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札
幌
で
初
め
て
の
大
規
模
な
国
際
芸
術
祭
が
2
0
1
4
年
7
月
19
日
か
ら
9
月
28
日
の
72
日
間
の
会
期
で

行
わ
れ
た
。
北
海
道
立
近
代
美
術
館
と
札
幌
芸
術
の
森
美
術
館
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
北
海
道
庁
赤
レ
ン
ガ
庁

舎
や
札
幌
市
資
料
館
な
ど
の
歴
史
的
建
造
物
、
都
心
部
の
地
下
空
間
、
さ
ら
に
郊
外
の
モ
エ
レ
沼
公
園
な
ど
、

市
内
の
広
範
囲
に
点
在
す
る
場
所
を
会
場
と
し
て
、
国
内
外
64
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
、
美
術

展
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
た
。
観
覧
者
数
は
目
標
の
1
・
6
倍
に
あ

た
る
約
48
万
人
に
達
し
、
札
幌
で
行
わ
れ
る
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
国
内
外
か
ら

も
注
目
さ
れ
、
多
く
の
人
を
集
め
た
点
な
ど
に
お
い
て
は
成
功
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

国
内
で
も
後
発
の
国
際
芸
術
祭
と
な
る
た
め
、
計
画
当
初
か
ら
い
か
に
独
自
性
を
打
ち
出
せ
る
か
が
大
き

な
課
題
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
坂
本
龍
一
を
ゲ
ス
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
迎
え
た
の
も
差

別
化
を
図
る
た
め
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
人
気
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
揃
え
国
際
的
な
ト
レ
ン
ド
を
後
追
い
す
る
よ

う
な
も
の
に
は
し
な
い
こ
と
、
札
幌
な
ら
で
は
の
内
容
に
す
る
こ
と
な
ど
を
基
本
に
構
想
が
練
ら
れ
、
最
終
的

に
打
ち
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
は
「
都
市
と
自
然
」
で
あ
る
。
古
く
か
ら
ア
イ
ヌ
が
暮
ら
し
て
い
た
北
海
道
は
明
治

維
新
後
に
本
格
的
に
開
拓
が
進
め
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
だ
っ
た
自
然
が
次
々
と
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
ま

た
、
道
内
で
産
出
さ
れ
る
良
質
の
石
炭
が
一
時
期
日
本
の
産
業
を
支
え
た
も
の
の
、
今
で
は
こ
と
ご
と
く
廃
鉱

と
な
っ
て
い
る
。
他
者
を
排
し
利
便
性
を
求
め
突
き
進
ん
で
き
た
近
代
化
の
功
罪
の
痕
跡
を
残
す
地
と
し
て
、

震
災
や
原
発
事
故
な
ど
を
経
験
し
た
我
々
が
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
「
ポ
ス
ト
近
代
」
と
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い
う
観
点
か
ら
模
索
す
る
う
え
で
最
適
な
場
所
と
考
え
た
の
だ
。
多
岐
に
わ
た
る
内
容
も
、
都
市
と
自
然
の

共
生
を
問
う
と
い
う
テ
ー
マ
に
実
直
な
ま
で
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
札
幌
に
ゆ
か
り
の
深
い
掛
川
源

一
郎
、
伊
福
部
昭
、
中
谷
宇
吉
郎
ら
の
功
績
を
改
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
、
中
谷
芙
二
子
の
霧
の
彫

刻
や
モ
エ
レ
沼
公
園
で
の
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
な
ど
芸
術
祭
だ
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
作
品
展

開
を
は
じ
め
、
そ
の
内
容
的
成
果
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
市
内
に
分
散
し
た
会
場
を
す
べ
て
巡

る
こ
と
は
札
幌
市
民
で
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
訪
ね
歩
く
こ
と
自
体
が
、
自
然
と
隣
接
し
た
都

市
で
あ
る
札
幌
を
体
感
し
、
そ
の
歴
史
も
含
め
考
え
て
も
ら
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

入
場
合
計
は
目
標
を
上
回
っ
た
と
は
言
え
、
有
料
で
あ
っ
た
二
つ
の
美
術
館
で
の
展
覧
会
観
覧
者
数
が
伸
び

