ス
ク

容
淑
が
執
筆
し
た
二
回
目
の
記
事
「
伝
統
絵
画
と
「
新
し
い
形
象

性
」」
の
骨
子
は
、
伝
統
の
単
純
な
継
承
で
は
な
く
、
韓
国
的
な
土
台
の
上
に
現
代
と
い

う
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
西
洋
画
へ
の
同
化
風
潮
は
警
戒
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
記
事
で
よ
り
注
目
す
べ
き
な
の
は
次
の
よ

う
な
言
及
で
あ
る
。

本
質
的
に
私
た
ち
の
伝
統
絵
画
は
、
具
体
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
二
元
化
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ど
は
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
近
か
っ
た
。
運
営
陣
が
明
ら
か
に
し
た
展
覧
会
の
趣
旨

と
役
割
は
、
第
一
に
抽
象
一
辺
倒
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
第
二
に
「
国
展
」
の
旧
態
依
然

と
し
た
具
象
傾
向
と
決
別
し
、
第
三
に
新
人
の
発
掘
を
通
じ
て
新
し
い
美
術
運
動
と
し
て

洋
画
に
お
け
る
形
象
は
二
元
化
さ
れ
た
具
象
と
抽
象
と
は
異
な
る
第
三
の
も
の
と
し
て
説

明
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
韓
国
の
伝
統
絵
画
に
お
け
る
形
象
は
、
初
め
か
ら
具
象
と

抽
象
の
二
元
化
で
は
な
く
、
共
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
考
え
、
そ
し
て
そ
の
表
現
が
ま

さ
に
絵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

21
（

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
絵
画
の
形
象
概
念
が
、「
東
亜
美
術
祭
」
絵
画
一
部
（
伝

統
絵
画
部
）
と
絵
画
二
部
（
現
代
東
洋
画
＋
西
洋
画
）
に
出
品
し
た
画
家
と
審
査
員
の
両
方

に
明
確
に
認
知
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
例
え
ば
、
第
一
回
「
東
亜
美
術
祭
」
で
絵

画
一
部
（
伝
統
絵
画
部
）
の
東
亜
美
術
賞
を
受
賞
し
た
金
天
栄
は
、
一
九
八
〇
年
に
開
か

れ
た
二
回
展
で
は
、
絵
画
二
部
（
現
代
絵
画
部
）
に
出
品
し
た
作
品
《
秋
季
》
で
東
亜
美

術
賞
を
受
賞
し
た
。
当
時
の
絵
画
一
部
で
は
、
林イ

ム
・
ヨ
ン
イ
ル

栄
日
の《
脈
》、
李

イ
・
チ
ョ
ル
リ
ャ
ン

喆
良
（
一
九
五
二
〜
）

の
《
丘
Ⅱ
》、
李イ

・
ジ
ョ
ン
シ
ン

正
信
の
《
顕
夢
山
水
図
》
が
受
賞
し
た）

22
（

。
そ
の
後
も
画
家
た
ち
は
絵
画

一
部
と
二
部
を
行
き
来
し
、
様
式
の
面
で
も
技
法
の
面
で
も
大
差
が
な
い
作
品
を
出
品
し

て
は
賞
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
主
に
彩
色
画
の
分
野
で
際

立
っ
て
い
た
。

水
墨
画
よ
り
も
彩
色
画
の
方
が
新
し
い
形
象
性
の
具
現
に
よ
り
適
し
た
現
代
絵
画
で
あ

る
と
認
識
す
る
傾
向
は
他
の
民
展
で
も
同
様
だ
っ
た
。
一
九
七
九
年
の
第
二
回
大
賞
作
で

あ
る
朴パ

ク
・
デ
ソ
ン

大
成
の
《
霜
林
》
に
続
き
、
一
九
八
〇
年
の
第
三
回
「
中
央
美
術
大
展
」
の
大
賞

は
、
李イ

・
ス
ク
ジ
ャ

淑
子
の
《
麦
波
》（
挿
図
4
）
に
与
え
ら
れ
た
。
第
一
回
と
同
じ
素
材
と
技
法
で

奨
励
賞
を
受
賞
し
た
李
淑
子
は
、
一
九
八
〇
年
の
「
国
展
」
で
も
大
賞
を
取
っ
て
勢
い
づ

い
た
。
作
品
の
素
材
や
雰
囲
気
は
違
う
が
、《
麦
波
》
で
は
麦
畑
と
い
う
素
材
を
い
わ
ゆ

る
「
極
彩
色
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」）

23
（

に
よ
っ
て
細
密
か
つ
均
一
的
に
描
き
、
一
方

で
「
国
展
」
の
受
賞
作
で
あ
る
《
作
業
》
で
は
農
作
業
に
い
そ
し
む
農
婦
を
描
い
た
。

「
東
亜
美
術
祭
」の
運
営
陣
は
、「
新
し
い
形
象
性
」が
極
写
実
主
義
、
つ
ま
り
ハ
イ
パ
ー
・

リ
ア
リ
ズ
ム
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
が）

24
（

、
民
展
で
入
賞
し
た
作
品
の
ほ
と
ん

挿図 4 李淑子《麦波》1980 年、純紙に岩絵の具、第三回中央美術大展大賞、縦 182cm 横 228cm
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の
土
台
を
作
ろ
う
と
し
た
も
の
と
整
理
で
き
る）

25
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
展
を
中
心
と
し

た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
画
風
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
美
術
界
に
衝
撃
を
与
え
、

以
後
、「
国
展
」
と
そ
の
バ
ト
ン
を
受
け
継
い
だ
「
大
韓
民
国
美
術
大
展
」
で
も
強
力
な

フ
レ
ー
ム
と
し
て
機
能
し
た
。

（
二
）
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
法
と
韓
国
画
の
結
合

一
九
八
二
年
に
開
幕
し
た
第
一
回
「
大
韓
民
国
美
術
大
展
」（
以
下
、「
美
術
大
展
」）
は
、

そ
の
前
身
で
あ
る
「
国
展
」
の
枠
組
み
か
ら
完
全
に
抜
け
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

明
ら
か
な
変
化
は
感
じ
ら
れ
た
。
最
も
顕
著
な
変
化
は
、
や
は
り
入
賞
作
品
の
傾
向
に

あ
っ
た
と
言
え
る）

26
（

。
第
一
回
「
美
術
大
展
」
の
絵
画
Ⅱ
部-

洋
画
部
門
の
大
賞
は
田

チ
ョ
ン
・
ビ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン

炳
鉉

の
《
痕
跡-

5
》
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
は
、
古
く
な
っ
て
崩
壊
し
た
廃
線
を
リ
ア

ル
に
描
い
た
油
絵
だ
っ
た
。
し
か
し
、
特
選
を
取
っ
た
金

キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ハ
ク

鍾
鶴
の
《
仮
想
的
イ
メ
ー
ジ
─

人
間
の
く
び
き
》や
徐

ソ
・
ジ
ョ
ン
チ
ャ
ン

貞
燦
の《
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

82-

8
》、
入
選
作
の
金キ

ム
・
ガ
ン
ヨ
ン

康
容
の《
現

実
＋
場
、
82-

72
》、
黄

フ
ァ
ン
・
ジ
ェ
ヒ
ョ
ン

在
享
の
《
荒
地

330-

II
》
な
ど
は
す
べ
て
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア

リ
ズ
ム
傾
向
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
、「
東
亜
美
術
祭
」
や
「
中
央
美
術
大
展
」

な
ど
の
民
展
の
直
接
的
影
響
を
示
す
例
で
あ
る
。

絵
画
I
部
も
似
た
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
。
部
門
名
を
韓
国
画
と
し
て
公
式
化
し
た
絵
画

I
部
の
大
賞
は
、
抽
象
傾
向
の
全チ

ョ
ン
・
レ
シ
ク

来
植
の
作
品
《
余
情
》
が
受
賞
し
た
が）

27
（

、
優
秀
賞
を
獲

得
し
た
ク
ァ
ク
・
ジ
ョ
ン
シ
ム
の
《
未
明
》
は
都
市
風
景
画
で
あ
り
、
特
選
の
チ
ョ
ン
・

ギ
ョ
ン
オ
ク
の
《
暮
秋
》
は
無
難
な
実
景
山
水
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
も
う
一
つ
の
特
選
作
で
あ
っ
た
金
天
栄
の
、
水
辺
の
石
こ
ろ
を
写
真
の
よ
う
に
精
密

に
描
い
た
彩
色
画
《
内
界
》
と
、
積
み
あ
げ
ら
れ
た
木
箱
を
水
墨
で
描
い
た
キ
ム
・
ヨ
ン

リ
の
《
待
つ
》（
挿
図
5
）
で
、
両
方
と
も
構
図
と
雰
囲
気
が
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム

に
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
入
選
作
の
申

シ
ン
・
ヒ
ョ
ン
ス
ク

賢
淑
の
《
向
》
と
カ
ン
・
グ
ァ

挿図 5 キム・ヨンリ《待つ》1982 年、韓紙に水墨、第一回大韓民国美術大展絵画Ⅰ部－韓国画特選

      



九

一
九
七
〇
〜
一
九
八
〇
年
代

新
形
象
世
代
の
韓
国
画

123

面
性
や
平
面
性
な
ど
、
ハ

イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に

直
接
的
・
間
接
的
な
影
響

を
受
け
た
作
品
が
急
増
し

た
。こ

の
よ
う
に
、
一
九
七

〇
年
代
末
に
登
場
し
た
ハ

イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾

向
は
美
術
界
全
般
に
衝
撃

を
与
え
、
ジ
ャ
ン
ル
固
有

の
画
材
以
外
に
は
、
視
覚

的
効
果
の
面
で
ほ
と
ん
ど

区
別
で
き
な
い
ほ
ど
類
似

し
た
作
品
が
登
場
し
た
。

だ
と
す
る
と
、
こ
の
時
期

に
登
場
し
た
韓
国
画
の
ハ

イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾

向
は
、
西
洋
画
部
の
ハ
イ

パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画

を
水
墨
細
筆
で
緻
密
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
、
第
一
回
「
美
術
大
展
」

西
洋
画
部
の
特
選
作
で
あ
る
安

ア
ン
・
ジ
ョ
ン
ヨ
ン

宗
淵
の
《
工
房
》（
挿
図
7
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
材

料
や
技
法
は
異
な
る
が
、
視
野
を
圧
迫
す
る
よ
う
な
平
面
的
な
画
面
と
素
材
の
選
択
に
お

い
て
、
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
公
募
展
に
は
、
い
わ

ゆ
る
類
似
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
と
言
え
る
ほ
ど
、
素
材
だ
け
で
な
く
構
図
の
全

ン
イ
ル
の
《
脈
》
は
、
西
洋
画
壇
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
作
品
と
酷
似
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
を
通
じ
て
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

ま
ず
、
韓
国
画
、
西
洋
画
を
問
わ
ず
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
出
品
作
が
共
通

し
て
選
択
し
て
い
る
素
材
で
あ
る
。
こ
れ
は
緻
密
な
描
写
を
際
立
た
せ
る
素
材
の
特
性
と

も
関
連
す
る
が
、
画
面
の
視
覚
的
な
効
果
と
も
大
き
く
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
複

雑
だ
が
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
素
材
、
例
え
ば
石
垣
、
壁
、
砂
利
、
線
路
、
結
び
目
や