な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
芸
術
祭
へ
の
反
応
を
あ
る
意
味
象
徴
し
て
い
る
。
デ
ザ
イ
ン
を
優
先
し
た
広
報
印
刷
物

や
告
知
の
出
遅
れ
も
手
伝
っ
て
、
全
体
像
が
つ
か
み
づ
ら
く
、
都
心
部
の
地
下
歩
行
空
間
な
ど
の
無
料
展
示
を

見
た
だ
け
で
芸
術
祭
を
味
わ
っ
た
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
市
民
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
開
幕
直
前
に
坂

本
龍
一
が
病
気
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
話
題
性
が
皮
肉
に
も
芸
術
祭
の
知
名
度
ア
ッ
プ
に

つ
な
が
っ
た
が
、
や
は
り
会
期
中
に
ゲ
ス
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
一
度
も
札
幌
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
は
、
統
一
性
が
見
え
に
く
い
こ
の
芸
術
祭
に
お
い
て
求
心
力
を
欠
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
ぬ
ぐ
え
な
い
。

世
界
的
に
評
価
さ
れ
る
質
の
高
い
ア
ー
ト
が
札
幌
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
歓
迎
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
積
極

的
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
市
民
も
多
か
っ
た
反
面
、
街
全
体
と
し
て
は
初
回
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
様
子
見

の
や
や
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
印
象
が
残
る
。
そ
の
遠
巻
き
の
ス
タ
ン
ス
は
ご
く
一
部
を
除
い
て
地
元
の
美
術

家
も
同
じ
で
あ
る
。
芸
術
祭
実
現
に
向
け
た
運
動
が
起
こ
り
は
じ
め
た
こ
ろ
に
は
協
力
的
だ
っ
た
美
術
家
や
美

術
関
係
者
は
、
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
準
備
が
進
む
な
か
で
、
自
分
達
が
関
わ
れ
る
場
が
な
い
こ
と

を
か
な
り
後
に
な
っ
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
企
画
の
中
枢
や
出
品
者
の
大
勢
を
道
外
者
が
占
め
る
大
規
模
な

展
覧
会
が
札
幌
で
初
め
て
開
か
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
期
待
と
と
も
に
戸
惑
い
や
諦
め
に
似
た
感
情
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
そ
の
反
動
と
し
て
会
期
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
い
く
つ
も
の
展
覧
会
が
札
幌
及
び
北
海
道
内
で
別
途
実
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施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
賛
同
や
反
発
の
姿
勢
の
ち
が
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
結
果
的
に
は
芸
術
祭
が
大
き

な
刺
激
と
な
っ
て
地
元
の
美
術
の
活
性
化
を
導
く
と
い
う
効
果
を
も
ら
し
た
と
も
言
え
る
。

国
際
的
な
視
野
に
立
っ
た
外
部
か
ら
の
新
鮮
な
視
点
だ
か
ら
こ
そ
気
付
く
札
幌
の
特
徴
や
魅
力
、
価
値
と
い

う
も
の
も
確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
地
方
都
市
で
活
動
を
続
け
て
き
た
作
家
達
に
は
、
自
分
達
が
中
心

に
な
り
こ
の
地
の
美
術
を
支
え
て
き
た
と
い
う
自
負
も
あ
る
。
国
際
芸
術
祭
の
目
的
は
、
集
客
に
よ
る
経
済
波

及
効
果
や
街
お
こ
し
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
継
続
開
催
を
予
定
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
街
で
ど
う
受
け
入
れ

ら
れ
地
域
に
根
付
い
た
も
の
と
し
て
発
展
し
て
い
く
か
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
地
元
の
美
術
家
の
協

力
や
市
民
の
巻
き
込
み
は
無
視
で
き
な
い
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
北
海
道
立
近
代
美
術
館
、
札
幌
芸
術

の
森
美
術
館
と
も
に
基
本
的
に
は
会
場
の
提
供
に
留
ま
っ
た
が
、
地
元
の
美
術
館
と
し
て
今
後
ど
う
関
わ
り
を