束
な
ど
が
登
場
す
る
。
ま
た
民
俗
的
な
素
材
も
多
く
登
場
し
、
か
ま
す
や
鐘
、
瓦
屋
根
、

石
像
の
よ
う
な
も
の
が
主
に
描
か
れ
た
。

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
独
自
の
画
風
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
に
精
密
に
描
写

し
た
作
品
を
出
品
し
て
入
賞
し
た
画
家
た
ち
も
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
韓
国
画

部
門
の
入
選
作
で
あ
る
《
鍛
冶
屋
》（
挿
図
6
）
は
、
水
墨
画
家
の
文ム

ン
・
ボ
ン
ソ
ン

鳳
宣
の
作
品
で
、

豪
放
で
流
麗
な
筆
線
の
代
わ
り
に
、
ぎ
っ
し
り
と
置
か
れ
た
鍛
冶
屋
の
道
具
と
そ
の
空
間

挿図 6 文鳳宣《鍛冶屋》1983 年、韓紙に水墨、第二回大韓民国
美術大展絵画Ⅰ部－韓国画入選

挿図 7 安宗淵《工房》1982 年、第一回大韓民国美術大展絵画Ⅱ部－洋画特選
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い
。
韓
国
画
の
場
合
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
む
し
ろ
、
実
景
山
水
画
主
導
の
流
れ
の
下

で
、
現
実
の
日
常
風
景
を
扱
っ
た
都
市
風
景
画
や
人
物
画
が
新
た
に
登
場
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
は
こ
の
流
れ
に
属
し
て
い
た
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
前
述
し
た
伝
統
絵
画
の
形
象
概
念
の
中
で
把
握
さ
れ
る
べ

き
で
、
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
違
い
は
媒
体
に
よ
る
表
現
と
効
果
で
あ
る
。
西
洋
画
部
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ

ア
リ
ズ
ム
絵
画
が
、
正
確
な
描
写
と
鮮
や
か
な
色
彩
を
使
っ
て
画
面
を
埋
め
尽
く
し
、
滑

ら
か
な
表
面
を
駆
使
し
た
の
に
対
し
、
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
は
、
毛

筆
と
水
墨
媒
体
の
特
性
上
、
染
み
込
み
な
が
ら
広
が
っ
て
い
く
、
や
や
柔
ら
か
い
平
面
性

が
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
李
喆
良
の
《
無
題
》（
挿
図
8
）
は
、
木
の
柱
の
一
部
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
し
て
緻
密
で
細
か
い
筆
線
で
描
い
た
一
種
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の

水
墨
画
だ
が
、
西
洋
画
部
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
に
見
ら
れ
る
写
真
の
よ
う
な

鮮
明
さ
は
期
待
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
朴

パ
ク
・
イ
ン
ヒ
ョ
ン

仁
鉉
の
《
麦
》（
挿
図
9
）
の
よ
う
に
、
水
墨

に
濃
い
彩
色
を
加
え
て
視
覚
的
写
実
性
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
場
合

も
、
油
絵
の
具
や
ア
ク
リ
ル
顔
料
が
持
つ
、
滑
ら
か
で
光
沢
の
あ
る
画
面
に
は
及
ば
な

い
。こ

の
よ
う
な
違
い
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
韓
国
画
系
で
展
開
し
た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ

ズ
ム
傾
向
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
徐
々
に
消
滅
し
変
化
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

と
も
言
え
る）

28
（

。
お
そ
ら
く
画
家
た
ち
に
お
い
て
、
東
洋
画
と
西
洋
画
の
媒
体
の
違
い
、
そ

し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
す
る
「
形
象
」
概
念
に
関
す
る
理
解
の
違
い
が
、
具
体
的
に
整
理

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
感
覚
的
に
は
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
李

喆
良
や
朴
仁
鉉
な
ど
の
、
後
の
活
動
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
李
喆
良
と
朴
仁
鉉
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
水
墨
画
運
動
を
導
い
た
作
家
で
、
当
時
、
弘

益
大
学
東
洋
画
科
の
教
授
で
あ
っ
た
宋ソ

ン
・
ス
ナ
ム

秀
南
（
一
九
三
八
〜
二
〇
一
三
）
の
弟
子
で
も
あ

の
亜
流
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
民
展
時
代
の
「
新
し
い
形
象
性
」
の
流
れ
と
共
に
、

脚
光
を
浴
び
た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
の
流
行
に
便
乗
し
た
一
時
的
な
現
象
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
公
募
展
の
性
格
や
審
査
の
基
準
に
合
わ
せ
て
量
産
さ
れ
た
側

面
は
あ
る
程
度
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
洋
画
と
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム

傾
向
の
根
本
的
な
違
い
は
、
こ
れ
ら
が
発
生
し
た
背
景
と
脈
絡
が
異
な
る
点
に
あ
る
。

ま
ず
西
洋
画
部
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
導
的
な
流
れ
で

あ
っ
た
抽
象
画
と
単
色
画
に
対
す
る
反
発
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
か
ら
抜
け
出
そ

う
と
す
る
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
側
面
が
強
い
。
一
方
、
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ

ズ
ム
描
写
は
、
既
存
の
水
墨
抽
象
と
の
対
立
関
係
か
ら
発
生
し
た
も
の
だ
と
は
言
え
な

挿図 8 李喆良《無題》1978 年、紙に水墨、縦 162cm 横 132cm
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り
水
墨
画
運
動
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
水
墨
画
運
動
が
本
格
化
す
る
直

前
の
一
九
七
〇
年
代
末
に
、
当
時
流
行
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ

ム
傾
向
の
作
品
を
発
表
し
た
が
、
徐
々
に
水
墨
と
い
う
媒
体
に
熱
中
し
は
じ
め
、
日
常
の

現
実
や
景
色
を
描
く
方
向
へ
と
転
換
し
た
。

李
喆
良
や
朴
仁
鉉
を
は
じ
め
と
す
る
水
墨
画
運
動
世
代
は
、
よ
り
積
極
的
に
画
家
自
身

が
見
て
聞
い
て
知
覚
す
る
、
日
常
の
現
実
か
ら
画
題
を
得
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
現
実
性

を
反
映
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
代
性
を
達
成
す
る
道
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
次
の
章

で
は
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
一
九
八
〇
年
代
と
い
う
激
動
の
韓
国
社
会
の
中

で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
作
品
を
通
じ
て
表
れ
た
か
を
探
っ
て
み
る
。

三

新
形
象
時
代
の
韓
国
画
の
様
相

：
水
墨
画
運
動
か
ら
民
衆
美
術
ま
で

宋
秀
南
と
共
に
一
九
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
今
日
「
水
墨
画
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
一
連

の
水
墨
画
の
展
示
に
加
わ
っ
た
当
時
二
〇
〜
三
〇
代
の
主
要
な
若
手
画
家
と
し
て
、
李
喆

良（
一
九
五
二
〜
）、
朴
仁
鉉（
一
九
五
七
〜
）、
申シ

ン
・
サ
ン
オ
ク

山
沃（
一
九
五
四
〜
）ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
画
家
と
し
て
の
活
動
を
本
格
的
に
開
始
し
た
彼
ら
は
、
一
九
七
〇

年
代
後
半
か
ら
美
術
界
に
吹
き
荒
れ
た
「
新
し
い
形
象
性
」
の
熱
気
を
経
験
し
た
世
代
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
い
わ
ゆ
る
「
新
形
象
世
代
」）

29
（

の
韓
国
画
も
そ
の
影
響
圏
の
中

に
あ
っ
た
。
特
に
李
喆
良
と
朴
仁
鉉
の
場
合
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
に
近
い
作

品
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
言
及
し
た
。

ま
ず
彼
ら
の
う
ち
で
、
宋
秀
南
の
最
も
近
く
で
活
躍
し
た
の
は
李
喆
良
で
あ
る
。
彼
は

一
九
八
三
年
に
『
空
間
』
誌
を
通
じ
て
水
墨
画
に
関
す
る
自
ら
の
立
場
を
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
が
、
文
の
初
め
で
彼
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
画
の
様
々
な
様
相
を
探
る
の
は

「
伝
統
の
再
発
見
」
を
通
じ
て
の
み
可
能
だ
と
し
、
一
見
宋
秀
南
の
意
見
に
同
調
す
る
立

挿図 9 朴仁鉉《麦》1979 年、紙に水墨彩色、縦 81cm 横 117cm 作家蔵
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道
具
と
し
て
の
み
接
し
た
世
代
の
作
家
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
命
題
で
あ
っ
た
。
単
純
な

素
描
画
に
過
ぎ
な
い
再
現
的
な
日
常
風
景
の
描
写
に
転
落
し
な
い
た
め
に
は
、
成
熟
し
た

用
筆
と
用
墨
が
必
須
だ
と
い
う
李
喆
良
の
主
張
は
、
彼
ら
新
形
象
世
代
の
画
家
た
ち
が
直

面
し
て
い
た
状
況
を
核
心
的
に
示
し
て
も
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
グ
ル
世
代）

4

（
訳
者
註

」
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
敏
感
な
部

分
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
画
家
の
金

キ
ム
・
ビ
ョ
ン
ジ
ョ
ン

炳
宗
は
、
新
形
象
世
代
の
画
家
た
ち
が
「
水
墨
の
精

神
主
義
、
神
秘
主
義
の
タ
ブ
ー
や
過
度
な
畏
敬
の
壁
を
打
ち
破
り
、
そ
れ
ら
を
主
体
的
に

場
を
と
る
。
し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
方
向
を
旋
回
す
る
。

し
か
し
一
方
で
、
現
代
絵
画
の
中
で
の
韓
国
画
に
関
す
る
我
々
の
経
験
は
、
過
度

な
伝
統
的
価
値
の
継
承
と
い
う
大
義
名
分
の
た
め
に
、
多
少
満
足
の
行
か
な
い
面
が

な
く
は
な
い
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
…
…
例
え
ば
、
水
墨
の
実
験
に
関
し
て
は
、

水
墨
が
持
つ
高
い
精
神
的
世
界
観
を
し
ば
ら
く
横
に
置
い
て
、
簡
単
に
接
近
で
き
る

素
材
的
側
面
か
ら
模
索
の
糸
口
を
解
い
て
行
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
周

知
の
よ
う
に
、
水
墨
画
の
基
本
的
本
質
は
、
紙
、
筆
、
墨
の
運
用
に
あ
る）

30
（

。

積
極
的
な
素
材
の
模
索
と
水
墨
の
材
料
に
対
す
る
実
験
的
探
求
お
よ
び
革
新
に
よ
っ

て
、
水
墨
画
が
現
代
美
術
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
要
旨
だ
と
言

え
る
。

「
伝
統
」
と
「
精
神
」
を
完
全
に
捨
て
る
こ
と
な
く
、
同
時
に
素
材
や
材
料
に
つ
い
て

探
求
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
李
喆
良
の
立
場
は
、
当
時
の
彼
の
作
品
《
山
》（
一
九
八
一
）、

《
夫
婦
》（
一
九
八
四
）、《
都
市
》（
一
九
八
五
）（
挿
図
10
）、《
市
情
》（
一
九
八
六
）
な
ど

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
扱
っ
て
い
る
素
材
と
技
法
に
は
、
師
匠
で
あ
る
宋
秀

南
の
世
代
と
の
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
実
景
山
水
に
と
ど
ま
ら

ず
、
実
景
の
素
材
を
現
代
の
都
市
や
周
辺
の
人
物
へ
と
広
げ
た
り
、
立
体
作
品
を
試
み
た

点
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
李
喆
良
の
作
品
は
、
技
術
面
に
お
い
て
も
描
写
的
な
も
の
と
奔
放
な
筆
墨
と
を

適
切
に
往
来
す
る
自
由
さ
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
水
墨
画
の
筆
墨
に
関
す
る
理
解

と
技
術
の
習
得
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
筆
墨
の
円
滑
な
運
用
が
伴
わ

な
い
精
神
は
稚
拙
で
、
精
神
が
伴
わ
な
い
機
能
主
義
は
空
虚
で
あ
る
の
み
」
だ
か
ら
だ
と

言
う）

31
（

。
こ
れ
は
西
欧
式
の
素
描
を
中
心
と
し
た
美
術
教
育
に
よ
っ
て
、
毛
筆
を
絵
画
的
な

挿図10 李喆良《都市》1985 年、紙に水墨、縦 180cm 横 180cm
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受
け
入
れ
、
感
受
性
の
表
出
を
試
み
」
た
こ
と
は
認
め
る
が
、「
今
日
の
青
年
世
代
の
水

墨
画
は
、
筆
と
墨
を
外
縁
的
な
力
の
誇
示
の
手
段
、
あ
る
い
は
景
物
（
景
色
や
事
物
）
を

描
写
す
る
道
具
と
し
て
の
み
「
使
お
う
」
と
す
る
点
に
問
題
」
が
あ
る
と
批
判
し
て
い

る
）
32
（

。
水
墨
を
現
代
的
な
造
形
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
意
志
は
良
い
が
、「
墨

と
い
う
材
料
の
強
い
精
神
主
義
と
象
徴
性
」
は
、
彼
ら
ハ
ン
グ
ル
世
代
が
描
く
水
墨
画
と

は
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
指
摘
だ
っ
た）

33
（

。

こ
れ
は
前
の
章
で
言
及
し
た
一
九
七
〇
年
代
末
の
韓
国
画
の
形
象
探
求
の
流
れ
と
関
連

づ
け
て
み
る
と
、
あ
る
意
味
で
妥
当
な
指
摘
だ
と
言
え
る
。
例
え
ば
朴
仁
鉉
が
描
く
ハ
イ

パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
水
墨
彩
色
画
に
、
墨
の
精
神
主
義
や
象
徴
性
を
見
出
す
の
は

難
し
い
。
だ
か
ら
な
の
か
朴
仁
鉉
も
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ

ア
リ
ズ
ム
技
法
の
実
験
か
ら
徐
々
に
離
れ
て
い
っ
た
。
彼
は
水
墨
画
運
動
が
本
格
化
し
て

い
た
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
《
疾
走
》（
一
九
八
五
）（
挿
図
11
）、《
信
号
》（
一
九
八
五
）、

《
開
発
地
域
》（
一
九
八
五
）
の
よ
う
に
、
社
会
現
実
の
一
部
を
、
墨
と
筆
使
い
を
際
立
た

せ
て
画
幅
に
描
き
込
ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
申
山
沃
の
作
品
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る）

34
（

。
彼
女
は
初
期

の
忠
実
な
描
写
か
ら
、
非
常
に
活
発
で
力
強
い
筆
致
へ
と
移
行
し
、
豊
か
な
墨
の
味
を
生

か
し
た
大
胆
な
表
現
を
駆
使
し
た
。
彼
女
も
ま
た
都
市
や
日
常
の
風
景
を
素
材
に
選
ん

だ
。
こ
れ
に
対
し
て
呉
光
洙
は
、
水
墨
画
運
動
の
作
家
た
ち
の
多
く
が
直
面
し
て
い
る
素

材
主
義
の
問
題
が
、
申
山
沃
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
と
憂
慮
し
た）

35
（

。
し
か
し
何
よ
り
も
申

山
沃
の
作
品
で
際
立
つ
の
は
、
彼
女
自
身
が
提
起
し
た
よ
う
な
「
果
た
し
て
水
墨
の
様
式

が
、
こ
の
世
代
と
の
同
質
性
を
ど
れ
ほ
ど
回
復
さ
せ
ら
れ
る
の
か
」
に
関
す
る
苦
悩
の
痕

跡
で
あ
る
（
図
版
一
・
挿
図
12
）。
申
山
沃
は
既
存
の
作
家
た
ち
が
水
墨
の
内
在
的
な
機
能
、

す
な
わ
ち
伝
統
的
な
精
神
世
界
に
沈
潜
し
て
求
道
者
的
な
役
割
に
の
み
執
着
し
た
ま
ま
、

い
ざ
そ
の
具
体
的
な
出
発
点
と
な
る
素
材
や
内
容
、
材
料
的
な
解
釈
を
開
放
す
る
こ
と
に

挿図11 朴仁鉉《疾走》1985 年、紙に水墨、縦 135cm 横 170cm 弘益大博物館蔵
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「
よ
り
透
徹
な
現
実
認
識
を
通
じ
て
、
生
活
の
主
体
で
あ
る
人
間
の
根
源
的
な
姿
を
、
水

墨
の
実
体
と
し
て
現
実
化
、
具
体
化
さ
せ
る
問
題
に
も
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
だ

と
か
、「
観
念
の
美
学
で
は
な
い
、
現
実
の
中
で
生
き
生
き
と
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
能

動
体
と
し
て
の
力
の
美
学
が
切
実
に
必
要
で
あ
る
」）

38
（

と
い
っ
た
言
及
を
通
じ
て
、
伝
統
へ

の
順
応
で
は
な
く
、
激
動
す
る
時
代
状
況
の
中
で
韓
国
画
が
果
た
す
べ
き
役
割
と
は
何
か

を
考
え
悩
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
水
墨
画
運
動
を
主
導
し
た
の
は
宋
秀
南

だ
と
言
え
る
が
、
一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
画
の
実
質
的
な
内
容
は
、
彼
の
弟
子
た
ち
で
あ

る
新
形
象
世
代
の
水
墨
彩
色
画
の
作
品
を
通
じ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

整
理
す
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
の
新
形
象
世
代
の
韓
国
画
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
三

つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
形
象
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
彼
ら
の
水
墨
画
は
、
水
墨
自
体
を
重
視
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
形
象
を
裏
付
け
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
ら
は
都
市
周
辺
の
日
常
や
、
作
家
自
身
の
現
実
か
ら
素

材
と
テ
ー
マ
を
取
っ
て
い
る
。
第
三
に
、「
伝
統
」、「
民
族
」、「
韓
国
性
」
に
対
す
る
素

材
や
技
法
の
拡
大
と
い
っ
た
、
よ
り
実
質
的
な
接
近
を
追
求
す
る
と
共
に
、
時
代
意
識
を

強
調
し
、
社
会
的
、
歴
史
的
な
状
況
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
よ

う
な
特
徴
は
、
当
時
の
民
衆
美
術
が
持
っ
て
い
た
性
格
と
も
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
差
異
に
基
づ
い
た
類
似
性
で
あ
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る）

39
（

。

一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
画
家
の
中
に
も
、
現
実
と
日
常
に
基
づ
い
た
テ
ー
マ
を
扱
い
な

が
ら
、
さ
ら
に
社
会
批
判
的
な
視
点
を
力
強
く
表
現
し
た
作
家
た
ち
が
い
た
。
代
表
的
な

作
家
と
し
て
、
姜

カ
ン
・
ヘ
ン
ウ
ォ
ン

幸
遠
（
一
九
四
七
〜
）、
金キ

ム
・
ホ
ソ
ク

鎬

（
一
九
五
七
〜
）、
金

キ
ム
・
ギ
ョ
ン
ジ
ュ

京
株
（
一
九
五
七

〜
）、
朴

パ
ク
・
ム
ン
ジ
ョ
ン

汶
鐘
（
一
九
五
七
〜
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
い
頃
に
仏
門
に
帰
依

し
た
経
験
が
あ
る
姜
幸
遠
は
、
初
期
の
観
念
的
な
山
水
画
か
ら
徐
々
に
移
行
し
、
一
九
七

〇
年
代
に
は
農
村
や
都
市
の
裏
通
り
、
寒
村
や
工
場
地
帯
、
再
開
発
に
よ
っ
て
撤
去
を
余

は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

36
（

。
そ
の
た
め
に
、
二
十
一
世
紀
を
展
望
す
る
時
点

に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
外
部
の
物
質
的
な
要
素
、
つ
ま
り
素
材
に
関
心
を
見
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
精
神
世
界
に
投
じ
て
い
た
努
力
の
よ
う
に
、
外
的
な
要
素

に
つ
い
て
も
絶
え
ず
深
化
さ
せ
拡
大
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
申
山
沃
の
主

張
は
、
こ
の
時
代
の
韓
国
画
の
方
向
設
定
に
対
す
る
激
し
い
苦
悩
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
間
、
韓
国
画
は
大
き
く
二
つ
の
批
判
に
直
面
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
当
代
の
韓
国

画
が
時
代
精
神
と
距
離
が
あ
る
実
体
の
な
い
伝
統
的
な
精
神
世
界
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う

も
の
で
、
も
う
一
つ
は
、
内
容
よ
り
も
素
材
と
媒
体
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
批
判
だ
っ

た
。
こ
れ
は
「
一
九
八
〇
年
代
の
水
墨
画
運
動
は
、
水
墨
を
通
じ
て
固
有
の
精
神
世
界
の

還
元
を
そ
の
基
盤
と
し
…
…
東
洋
画
本
来
の
精
神
を
、
水
墨
と
い
う
純
粋
な
媒
材
に
よ
っ

て
検
証
す
る
動
き
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
と
い
う
呉
光
洙
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
み
る

と
、
事
実
上
、
水
墨
画
運
動
陣
営
が
展
開
し
た
韓
国
画
に
対
す
る
批
判
と
直
結
す
る）

37
（

。

し
か
し
こ
れ
が
、
宋
秀
南
世
代
の
後
輩
で
あ
る
新
形
象
世
代
の
韓
国
画
に
対
す
る
批
判

と
し
て
も
妥
当
な
の
か
を
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
申
山
沃
の
場
合
、

挿図12 申山沃《君と私、そして私たち》1989 年、紙
に水墨彩色、縦 175cm 横 120.5cm
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儀
な
く
さ
れ
た
地
域
な
ど
を
、
画
面
の
隅
々
ま
で
描
き
込
ん
だ
作
品
で
注
目
さ
れ
た
。
ま

た
、
仏
画
の
感
じ
を
生
か
し
て
宗
教
的
な
世
俗
性
を
風
刺
し
た
作
品
を
発
表
し
（
挿
図

13
）、
こ
れ
は
韓
国
画
の
形
式
に
対
す
る
新
た
な
模
索
と
し
て
、
元

ウ
ォ
ン
・
ド
ン
ソ
ク

東
石
の
よ
う
な
民
衆

美
術
系
の
評
論
家
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た）

40
（

。

宋
秀
南
の
弟
子
で
水
墨
画
運
動
の
展
示
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
金
鎬