も
つ
べ
き
な
の
か
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

東
京
都
現
代
美
術
館
は
、
今
年
度
開
館
20
周
年
を
迎
え
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
記
念
し
て
常
設
展
示
室
に

お
い
て
開
催
中
の
三
つ
の
特
別
企
画
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
近
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
方
向
性
に
つ
い
て

紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
東
京
都
美
術
館
か
ら
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
継
い
で
開
館

し
た
当
館
は
、
当
時
、
現
代
美
術
の
専
門
館
と
し
て
、
こ
の
歴
史
的
流
れ
を
常
時
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
の
提

02
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供
を
使
命
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
た
。「
現
代
美
術
」
の
歴
史
的
区
分
に
つ
い
て
は「
1
9
4
5
年
以
降
」
と
定
め
、

常
設
展
に
お
い
て
は
「
日
本
の
美
術
、
世
界
の
美
術
―
こ
の
50
年
の
歩
み
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
現
代
美
術

の
歴
史
的
作
品
や
動
向
を
時
系
列
で
見
せ
る
展
示
を
行
っ
て
来
た
。
こ
れ
に
は
、
都
美
術
館
時
代
、
10
年
ご

と
の
区
分
で
複
数
回
開
催
さ
れ
た
「
現
代
美
術
の
動
向
」
展
に
伴
い
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
編
成
し
て
き
た
事
情

も
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
指
定
管
理
者
制
度
導
入
以
降
、
常
設
展
に
お
い
て
も
入
場
者
数
の
目
標
値
が
定
め

ら
れ
、
頻
繁
な
展
示
替
え
を
伴
う
企
画
性
が
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
複
数
の
動
向
が
並
行
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
以
降
の
認
識
に
お
い
て
、
単
線
的
な
歴
史
観
が
共
有
さ
れ
づ
ら
い
こ
と
、
近
年
の
当
館
の
収
集
方
針
に
お
い

て
、
若
手
支
援
の
名
の
も
と
に
、
未
だ
歴
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
先
端
的
な
表
現
が
積
極
的
に
収
蔵
さ
れ
て

き
た
こ
と
な
ど
、
複
合
的
な
要
因
に
よ
り
、
既
存
の
常
設
展
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
な
り
、
タ
イ
ト
ル
を

2
0
0
5
年
よ
り
「
M
O
T
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
変
更
し
た
。
以
来
、
新
収
蔵
品
を
中
心
と
し
た
テ
ー
マ
性
の

高
い
展
示
と
、
日
本
の
戦
後
美
術
史
上
の
特
異
点
に
焦
点
を
当
て
る
「
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
シ
リ
ー
ズ
展
示
な
ど

に
よ
り
、
現
在
進
行
形
の
歴
史
を
い
か
に
提
示
す
る
か
を
模
索
し
て
き
た
。

さ
て
次
に
、
開
館
20
周
年
特
別
企
画
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
第
一
弾
は
、
開
館
の
年
に
光
を
あ
て
る
「
ク
ロ
ニ

ク
ル
1
9
9
5
―
」（
企
画：筆
者
）。
1
9
9
5
年
と
は
、阪
神・淡
路
大
震
災
、オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
爆
発
的
な
普
及
、
日
経
連
の
「
95
年
レ
ポ
ー
ト
」
に
よ
り
格
差
社
会
へ
の
端
緒
が
付
け

ら
れ
る
な
ど
、
社
会
学
の
分
野
な
ど
で
、
大
き
な
歴
史
的
分
岐
点
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
年
で
あ
る
。
こ
の
社
会

的
・
文
化
的
状
況
に
作
家
た
ち
は
ど
う
対
応
し
た
か
、
そ
し
て
、
1
9
9
5
年
は
日
本
の
現
代
美
術
史
に
お
い

て
も
分
岐
点
と
み
な
し
う
る
の
か
を
、
こ
の
前
後
に
制
作
さ
れ
た
作
品
群
を
通
し
て
検
証
す
る
の
が
展
示
の
目

的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
社
会
の
変
容
を
美
術
表
現
は
い
か
に
反
映
し
う
る
の
か
と
い
う
命
題
を
、
よ
り
広
い
時