は
、
一
九
七

九
年
の
第
二
回
「
中
央
美
術
大
展
」
に
お
い
て
《
時
空
》
で
奨
励
賞
を
受
賞
し
（
挿
図
14
）、

そ
の
後
も
民
展
で
良
い
成
績
を
上
げ
て
注
目
さ
れ
た
。
兪ユ

・
ホ
ン
ジ
ュ
ン

弘
濬
の
場
合
、
水
墨
画
運
動
に

つ
い
て
、「
形
式
だ
け
が
奔
放
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
空
虚
な
ま
ま
空
回
り
し
」、

「
同
じ
素
材
を
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
繰
り
返
し
」、「
究
極
的
な
造
形
の
目
標
を
最
初
か
ら

念
頭
に
置
か
な
い
ま
ま
進
め
た
」
と
厳
し
く
批
判
し
な
が
ら
も
、
金
鎬

に
対
す
る
期
待

と
関
心
を
示
し
た
。
兪
弘
濬
は
次
の
よ
う
な
文
で
金
鎬
䄷
が
「
形
象
」
表
現
の
た
め
の
明

確
な
態
度
を
取
る
こ
と
を
要
望
し
た）

41
（

。

挿図13 姜幸遠《観世音菩薩の民衆仏教》1985 年、紙に混
合彩色、縦 162cm 横 130cm

挿図14 金鎬䄷《時空》1979 年、紙に水墨淡彩、第二回中央美術大展奨励賞、縦 90cm 横 140cm

      



一
六

美

術

研

究

四

三

三

号

130

濬
が
「
強
烈
な
感
動
的
実
体
感
」
を
持
つ
例
と
し
て
挙
げ
た
作
品
は
、《
マ
ス
ク
を
し
た

子
供
》（
一
九
八
六
）（
挿
図
15
）、《
阿
峴
洞
の
風
景
》（
一
九
八
六
）
な
ど
で
あ
る
。
兪
弘

濬
は
直
接
水
墨
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
こ
れ
ら
作
品
の
方
式
が
「
西
洋
画
に
お
け
る
リ
ア
リ

テ
ィ
の
獲
得
と
、
東
洋
画
の
気
韻
生
動
や
写
意
と
い
う
美
的
価
値
が
出
会
っ
た
、
我
々
の

時
代
に
お
け
る
水
墨
画
の
重
要
な
方
法
だ
」
と
説
明
し
た）

43
（

。

一
方
、
朴
汶
鐘
と
金
京
株
は
、
姜
幸
遠
や
金
鎬

と
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
社
会
批

判
的
で
変
革
へ
の
期
待
を
込
め
た
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
。
光
州
で
版
画
運
動
家
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
金
京
株
は
、
一
九
八
八
年
に
結
成
さ
れ
た
「
光
州
美
術
共
同
体
」
が
、
一
九
九

〇
年
に
「
五
月
展
」
を
準
備
す
る
際
に
第
二
分
科
と
し
て
水
墨
分
科
を
開
設
し
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
版
画
か
ら
水
墨
画
へ
転
換
し
た）

44
（

。
こ
れ
に
は
、
一
九
八
八
年
の
ソ
ウ
ル
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
以
後
、
韓
国
社
会
の
雰
囲
気
が
一
九
八
〇
年
代
中
盤
以
前
と
は
変
わ
り
、
そ
れ

ま
で
の
版
画
や
コ
ル
ゲ
ク
リ
ム
（
掛
け
絵
）
な
ど
の
直
接
的
な
画
法
よ
り
も
「
自
然
と
滲

ん
で
広
が
っ
て
い
く
響
き
の
あ
る
水
墨
の
液
体
性
」
が
、
社
会
と
現
実
を
批
判
す
る
こ
と

に
お
い
て
、
大
衆
た
ち
へ
よ
り
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
だ
と
い
う
指
摘
も
作
用
し
て
い
た
よ

う
だ）

45
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
展
開
し
た
金
京
株
の
水
墨
画
は
、
初
期
に
は
木
版
画
の
愚
直

で
堅
牢
な
線
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
水
墨
媒
体
の
特
性
を
う
ま

く
活
用
し
た
作
品
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
の
大
作
《
大
同
世
》

（
挿
図
16
）
は
、
ジ
ー
プ
に
乗
っ
た
光
州
市
民
軍
と
群
衆
を
描
い
た
も
の
で
、
中
央
の
白

い
服
を
着
た
人
物
を
中
心
に
、
ま
る
で
歴
史
画
や
記
録
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
典
型
的
な

構
図
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
墨
が
与
え
る
ソ
フ
ト
な
感
じ
の
た
め
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
伝
達
力
は
少
し
弱
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
洪ホ

ン
・
ソ
ン
ダ
ム

成
潭
が
制
作
し
た
同
じ
テ
ー
マ

の
リ
ノ
カ
ッ
ト）

46
（

《
大
同
世-

1
》（
一
九
八
四
）（
挿
図
17
）
と
比
較
す
る
と
、
版
画
の
強
い

線
と
単
純
な
形
態
が
持
つ
注
目
性
や
意
味
伝
達
と
の
違
い
が
よ
り
明
確
に
わ
か
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
彼
の
視
点
を
よ
り
堅
実
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
の
形
象
を

捕
え
る
際
に
、
そ
れ
に
愚
直
に
食
い
下
が
り
な
が
ら
、
内
面
の
実
体
を
表
現
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
そ
の
人
物
、
風
景
、
静
物
の
意
味
が
は
っ
き
り
と
生
き
た
明
確
な
テ
ー
マ
を
持

つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
彼
は
お
そ
ら
く
た
め
ら
い
な
く
作
品
の
前
に
明
確
な
命

題
を
付
与
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。）

42
（

兪
弘
濬
の
見
解
で
は
、
金
鎬

は
「
形
象
を
殺
す
方
法
で
描
け
ば
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ

る
が
本
人
の
心
は
満
た
さ
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
実
際
に
形
象
を
描
き
出
す
こ
と
を
怖
が

る
」
画
家
で
あ
っ
た
。
兪
弘
濬
は
こ
の
よ
う
な
評
価
を
通
じ
て
、
金
鎬

が
「
遊
戯
に

陥
っ
た
謎
め
い
た
美
の
探
求
者
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
気
持
ち
か
ら
敢
え
て
苦
言

を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
参
加
的
で
批
判
的
な
内
容
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
に
、
形
象
を
さ
ら
に
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
ろ
と
い
う
要
求
だ
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
兪
弘

挿図15 金鎬 《マスクをした子供》1986 年、韓国画、縦
135cm 横 100cm 作家蔵

      





一
八

美

術

研

究

四

三

三

号

132

荒
い
筆
致
と
色
彩
は
、
内
容
で
あ
り
形
式
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
合
致
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
を
水
墨
彩
色
画
固
有
の
媒
体
的
特
性
を
見
せ
て
い
る
例
と
し
て
考
え
る
の
は
難

し
い
よ
う
だ）

47
（

。

一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
画
は
、
現
実
と
日
常
、
そ
し
て
生
の
体
験
を
は
じ
め
と
す
る
素

材
や
テ
ー
マ
を
「
形
象
」
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
こ
こ
に
は
当
然
、
社
会
参
加
的
で
現
実

批
判
的
な
作
品
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
韓
国
画
の
媒
体
、
つ
ま
り
紙
と
水
墨
と
顔
料
の
組

み
合
わ
せ
が
生
み
出
す
染
み
込
ん
で
滲
む
特
性
は
、
対
象
を
詳
細
に
描
写
す
る
よ
り
も
む

し
ろ
減
筆
に
よ
っ
て
省
略
し
た
と
き
に
、
よ
り
現
実
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る）

48
（

。
し
か
し
そ

の
境
界
は
非
常
に
微
妙
で
、
画
家
の
熟
練
を
要
す
る
。
筆
者
は
こ
れ
こ
そ
が
水
墨
を
媒
体

と
す
る
韓
国
画
の
「
形
象
」
が
持
つ
効
果
で
あ
り
、
重
要
な
特
性
だ
と
考
え
る
。
し
か
し

残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
画
の
特
徴
は
主
に
民
衆
美
術
系
の
批
評
家
た
ち
か
ら

は
、
観
念
的
だ
と
か
、
媒
体
と
形
式
、
す
な
わ
ち
水
墨
の
効
果
に
の
み
こ
だ
わ
っ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
批
判
を
受
け
た
。
こ
こ
で
反
問
す
る
必
要
が
あ
る
。
我
々
美
術
界
は
果
た

し
て
韓
国
画
を
本
当
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

後
に
展
開
さ
れ
る
一
九
九
〇
年
代
の
韓
国
画
、
さ
ら
に
は
現
在
ま
で
続
く
韓
国
画
制
作

の
現
場
を
考
慮
す
る
と
、
韓
国
画
の
記
述
に
対
す
る
厳
し
い
反
省
の
必
要
性
は
い
っ
そ
う

求
め
ら
れ
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
韓
国
美
術
界
は
、
西
欧
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
多
様
化
し
、
韓
国
画
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
韓
国
画
を
同
時
代

美
術
と
し
て
正
当
に
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
批
評
家
や
研
究
者
の
専
門
性
が
何
よ
り
も

要
求
さ
れ
る
理
由
が
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
問
題
は
韓
国
画
の
ク
リ
シ
ェ
（cliché

）
で
は

な
く
、
鑑
賞
者
と
批
評
の
ク
リ
シ
ェ
な
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
一
度
考
え

直
す
必
要
が
あ
る
。

木
版
画
か
ら
水
墨
画
に
転
換
し
た
金
京
株
が
、
毛
筆
の
柔
ら
か
く
繊
細
な
描
写
力
に

よ
っ
て
民
衆
美
術
系
韓
国
画
の
特
徴
を
表
現
し
た
と
す
れ
ば
、
朴
汶
鐘
は
荒
っ
ぽ
く
強
烈

な
筆
致
に
よ
っ
て
テ
ー
マ
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
。
例
え
ば
《
死

産
》（
挿
図
18
）
は
、
光
州
民
衆
抗
争
の
現
場
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
黒
い
墨

と
血
の
赤
い
色
が
対
照
を
織
り
な
す
画
面
に
、
民
画
の
要
素
と
ピ
カ
ソ
の
《
ゲ
ル
ニ
カ
》

か
ら
引
用
し
た
よ
う
な
形
態
が
登
場
す
る
。
鋭
い
葉
の
草
が
生
え
た
絶
望
の
黒
い
大
地
に

伏
せ
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
女
性
た
ち
の
姿
は
苦
痛
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
朴
汶
鐘
の 挿図18 朴汶鐘《死産》1988 年、韓紙に水墨彩色、縦 231cm 横 222cm 作家蔵
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画
か
ら
続
く
形
象
を
三
つ
目
の
軸
と
し
て
登
場
し
た
絵
画
が
、
ま
さ
に
新
形
象
世
代
の
韓

国
画
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

本
文
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
形
象
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
あ
る
部

分
で
は
重
な
っ
て
お
り
、
ま
た
あ
る
部
分
で
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
ラ
ゴ
ン
に
よ
っ
て

「nouvelle figuration

（
新
形
象
／
新
具
象
）」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
て
以
来
、
西
欧
美
術

に
お
け
る
形
象
の
表
現
と
は
単
純
な
再
現
で
は
な
く
、
実
在
（real

）
を
表
象
す
る
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
韓
国
画
に
お
け
る
形
象

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
明
ら
か
な
こ
と
は
、
韓
国
画
が

西
欧
と
韓
国
、
過
去
と
現
在
の
視
点
を
併
せ
持
っ
た
独
特
の
時
代
性
を
抱
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
本
論
文
の
及
ば
な
い
点
を
反
省
す
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
画
の

特
徴
が
、
さ
ら
に
多
く
の
研
究
者
た
ち
の
同
時
代
的
な
感
覚
と
言
語
を
通
じ
て
分
析
さ

れ
、
記
述
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
そ
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
韓
国
画
の

新
し
い
姿
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）
「
国
展
」
の
初
期
か
ら
提
起
さ
れ
た
批
判
は
、
植
民
地
時
代
の｢

朝
鮮
美
術
展
覧
会
」
の
形
式

と
シ
ス
テ
ム
を
そ
の
ま
ま
倣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
回
数
を
重
ね
な
が
ら
、

徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
問
題
は
、
審
査
の
公
正
性
に
関
す
る
も
の
で
、
学
歴
や
派
閥
に
よ

る
審
査
委
員
た
ち
の
弟
子
へ
の
贔
屓
が
度
を
越
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

「
国
展
」
は
、
一
九
八
一
年
の
第
三
〇
回
で
幕
を
下
ろ
し
、
主
管
を
民
間
団
体
で
あ
る
韓
国
文
化

芸
術
振
興
院
に
移
し
、
一
九
八
二
年
に
第
一
回
「
大
韓
民
国
美
術
大
展
」
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

「
大
韓
民
国
美
術
大
展
」
は
一
九
八
六
年
か
ら
は
社
団
法
人
韓
国
美
術
協
会
が
引
き
継
ぎ
、
現
在

ま
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
一
九
七
〇
年
に
国
内
唯
一
の
民
展
と
し
て
出
帆
し
た
韓
国
日
報
主
催
の
第
一
回
「
韓
国
美
術
大

賞
展
」
の
グ
ラ
ン
プ
リ
は
、
金
煥
基
の
《
ど
こ
で
、
ど
ん
な
姿
で
ま
た
会
う
の
か
》
に
与
え
ら
れ

た
。
弘
益
大
学
の
学
長
で
あ
り
、
芸
術
院
会
員
と
し
て
「
国
展
」
の
審
査
員
も
務
め
た
国
内
最
高

の
画
家
、
金
煥
基
の
大
賞
受
賞
は
様
々
な
物
議
を
か
も
し
た
。
李
逸
は
「
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
に
よ

る
無
難
な
「
名
誉
賞
」
や
「
功
労
賞
」
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
展
覧
会
の
体
制
と
審
査

結
び

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
民
展
時
代
の
幕
開
け
と
同
時
に
提
起
さ
れ
た
「
新
し
い
形

象
性
」
の
概
念
と
そ
の
実
践
は
、
既
存
の
抽
象
一
辺
倒
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
雰
囲
気

と
共
に
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
韓
国
美
術
界
の
状
況
に
定
着
し
、
あ
る
意
味
で
必
然

と
も
言
え
る
ほ
ど
う
ま
く
適
合
し
た
。
こ
れ
は
韓
国
画
系
の
作
家
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、

ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
韓
国
画
の
登
場
に
貢
献
し
た
。

筆
者
は
、
こ
の
時
期
に
作
家
と
し
て
の
基
盤
を
築
い
た
韓
国
画
家
た
ち
を
「
新
形
象
世

代
」
と
し
て
分
類
し
た
。
彼
ら
は
形
象
性
の
流
れ
の
中
で
、
韓
国
画
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア

リ
ズ
ム
傾
向
を
試
み
、
水
墨
画
運
動
の
影
響
圏
の
中
で
水
墨
と
い
う
媒
体
の
実
験
に
没
頭

し
た
。
こ
れ
は
当
時
（
事
実
上
、
今
も
）、
韓
国
画
が
伝
統
的
で
も
現
代
的
で
も
な
い
と
い

う
批
判
の
口
実
と
な
っ
た
。
伝
統
継
承
の
立
場
か
ら
は
、
西
欧
の
流
行
を
後
追
い
す
る
変

種
と
し
て
扱
わ
れ
る
一
方
、
現
代
美
術
の
立
場
か
ら
は
西
洋
画
部
の
亜
流
、
時
代
遅
れ
の

美
術
と
見
做
さ
れ
た
。

し
か
し
筆
者
が
見
た
と
き
、
こ
れ
ら
新
形
象
世
代
が
展
開
し
た
韓
国
画
の
様
相
は
、
一

つ
の
分
岐
点
を
成
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
形
象
世
代
の
登
場
を
基
点
に
今
も
な
お
、

伝
統
的
絵
画
／
東
洋
画
／
韓
国
画
／
水
墨
彩
色
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ

て
い
る
複
雑
な
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
遂
に
同
時
代
美
術
と
同
じ
土
俵
で
議
論
さ
れ
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
い
う
の
が
ま
さ
に

「
形
象
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
韓
国
画
は
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
同
時
代
美
術
の

形
象
性
の
傾
向
を
吸
収
し
な
が
ら
も
、
既
存
の
伝
統
絵
画
の
形
象
へ
と
つ
な
が
る
脈
絡
の

中
に
あ
っ
た）

49
（

。
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
を
前
後
し
た
西
欧
の
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
や

ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
、
新
具
象
の
概
念
を
一
つ
の
軸
と
し
、
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
後
半
の

韓
国
美
術
に
お
け
る
新
し
い
形
象
性
を
も
う
一
つ
の
軸
と
し
て
、
そ
し
て
最
後
に
伝
統
絵

      



二
〇

美

術

研

究

四

三

三

号

134

の
最
優
秀
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
賞
は
金
鎭
石
の
《
影
─
忘
我

7813

》
と
金
洪
疇
の
《
問
》
が
受
賞
し

た
。
ま
た
、
宋
允
熙
の
《
テ
ー
プ

7811

》
と
池
石
哲
の
《
反
作
用

78-

13
》
な
ど
が
奨
励
賞

に
輝
い
た
。

（
7
）
「
’새
로
운 

형
상
성‘

의 

추
구: 

동
아
미
술
제
를 

말
한
다（
좌
담
회
）（「
新
し
い
形
象
性
」の
追
求

：
東
亜
美
術
祭
を
語
る
（
座
談
会
））」、『
東
亜
日
報
』（
一
九
七
八
年
二
月
一
日
）。

（
8
）
同
文
。

（
9
）
同
文
。

（
10
）
同
文
。

（
11
）
李
逸
、「
추
상
미
술
’그 

이
후
─
신
형
상
과 

누
보 

레
알
리
슴
에 

대
하
여
（
抽
象
美
術
、
そ
の
後

─
新
形
象
と
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
）」（
一
九
六
八
年
）、
鄭
然
心
ほ
か
、『
비
평
가
’

 

이
일 

앤
솔
로
지（
상
）（
批
評
家
、
李
逸
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー（
上
））』（
ミ
ジ
ン
サ
、
二
〇
一
三
年
）、
七
十

五
〜
八
十
一
頁
。

（
12
）
同
文
、
七
十
七
〜
七
十
九
頁
。
李
逸
は
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
の
中
心
人
物
で
あ
る
フ
ラ
ン

ス
の
批
評
家
、
ピ
エ
ー
ル
・
レ
ス
タ
ニ
ー
（Pierre R

estany

）
の
「
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」

を
引
用
し
、
そ
の
美
学
的
特
徴
を
詳
し
く
説
明
し
た
。

（
13
）
同
文
、
七
十
七
頁
。
逆
説
的
に
も
抽
象
美
術
支
持
者
で
あ
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ラ
ゴ
ン
は
、
一
九

六
一
年
に
新
形
象
概
念
を
掲
げ
、
同
年
十
一
月
八
日
か
ら
一
ヶ
月
間
、U

ne N
ouvelle figuration : 

Appel, Bacon, C
orneille, D

ubuffet, G
iacom

etti, Jorn, Lapoujade, M
aryan, M

atta, Saura, Staël

と
い
う
展
覧
会
を
企
画
し
て
、
パ
リ
の
マ
テ
ィ
ア
ス
・
フ
ェ
ル
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（G

alerie 

M
athias Fels

）
で
開
催
し
た
。
参
加
作
家
は
カ
レ
ル
・
ア
ペ
ル
（K

arel A
ppel

）、
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ベ
ー
コ
ン
（Francis Bacon

）、
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
（Jean D

ubuffet

）、
ア
ル
ベ
ル
ト
・

ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
（A

lberto G
iacom

etti

）、
ア
ス
ガ
ー
・
ヨ
ル
ン
（A

sger Jorn

）、
ニ
コ
ラ
・
ド
・

ス
タ
ー
ル
（N

icolas de Staël

）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
は
翌
年
「
新
形
象
Ⅱ
（U

ne 

N
ouvelle figuration II

）」
と
し
て
再
び
開
催
さ
れ
た
。

（
14
）
同
文
、
七
十
七
〜
七
十
八
頁
。
李
逸
は
、
ラ
ゴ
ン
の
一
九
六
三
年
出
版
の
著
書
、『N

aissance 

d’un art nouveau

』（Paris

：A
lbin M

ichel

、
一
九
六
三
年
）
を
フ
ラ
ン
ス
滞
在
時
に
翻
訳
し
、

帰
国
し
て
約
十
年
後
の
一
九
七
四
年
に
出
版
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
本
で
ラ
ゴ
ン
は
、

新
形
象
と
ヌ
ー
ボ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
の
誕
生
過
程
に
、
極
東
ア
ジ
ア
芸
術
の
影
響
が
潜
ん
で
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ラ
ゴ
ン
、
李
逸
訳
、『
새
로
운

예
술
의

탄
생
（
新
し

い
芸
術
の
誕
生
）』（
ジ
ョ
ン
ウ
ム
サ
、
一
九
七
四
年
）、
四
十
七
〜
五
十
六
頁
を
参
照
。

（
15
）
一
方
、
ラ
ゴ
ン
の
用
語
「nouvelle figuration

」
は
李
逸
に
よ
っ
て
「
新
形
象
」
と
翻
訳
さ
れ

た
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、「
新
具
象
」
と
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
民
衆
美
術

系
の
理
論
家
た
ち
の
登
場
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
に
登
場
し
た
フ
ラ
ン
ス

の
「
理
念
不
在
」
を
批
判
し
た
。「
한
국
미
술
대
상
전 

제
1
회
로
선 

큰 

수
확
이
지
만 

（
韓
国
美
術
大
賞
展
第
1
回
と
し
て
は
大
き
な
収
穫
だ
が
）」（『
東
亜
日
報
』
一
九
七
〇
年
七
月
十

四
日
、
五
頁
）
そ
の
後
の
「
韓
国
美
術
大
賞
展
」
は
、
一
九
七
一
年
の
第
二
回
展
開
催
以
降
中
止

さ
れ
、
一
九
七
六
年
に
入
っ
て
再
開
し
た
が
、
一
九
七
八
年
の
五
回
展
を
最
後
に
幕
を
下
ろ
し

た
。

（
3
）
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
東
洋
画
壇
に
つ
い
て
の
論
文
は
、
東
洋
画
の
抽
象
傾
向
と
現
代
美
術
の

関
係
に
集
中
す
る
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
解
放
後
か
ら
一
九
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
、
ア

ン
フ
ォ
ル
メ
ル
に
代
表
さ
れ
る
抽
象
様
式
が
国
内
画
壇
を
主
導
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九