間
幅
で
検
証
す
る
た
め
に
、
1
9
9
5
年
以
降
に
表
現
を
開
始
し
た
若
手
作
家
た
ち
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
第
二

部
と
し
、
時
代
に
並
走
す
る
当
館
の
使
命
を
も
同
時
に
提
示
し
た
。「
郊
外
化
」
の
ト
ピ
ッ
ク
と
と
も
に
、
都

市
計
画
と
い
う
観
点
か
ら
美
術
館
の
成
り
立
ち
に
言
及
し
た
こ
と
、
最
後
に
1
9
9
5
年
の
文
化
史
・
社
会
史

ZENBI vol.7／ ForumF-05 F-04



を
ま
と
め
た
年
表
も
掲
示
し
て
、「
美
術
／
美
術
館
」
が
語
り
得
な
い
1
9
9
5
年
に
つ
い
て
暗
示
し
た
こ
と
な

ど
、
当
館
の
位
置
を
俯
瞰
的
に
考
察
す
る
視
点
も
、
こ
の
展
示
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

現
在
開
催
中
の
第
二
弾
は
「
コ
ン
タ
ク
ツ
」
と
題
し
、
現
代
美
術
史
上
の
重
要
作
品
か
ら
、
若
手
作
家
の

最
新
動
向
ま
で
を
幅
広
く
収
蔵
す
る
当
館
の
特
質
を
生
か
し
、
世
代
や
活
動
領
域
な
ど
、
異
な
る
文
脈
を
持

つ
作
家
同
士
を
組
み
合
わ
せ
る
展
示
で
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
担
当
学
芸
員
全
員
で
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意

識
の
も
と
に
作
家
を
選
定
し
、「
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
作
品
へ
の
関
わ
り
方
に
も
、
複
数
の
手
法
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
物
故
作
家
も
含
め
て
明
確
な
テ
ー
マ
を
も
と
に
選
定
し
た
パ
ー
ト
も
あ
れ
ば
、

冨
井
大
裕
（
+
カ
ー
ル
・
ア
ン
ド
レ
）
や
、
千
葉
正
也
（
+
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ
ッ
ク
ニ
ー
）
の
よ
う
に
、
若
手

作
家
が
相
手
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
新
作
を
発
表
し
た
パ
ー
ト
も
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
／
作
品
を
介
し
て

異
な
る
時
間・
空
間
に
属
す
る
者
た
ち
が
交
流
し
う
る
と
い
う
、
美
術
館
の
機
能
が
示
さ
れ
た
展
示
と
い
え
る
。

第
三
弾
は
、
本
稿
の
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
準
備
段
階
で
あ
る
が
、「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ビ
カ
ミ
ン
グ
」
が
予

定
さ
れ
て
い
る
（
2
0
1
5
年
1
月
24
日
〜
5
月
10
日
、
企
画
：
藤
井
亜
紀
、
鎮
西
芳
美
）。「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

と
い
う
観
点
か
ら
作
品
を
考
察
す
る
と
き
に
現
れ
る
数
々
の
情
報

―
来
歴
、
保
存
・
修
復
、
当
館
の
収
集

方
針
と
の
関
係
な
ど
に
着
目
し
た
展
示
で
あ
る
。
当
館
を
代
表
す
る
作
品
の
来
歴
の
ほ
か
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー

ト
な
ど
同
時
代
の
技
術
に
依
拠
す
る
作
品
を
後
世
に
伝
え
る
取
り
組
み
や
、作
家
と
の
協
働
な
ど
、コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
作
り
、
後
世
に
伝
え
る
美
術
館
の
使
命
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
特
別
企
画
は
、
日
頃
、
企
画
展
に
隠
れ
が
ち
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
な
い
し
収
蔵
庫
と
い
う
存
在

が
、
美
術
館
の
核
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
の
現
代
美
術
の
動
向
を
見
渡
し
て
も
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
国
際
展
な
ど
が
そ
の
振
興
を
牽
引
す
る
状
況
に
お
い
て
、
美
術
館
と
い
う
時
間
を
超
え
る
場
が