七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
東
洋
画
／
韓
国
画
に
関
し
て
は
、
近
代
的
な
実
景
山

水
画
や
都
市
風
景
画
、
人
物
画
、
水
墨
画
運
動
に
関
す
る
研
究
が
主
に
行
わ
れ
た
が
、
伝
統
と
の

関
連
性
、
素
材
、
媒
体
的
特
性
、
個
別
作
家
や
代
表
作
家
の
作
品
様
式
に
関
す
る
分
析
に
集
中
し

て
い
る
。
詳
細
な
文
献
リ
ス
ト
は
李
旼
修
、「
한
국
화
의 

형
상 

표
현
과 

현
실 

인
식
의 

재
조
명: 

1930

년
대 

이
후 

국
내
화
단
의 

구
상·

추
상 
논
쟁
을 

중
심
으
로
（
韓
国
画
の
形
象
表
現
と
現
実

認
識
の
再
照
明
：
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
国
内
画
壇
の
具
象
・
抽
象
論
争
を
中
心
に
）」（
弘
益
大

学
校
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
九
年
）、
三
〜
四
頁
を
参
照
。
本
論
文
で
は
韓
国
画
に
つ
い
て
、

当
時
の
美
術
界
の
流
れ
と
影
響
関
係
の
中
で
「
形
象
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
共
時
的
で
あ
り
つ

つ
も
通
時
的
な
視
点
か
ら
見
て
み
た
い
。

（
4
）
「
동
아
미
술
제 

대
상
에
（
東
亜
美
術
祭
大
賞
に
）《1978.1.28
》」、『
東
亜
日
報
』（
一
九
七
八

年
三
月
二
十
九
日
）。

（
5
）
し
か
し
卞
鍾
坤
は
こ
の
作
品
で
、
大
賞
を
受
賞
し
た
後
、「
反
体
制
人
士
」
と
し
て
当
局
に
目

を
つ
け
ら
れ
、
監
視
と
弾
圧
に
苦
し
め
ら
れ
た
た
め
、
米
国
に
避
難
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
朴
正
煕
に
よ
る
維
新
体
制
の
下
で
民
展
も
、
政
治
的
、
社
会
的
発
言
に
お
い
て
自
由
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
例
で
あ
る
。

（
6
）
第
一
回
「
東
亜
美
術
祭
」
大
賞
の
卞
鍾
坤
を
含
め
、
東
亜
美
術
賞
の
受
賞
者
は
九
人
で
あ
る
。

絵
画
一
部
に
呉
龍
吉
の
《
焚
き
火
》
が
あ
り
、
絵
画
二
部
に
朴
庄
年
の
《
麻
布

78-

1
》、
崔
鍾

淋
の
《
雨
戸
1
》、
絵
画
三
部
に
韓
雲
晟
の
《
知
恵
の
柱
》、
彫
刻
部
に
朴
基
玉
の
《
褓

9
》、

李
升
澤
の
《
ト
ル
ソ
ー
の
背
面
》、
李
相
甲
の
《
空
力

78-

Ⅱ
》
な
ど
、
計
九
人
が
入
賞
し
た
。

「
韓
国
美
術
の
未
来
を
開
く
「
新
形
象
性
」
の
精
華
」（『
東
亜
日
報
』
一
九
七
八
年
三
月
二
十
九
日
、

五
頁
）「
中
央
美
術
大
展
」
の
最
初
の
大
賞
は
、
彫
刻
で
は
姜
大
喆
の
《
生
命
質
─
縦
と
横
》
が

受
賞
し
、
東
洋
画
の
朴
大
成
の
《
チ
ュ
ハ
ク
》、
李
淑
子
の
《
麦
波
》、
鄭
鍾
海
の
《
生
》、
金
雅

暎
の
《
三
代
》、
西
洋
画
で
は
池
石
哲
の
《
反
作
用
》
と
李
昊
哲
の
《
車
窓
》
な
ど
が
奨
励
賞
を

受
賞
し
た
。
第
五
回
「
韓
国
美
術
大
賞
展
」
の
一
般
公
募
部
門
と
指
名
公
募
部
門
の
大
賞
は
、
そ

れ
ぞ
れ
秦
玉
先
の
《
答

78-

J
》
と
尹
亨
根
の
《
茶
清

78
》
に
与
え
ら
れ
、
一
般
公
募
部
門

      



二
一

一
九
七
〇
〜
一
九
八
〇
年
代

新
形
象
世
代
の
韓
国
画

135

형
상
성‘ 

（「
東
亜
美
術
祭
」
に
先
立
ち
探
る
「
韓
国
美
術
の
課
題
」（
二
）：
伝
統
絵
画
と
「
新
し

い
形
象
性
」）」、『
東
亜
日
報
』（
一
九
七
八
年
三
月
二
日
）。

（
20
）
同
文
。
朴
容
淑
は
一
九
六
九
年
、
中
央
日
報
新
春
文
芸
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
の
唐
末
五
代
の
画

家
、
荊
浩
の
「
絵
を
描
く
た
め
の
六
つ
の
原
理
（
絵
六
要
）」
を
テ
ー
マ
に
し
た
評
論
「
東
洋
画

素
描
」
に
よ
っ
て
美
術
評
論
家
と
し
て
登
壇
し
た
。
ま
た
、
彼
は
東
洋
の
人
文
学
を
学
ぶ
た
め
に

「
京
都
学
派
」
の
近
代
日
本
人
文
学
を
勉
強
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
朴
容
淑
、『
한
국

현
대
미
술
사

이
야
기（
韓
国
現
代
美
術
史
物
語
）』（
イ
ェ
ギ
ョ
ン
、
二
〇
〇
三
年
）、
五
頁
。
こ
の
よ

う
な
背
景
か
ら
、
朴
容
淑
が
東
洋
画
論
に
基
づ
い
て
伝
統
絵
画
や
韓
国
画
、
そ
し
て
同
時
代
の
絵

画
に
接
近
し
た
方
法
は
注
目
に
値
す
る
。

（
21
）
朴
容
淑
の
言
及
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
が
、
筆
者
が
こ
れ
に
注
目
す
る
、
よ
り
実
質
的
な
理

由
は
、
こ
れ
ら
の
伝
統
画
論
の
意
味
が
、
す
で
に
西
欧
を
通
じ
て
再
発
見
さ
れ
て
お
り
、
今
日
、

同
時
代
の
言
説
と
し
て
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
再
び
戻
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
一
九
六
〇
年
代
以

降
、
リ
オ
タ
ー
ル
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義

（post-structuralism

）
の
思
想
家
た
ち
は
、
ラ
ゴ
ン
が
提
示
し
た
「nouvelle figuration

」
の
概

念
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
形
象
」
の
問
題
を
扱
っ
た
。
対
象
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、

対
象
に
対
す
る
新
し
い
感
覚
を
伝
達
す
る
た
め
に
「
具
象
」
と
区
別
さ
れ
る
「
形
象
」
は
、
伝
統

画
論
の
「
形
象
」
の
概
念
と
比
較
す
る
と
か
な
り
類
似
し
た
様
相
を
持
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
形
象
の

議
論
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。 Jean-Francois Lyotard, D

iscours, Figure

（Paris

：

K
lincksieck, 

一
九
七
二
年
）; G

illes D
eleuze, Francis Bacon-Logique de la sensation

（Paris

：

Editions de la D
ifference, 

一
九
八
一
年
）; Jean Baudrillard, Sim

ulacres et sim
ulation

（Paris

：

EditionsG
alilée, 

一
九
八
一
年
）。

（
22
）
「
八
〇
年
度
東
亜
美
術
祭
入
賞
作
発
表
」、『
東
亜
日
報
』（
一
九
八
〇
年
三
月
十
五
日
）;

東

亜
美
術
祭
歴
代
入
賞
者
（
美
術
同
友
会
員
）、http://w

w
w.donga.com

/docs/ilbo/event/

exhibition/exhibition1-4.htm
l

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
十
一
日
閲
覧
）。
一
方
、
金
天
栄
の
受
賞

所
感
が
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
は
、
絵
画
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
記
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。「
80
동
아
미
술
제

영
광
의

얼
굴
들
（
八
〇
東
亜
美
術
祭

栄
光
の
顔
）」、『
東
亜
日

報
』（
一
九
八
〇
年
三
月
十
五
日
）。

（
23
）
「
제
1
회
《
중
앙
미
술
대
전
》
각

부
문

장
려
상
수
상
자 

’프
로
필‘ （
第
一
回
「
中
央
美
術
大
展
」

各
部
門
の
奨
励
賞
受
賞
者
「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」）」、『
中
央
日
報
』（
一
九
七
八
年
六
月
二
日
）。

（
24
）
「
좌
담 

80
동
아
미
술
제
를

앞
두
고

…
… 

’
새
로
운

형
상
성‘
에

거
는

미
술
계

기
대
（
座
談

八
〇
東
亜
美
術
祭
を
前
に
…
…
「
新
し
い
形
象
性
」
に
か
け
る
美
術
界
の
期
待
）｣

、

『
東
亜
日
報
』（
一
九
八
〇
年
二
月
五
日
）。

（
25
）
同
文
。

の
新
具
象
絵
画
で
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
強
圧
的
な
国
家
主
義
政
策
と
ア
メ
リ
カ
の
覇
権

主
義
、
資
本
主
義
経
済
体
制
な
ど
に
対
す
る
批
判
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
が
主
流
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
の
新
具
象
絵
画
の
展
示
と
参
加
作
家
、
作
品
の
特
徴
に
関
し
て
は
ハ
ン
・
ス
ン
ヘ
、

「1960-1970

년
대 

프
랑
스 

신
구
상
회
화
에 

나
타
난 

저
항
의
식（
一
九
六
〇
〜
一
九
七
〇
年
代
フ

ラ
ン
ス
の
新
具
象
絵
画
に
表
れ
た
抵
抗
意
識
）」、『
現
代
美
術
史
研
究
』
38
（
現
代
美
術
史
学
会
、

二
〇
一
五
年
）、
二
五
九
〜
二
八
六
頁
を
参
照
。
新
具
象
絵
画
の
体
制
抵
抗
的
、
批
判
的
な
性
格

が
韓
国
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
一
年
に
開
館
し
た
私
立
美
術
館
で
あ
る
ソ
ウ
ル
美
術
館

で
、
一
九
八
二
年
の
五
月
と
七
月
に
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
た
「
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
展
」、「
フ

ラ
ン
ス
の
新
具
象
絵
画
展
」
で
あ
る
。
兪
弘
濬
は
こ
れ
ら
の
展
示
が
当
時
、
そ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ

て
い
た
「
国
際
的
な
流
れ
」
が
い
か
に
一
方
的
で
あ
っ
た
の
か
を
国
内
の
若
い
作
家
た
ち
に
如
実

に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
。
つ
ま
り
、
一
九
八
〇
年
代
の
世
界
美
術
の
流
れ
が
「
リ
ア
リ
ズ

ム
の
復
権
」
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
画
壇
の
形
式
実
験
と
、
新

し
い
具
象
絵
画
の
中
間
に
い
た
若
い
作
家
た
ち
や
作
家
志
望
者
が
、
具
象
美
術
へ
と
急
旋
回
す
る

の
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
兪
弘
濬
、「
새
로
운 

미
술
운
동
의 

전
개
양
상 

（
新
し
い
芸
術
運
動
の
展
開
様
相
）」、『
80
년
대 

미
술
의 
현
장
과 

작
가
들
（
八
十
年
代
美
術
の
現

場
と
作
家
た
ち
）』（
ヨ
ル
フ
ァ
ダ
ン
、
一
九
九
四
年
）、
二
十
九
〜
三
十
頁
。

（
16
）
前
掲
註
7
。「
東
洋
画
壇
の
盲
目
的
な
復
古
傾
向
」
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
盤
以
降
の
実
景

山
水
画
ブ
ー
ム
を
い
う
。
こ
れ
と
共
に
東
洋
画
家
た
ち
の
時
代
意
識
の
欠
如
も
批
判
の
対
象
に

な
っ
た
。
一
九
七
六
年
に
は
国
立
現
代
美
術
館
で
企
画
さ
れ
た
大
規
模
な
展
示
「
現
代
東
洋
画
大

展
」
の
作
家
選
定
問
題
に
関
す
る
共
同
討
論
で
、
こ
の
よ
う
な
東
洋
画
壇
全
般
に
対
す
る
厳
し
い

批
判
が
提
起
さ
れ
た
。「
공
동
토
론: 

우
리
의 

전
통
화
단 

’그 

명
암 

─ 

국
립
현
대
미
술
관

기
획 

현
대
동
양
화
대
전
의 

내
막
과 

문
젯
점
（
共
同
討
論
：
私
た
ち
の
伝
統
画
壇
、
そ
の
明
暗
─
国

立
現
代
美
術
館
企
画
、
現
代
東
洋
画
大
展
の
内
幕
と
問
題
点
）」、『
空
間
』（
一
九
七
六
年
七
月
）、

二
十
六
〜
三
十
一
頁
。

（
17
）
前
掲
註
7
。

（
18
）
三
月
末
、「
東
亜
美
術
祭
」
の
開
幕
を
控
え
て
『
東
亜
日
報
』
で
は
、「「
韓
国
美
術
の
状
況
」

の
問
題
点
と
新
た
な
課
題
」
に
つ
い
て
専
門
家
の
意
見
を
ま
と
め
た
企
画
記
事
を
五
回
に
わ
た
っ

て
掲
載
し
た
。
各
回
の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
新
し
い
形
象
性
へ
の
期
待
、
②
伝
統

絵
画
と
新
し
い
形
象
性
、
③
現
代
絵
画
の
哲
学
様
式
、
④
版
画
、
水
彩
画
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
新

し
い
模
索
、
⑤
現
代
彫
刻
の
新
し
い
形
象
性
。「《
동
아
미
술
제
》
에 

앞
서 

살
펴
본 

’한
국
미
술
의 

과
제‘（
1
）: 

’새
로
운 

형
상
성‘ 

에 

기
대
한
다
（「
東
亜
美
術
祭
」
に
先
立
ち
探
る
「
韓
国
美
術
の

課
題
」（
一
）：「
新
し
い
形
象
性
」
に
期
待
す
る
）」、『
東
亜
日
報
』（
一
九
七
八
年
二
月
二
十
二
日
）。

（
19
）
「《
동
아
미
술
제
》
에 

앞
서 

살
펴
본 

’한
국
미
술
의 

과
제‘ 

（
2
）: 

전
통
회
화
와 

’새
로
운 

      



二
二

美

術

研

究

四

三

三
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幻
影
：
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
の
世
界
）』、
ホ
ア
ム
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
図
録
（
サ
ム
ス
ン

美
術
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
十
二
頁; 

金
美
卿
、「
한
국

단
색
조
회
화

이
후 

’신
형
상‘ 

의

의
미

（
韓
国
の
単
色
調
絵
画
以
後
の
「
新
形
象
」
の
意
味
）」、『
韓
国
現
代
美
術197080

』（
学
研
文
化
社
、

二
〇
〇
四
年
）、
七
十
五
〜
七
十
六
頁
。
こ
れ
に
筆
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
の
民
展
を

含
め
て
、
こ
の
用
語
の
影
響
下
で
作
家
活
動
を
開
始
し
た
若
い
世
代
を
「
新
形
象
世
代
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。

（
30
）
李
喆
良
、「
수
묵
화
의

매
체
적

특
성
과

정
신
성
（
水
墨
画
の
媒
体
的
特
性
と
精
神
性
）」、『
空
間
』

（
一
九
八
三
年
十
一
月
）、
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。

（
31
）
李
喆
良
、「
전
통
정
신
에

대
한

몰
이
해

자
각

절
실
（
伝
統
精
神
に
対
す
る
没
理
解
、

自
覚
切
実
）」、『
ガ
ー
ナ
ア
ー
ト
』
8
（
一
九
八
九
年
七·

八
月
）、
一
一
四
頁
。

（
32
）
金
炳
宗
、｢

관
념
적

미
의
식
의

퇴
조
와

사
회
적
、
실
존
적

시
각
의

대
두: 

한
국
화
、
새

형
상

세
대
의

동
향
과

그

문
제（
観
念
的
美
意
識
の
退
潮
と
社
会
的
、
実
存
的
視
覚
の
台
頭
：
韓
国

画
、
新
し
い
形
象
世
代
の
動
向
と
そ
の
問
題
）｣

、『
美
術
世
界
』（
一
九
八
五
年
十
一
月
）、
二
十

六
頁
。

（
33
）
同
文
、
二
十
七
頁
。

（
34
）
一
九
八
二
年
、
二
十
八
歳
で
第
二
回
韓
国
美
術
評
論
家
協
会
賞
を
受
賞
し
た
申
山
沃
は
、
宋
秀

南
、
李
喆
良
と
共
に
、
水
墨
画
運
動
の
主
要
展
覧
会
に
参
加
し
て
注
目
を
集
め
た
作
家
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
か
ら
国
立
現
代
美
術
館
が
、
力
量
の
あ
る
三
十
五
歳
未
満
の
若
手
作
家
た
ち
を
選
定

し
て
企
画
し
た
二
回
目
の
展
示
で
あ
る
「
83
青
年
作
家
展
」
に
、
郭
正
明
、
金
鎮
冠
、
朴
允
緖
、

李
喆
良
、
洪
順
珠
ら
と
共
に
選
ば
れ
た
。

（
35
）
呉
光
洙
、「
申
山
沃
、 

점
진
적

소
재
주
의
의

극
복（
申
山
沃
、
漸
進
的
素
材
主
義
の
克
服
）」、DA-

A
rts 

美
術
作
家
五
〇
〇
人
、http://w

w
w.art500.or.kr/blog/shinsanok.do （

二
〇
二
〇
年
十
二
月

二
十
四
日
閲
覧
）。

（
36
）
申
山
沃
、「
사
회
와

역
사
에

동
참
하
는

적
극
적

자
세
（
社
会
と
歴
史
に
参
加
す
る
積
極
的
姿

勢
）」、『
ガ
ー
ナ
ア
ー
ト
』
8
（
一
九
八
九
年
七
・
八
月
）、
一
一
五
頁
。

（
37
）
呉
光
洙
、
徐
成
緑
、『
우
리
미
술 100

년（
私
た
ち
の
美
術

一
〇
〇
年
）』（
玄
岩
社
、
二
〇
〇
二

年
）、
三
三
八
頁
。
呉
光
洙
が
把
握
し
た
水
墨
画
運
動
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
当
時
宋
秀
南
を

は
じ
め
と
す
る
画
家
た
ち
も
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
呉
光
洙
の
比
較
的
友
好
的
な
立
場

と
は
異
な
り
、
元
東
石
、
兪
弘
濬
、
尹
凡
牟
の
よ
う
な
民
衆
美
術
陣
営
の
批
評
家
た
ち
は
、
こ
れ

に
対
し
て
非
常
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
次
世
代
の
批
評
家
、
金
学
亮
は
水
墨
画
運
動
の
特

徴
を
「
紙
筆
墨
精
神
主
義
」
と
命
名
し
た
。
彼
の
論
点
は
、「
描
か
れ
る
対
象
だ
け
が
現
在
に
属

し
て
い
る
だ
け
で
、
描
く
作
家
の
意
識
は
過
去
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
過
去
の
媒
体
と
理
念
と
態

度
を
、
現
在
に
投
影
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
金
学
亮
は
、
こ
れ
ら
の
「
紙
筆
墨
精

（
26
）
こ
の
章
で
記
述
す
る
内
容
は
、
既
存
の
民
展
で
受
賞
し
た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
作

品
と
、
第
一
、
二
回
「
大
韓
民
国
美
術
大
展
」
の
図
録
に
掲
載
さ
れ
た
、
西
洋
画
部
門
と
韓
国
画

部
門
の
入
賞
作
の
図
版
を
比
較
分
析
し
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
洋
画
壇
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ

ア
リ
ズ
ム
傾
向
に
関
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
下
で
、
図
版
を
介
し
て
得
る
情
報
は
限
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
当
時
の
主
要
公
募
展
で
入
賞
し
た
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ

ム
傾
向
の
作
品
の
現
状
を
探
る
こ
と
が
で
き
た
。
韓
国
美
術
協
会
編
著
、「
第
一
回
大
韓
民
国
美

術
大
展
図
録
」（
高
麗
書
籍
、
一
九
八
二
年
）;

韓
国
美
術
協
会
編
著
、「
第
二
回
大
韓
民
国
美

術
大
展
図
録
」（
高
麗
書
籍
、
一
九
八
三
年
）。

（
27
）
興
味
深
い
こ
と
に
全
来
植
の
《
余
情
》
は
、
非
具
象
系
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
墨
抽
象
画
と
し

て
の
特
性
と
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
が
示
す
視
覚
的
平
面
性
の
特
徴
を
同
時
に
見
せ
る
作
品

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
、
す
で
に
一
九
八
〇
年
の
第
三
回
「
中
央
美
術
大
展
」
東
洋
画

部
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
韓
豊
烈
の
《
対
話

80-

1
》
で
も
見
ら
れ
た
。
本
文
の
第
二
章
で
述
べ

た
よ
う
に
、
民
展
が
標
榜
し
た
、
ま
た
は
李
逸
を
含
む
当
時
の
韓
国
の
批
評
家
た
ち
が
追
求
し
た

新
し
い
形
象
性
の
概
念
に
お
け
る
、
形
象
と
抽
象
が
共
存
す
る
包
括
的
な
形
式
の
例
だ
と
言
え

る
。

（
28
）
水
墨
を
主
に
扱
う
画
家
た
ち
が
、
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
か
ら
脱
し
て
、
水
墨
と
い
う

媒
体
の
探
求
に
没
頭
す
る
水
墨
画
運
動
へ
転
換
し
た
と
し
た
ら
、
金
天
栄
や
李
淑
子
の
よ
う
な
彩

色
画
家
の
歩
み
は
ま
た
違
っ
た
。
一
九
八
一
年
、
全
斗
煥
政
権
の
第
五
共
和
国
の
発
足
と
共
に
行

わ
れ
た
民
俗
・
国
学
の
祭
典
「
国
風
81
」（
一
九
八
一
年
五
月
二
十
八
日
〜
六
月
一
日
）
を
き
っ

か
け
に
、
朴
生
光
を
は
じ
め
と
す
る
彩
色
画
家
た
ち
は
、
巫
俗
画
、
民
画
、
仏
画
な
ど
に
素
材
を

求
め
な
が
ら
、
彩
色
画
が
日
本
帝
国
時
代
の
残
滓
で
あ
る
と
い
う
汚
名
を
返
上
し
た
。
韓
国
画
と

し
て
の
彩
色
画
が
復
活
し
、
全
盛
期
を
迎
え
た
の
が
ま
さ
に
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
。
李
旼
修
、

「1990

년
대

한
국
화

읽
기
를

위
한

제
언: 

박
생
광

이
후

채
색
화
의

부
흥
과

영
향
（
一
九
九
〇

年
代
の
韓
国
画
を
読
む
た
め
の
提
言
：
朴
生
光
以
後
の
彩
色
画
復
興
と
影
響
）」、『
美
術
史
論
壇
』

46
（
二
〇
一
八
年
六
月
）、
二
二
九
〜
二
五
二
頁
を
参
照
。

（
29
）
李
逸
が
ラ
ゴ
ン
の
「nouvelle figuration

」
を
翻
訳
し
て
拡
散
さ
せ
た
単
語
「
新
形
象
」
は
、

後
に
金
福
栄
と
金
美
卿
が
、
韓
国
の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
を
呼
ぶ
の
に
適
し
た
用
語
と

し
て
使
用
し
な
が
ら
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
美
術
の
特
徴
的
な
傾
向
を
称
す
る
用
語
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
金
福
栄
と
金
美
卿
は
ラ
ゴ
ン
の
「nouvelle figuration

」
で
は
な
く
、

敢
え
て
翻
訳
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「new

 figure

」
と
「new

 im
age

」
に
該
当
す
る
韓
国
固
有

の
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
的
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
い
う
点
は
注
目
に
値
す
る
。
金

福
栄
、「
70-

80
년
대

신
형
상

회
화: 

극
사
실

회
화
의

기
원
（
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
新
形
象
絵
画

：
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
の
起
源
）」、『
사
실
과

환
영: 

극
사
실

회
화
의

세
계
（
写
実
と
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方
式
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
の
「
洋
画
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
獲
得
と
東
洋
画
に
お
け
る
気
韻
生

動
、
そ
し
て
写
意
と
の
出
会
い
」
と
い
う
表
現
に
似
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
東
洋

画
の
写
意
と
写
生
、
写
実
の
関
係
を
論
じ
た
論
考
と
し
て
は
、
金
原
省
吾
、
閔
丙
山
訳
、『
동
양
의

마
음
과

그
림（
東
洋
の
心
と
絵
）』（
セ
ム
ン
サ
、
一
九
七
八
年
）、
三
〇
八
〜
三
六
九
頁
を
参
照
。
原

題
は
『
東
洋
美
術
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
一
年
）。

（
49
）
新
形
象
世
代
の
韓
国
画
の
基
盤
は
、
伝
統
的
な
写
景
山
水
と
真
景
山
水
へ
の
関
心
と
熱
気
に
あ

り
、
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
の
実
景
山
水
画
や
、
そ
の
後
の
都
市
部
や
そ
の
周
辺
の
現

実
風
景
の
中
に
入
り
込
ん
で
描
い
た
画
家
た
ち
の
歩
み
が
、
そ
の
背
景
を
形
成
し
た
と
言
え
る
。

訳
者
註

（
1
）
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
民
主
化
運
動
の
高
ま
り
と
共
に
展
開
し
た
社

会
批
判
的
な
美
術
運
動
。

（
2
）
韓
国
で
は
「
新
形
象
」
と
訳
し
て
い
る
。
註
15
参
照
。

（
3
）
儒
教
の
経
典
の
一
つ
。

（
4
）
朴
正
煕
前
大
統
領
の
漢
字
廃
止
お
よ
び
ハ
ン
グ
ル
専
用
政
策
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
世
代
。
筆

者
は
「
新
形
象
世
代
」
と
重
な
る
と
し
て
い
る
。

［
挿
図
出
典
］

挿
図
2
・
3
『
東
洋
美
術
大
展
集
：
現
代
韓
国
彩
墨
画
』vol. 1

、
ア
ー
ト
パ
ー
ク

二
〇
〇
三
年

挿
図
4
中
央
日
報
・
東
洋
放
送
編
著
、『
第
三
回
中
央
美
術
大
展
図
録
』
一
九
八
〇
年

挿
図
5
・
7

韓
国
美
術
協
会
編
著
『
第
一
回
大
韓
民
国
美
術
大
展
図
録
』
一
九
八
二
年

挿
図
6

韓
国
美
術
協
会
編
著
『
第
二
回
大
韓
民
国
美
術
大
展
図
録
』
一
九
八
三
年

挿
図
8
・
10

http://w
w

w.art500.or.kr

美
術
作
家
五
〇
〇
人

李
喆
良
ブ
ロ
グ

挿
図
12

錦
湖
美
術
館
編
『
80
年
代
の
形
象
美
術
展
』
一
九
八
九
年

挿
図
13

国
立
現
代
美
術
館
編
『
民
衆
美
術
15
年
：1980-1994 K

orean M
injoong A

rts

』
一
九
九
四

年

挿
図
16

李
仙
玉
「1990

年
代

光
州
の
現
実
主
義
水
墨
画
の
意
味
」『
湖
南
文
化
研
究
』
49
、
二
〇

一
一
年
四
四
五
頁

挿
図
17

李
仙
玉
「1990

年
代

光
州
の
現
実
主
義
水
墨
画
の
意
味
」『
湖
南
文
化
研
究
』
49
、
二
〇

一
一
年
四
四
六
頁

［
付
記
］

本
稿
は
、
筆
者
の
博
士
学
位
論
文
「
한
국
화
의

형
상

표
현
과 

현
실 

인
식
의 

재
조
명: 1930

년
대

神
主
義
」
を
志
向
す
る
水
墨
画
運
動
、
さ
ら
に
韓
国
画
言
説
の
性
格
を
「
原
始
主
義
」、
す
な
わ

ち
「
伝
統
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
金
学
亮
、「2000

년
대 
’한
국
화‘ 

담
론
의

원
시
주
의
적

성
격（
二
〇
〇
〇
年
代
の「
韓
国
画
」言
説
の
原
始
主
義
的
性
格
）」、

『
基
礎
造
形
学
研
究
』
10
：
3
（
二
〇
〇
九
年
）、
一
四
三
〜
一
五
〇
頁
。

（
38
）
申
山
沃
、
前
掲
註
36
、
一
一
五
頁
。

（
39
）
李
旼
修
、
前
掲
註
28
、
一
〇
四
頁
。
一
般
的
に
民
衆
美
術
の
形
象
性
は
、
は
る
か
に
直
接
的
な

形
態
と
し
て
表
れ
た
。
つ
ま
り
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
、
何
を
描
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
が
よ
り
明
確
に
表
れ
る
点
が
民
衆
美
術
の
特
徴
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
民
衆
美
術
は
し
ば
し
ば
「
イ
メ
ー
ジ
の
大
衆
的
な
テ
キ
ス
ト
化
」
に
例
え
ら

れ
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
芸
術
の
純
粋
性
を
守
ろ
う
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
か
ら
批
判
さ
れ

た
。
一
方
、
民
衆
美
術
系
の
批
評
家
は
、
最
も
民
族
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
韓
国
画
が
、
観
念

と
形
式
に
没
頭
し
て
い
る
と
批
判
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
特
に
水
墨
画
運
動
の
韓
国
画
に
集
中

し
た
。

（
40
）
元
東
石
、「
풍
토
와

풍
자
의

발
견
（
風
土
と
風
刺
の
発
見
）」（
一
九
八
三
年
）、 D

A-A
rts

美

術
作
家
五
〇
〇
人
、http://w

w
w.art500.or.kr/blog/kanghaengw

on.do （
二
〇
一
九
年
八
月
三

十
一
日
閲
覧
）。

（
41
）
兪
弘
濬
、「
김
호
석: 

미
더
운

필
묵
법
、
그

다
음

이
야
기
（
金
鎬
：
頼
も
し
い
筆
墨
法
、
そ
の

次
の
物
語
）」（
一
九
八
六
年
四
月
）、『
80
년
대

미
술
의

현
장
과

작
가
들
（
八
〇
年
代
美
術
の
現

場
と
作
家
た
ち
）』（
ヨ
ル
フ
ァ
ダ
ン
、
一
九
九
四
年
）、
一
七
四
頁
。

（
42
）
同
文
、
一
七
八
頁
。

（
43
）
同
文
、
一
七
五
〜
一
七
七
頁
。

（
44
）
金
京
株
は
一
九
八
三
年
に
結
成
さ
れ
た
「
五
月
詩
」
同
人
の
『
오
월
시

판
화
집: 
가
슴
마
다

꽃
으
로

피
었
어
라
（
五
月
詩
版
画
集
：
み
ん
な
の
心
に
花
に
な
っ
て
咲
い
て
る
よ
）』
に
木
版
画
を

掲
載
し
た
り
、「
五
月
詩
版
画
展
」
に
参
加
し
た
り
し
な
が
ら
美
術
界
に
知
ら
れ
、
一
九
八
〇
年

代
の
光
州
版
画
運
動
を
導
い
た
人
物
で
あ
る
。

（
45
）
李
仙
玉
、｢ 1990

년
대

광
주
에
서
의

현
실
주
의

수
묵
화
의

의
미
（
一
九
九
〇
年
代
の
光
州
に

お
け
る
現
実
主
義
水
墨
画
の
意
味
）｣

、『
湖
南
文
化
研
究
』
49
（
二
〇
一
一
年
六
月
）、
四
三
九
〜

四
四
〇
頁
。

（
46
）
多
く
の
先
行
研
究
で
は
木
版
画
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
稲
葉
真
以
氏
が
洪
成
潭
本
人
に
直
接

確
認
し
た
リ
ス
ト
を
提
供
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
「
リ
ノ
カ
ッ
ト
」
に
訂
正
し
た
。
稲
葉
氏
に
感

謝
す
る
。

（
47
）
李
旼
修
、
前
掲
註
28
、
一
一
五
頁
。

（
48
）
李
仙
玉
、
前
掲
註
45
、
四
六
五
〜
四
六
六
頁
。
こ
れ
は
兪
弘
濬
が
金
鎬

の
水
墨
ス
ケ
ッ
チ
の
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이
후

국
내
화
단
의

구
상·

추
상

논
쟁
을

중
심
으
로（
韓
国
画
の
形
象
表
現
と
現
実
認
識
の
再
照
明
：
一

九
三
〇
年
代
以
降
の
国
内
画
壇
の
具
象
・
抽
象
論
争
を
中
心
に
）」（
弘
益
大
学
校
大
学
院
美
術
史
学
科
、

二
〇
一
九
年
）
で
記
述
し
た
、
一
九
七
〇
年
代
と
一
九
八
〇
年
代
韓
国
画
の
形
象
表
現
と
関
連
し
た
様

相
を
基
に
し
て
深
化
さ
せ
た
。
特
に
ハ
イ
パ
ー
・
リ
ア
リ
ズ
ム
傾
向
の
韓
国
画
に
注
目
し
、
そ
の
特
徴

と
そ
の
後
の
展
開
状
況
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
て
再
構
成
し
補
完
し
た
。

（Lee M
insoo

・
韓
国
美
術
研
究
所
研
究
員
）

（
い
な
ば
〈
ふ
じ
む
ら
〉 

ま
い
・
韓
国
光
云
大
学
校
）

（
本
論
文
は
令
和
二
年
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