な
し
う
る
、
持
続
的
な
関
係
作
り
や
取
り
組
み
の
重
要
性
も
、
も
う
ひ
と
つ
の
極
と
し
て
改
め
て
見
直
さ
れ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
文
化
を
支
え
る
社
会
的
状
況
の
先
行
き
が
不
透
明
で
あ
る
な
か
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
潜
在
力
を
い

か
に
引
き
出
し
得
る
か
に
、
今
後
の
美
術
館
の
命
運
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
る
。

03
文
化
財
の
保
存
分
野
に

I
P
M
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導
入
さ
れ
て
き
た
背
景

長
屋
菜
津
子 N

atsuko N
agaya

︵
愛
知
県
美
術
館
︶

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
文
化
財
保
存
、
特
に
保
存
科
学
を
や
っ
て
い
る
人
間
は
、
同
時
に
環

境
問
題
に
も
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、大
き
く
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
保
存
科
学
は
い
さ
さ
か
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
然
界
の
サ
イ
ク
ル
か
ら

あ
る
物
質
（
文
化
財
）
を
孤
立
さ
せ
る
た
め
、
自
然
摂
理
に
よ
る
化
学
反
応
に
逆
ら
う
こ
と
を
、
分
子
原
子
レ

ベ
ル
で
考
え
て
ゆ
く
学
問
で
あ
る
。
だ
か
ら
保
存
科
学
の
基
礎
学
の
部
分
と
、
環
境
問
題
に
関
す
る
基
礎
学
で

あ
る
環
境
科
学
と
呼
ば
れ
る
分
野
は
重
な
る
部
分
が
多
い
。
環
境
問
題
の
内
「
サ
イ
ク
ル
」
の
問
題
に
限
定

す
れ
ば
、
森
を
抜
け
て
右
へ
行
き
た
い
の
か
左
へ
行
き
た
い
の
か
の
差
こ
そ
あ
れ
、
戦
っ
て
い
る
森
は
同
じ
も

の
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
保
存
科
学
と
い
う
学
問
分
野
を
含
め
、
文
化
財
の
保
存
・
保
護
と
い
っ
た
こ
と
の
意

義
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
、
向
か
う
先
が
こ
の
環
境
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
行
き
当

た
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
欧
米
に
端
を
発
し
て
な
ぜ
文
化
財
の
世
界
に
こ
の
I
P
M
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
導
入
が
早
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と

に
つ
い
て
、
1
9
7
0
年
代
か
ら
1
9
9
0
年
代
に
欧
米
に
あ
っ
た
議
論
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

我
が
国
の
文
化
財
分
野
に
、
I
P
M
（Integrated Pest M

anagem
ent

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導
入
さ
れ

た
の
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
（
1
9
9
2
年
）
に
よ
り
臭
化
メ
チ
ル
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
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あ
る
と
、
一
般
に
は
思
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
文
化
庁
の
動
き
は
ま
さ
し
く
そ
う
で
、
当
初
は
不
可
欠
用
途
と

し
て
文
化
財
用
の
臭
化
メ
チ
ル
を
残
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

し
か
し
欧
米
で
の
I
P
M
導
入
の
経
緯
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
欧
米
に
お
い
て
も
燻
蒸
ガ
ス
の
使
用
こ
そ
少

な
か
っ
た
も
の
の
、
殺
虫
殺
菌
に
様
々
な
化
学
薬
品
を
利
用
し
て
き
た
歴
史
は
我
が
国
と
同
様
で
あ
る
。
レ
イ

チ
ェ
ル・
カ
ー
ソ
ン
の『
沈
黙
の
春
』（
1
9
6
2
年
）
は
、環
境
問
題
が
社
会
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
大
き
な
き
っ

か
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
連
動
し
て
文
化
財
の
保
存
科
学
者
た
ち
の
反
応
が
早
か
っ
た
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た

第
一
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、
保
存
科
学
者
た
ち
は
環
境
問
題
と

文
化
財
保
存
の
表
裏
一
体
性
に
気
が
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
ま
り
環
境
問
題
へ
の

積
極
的
な
参
加
を
示
す
よ
う
な
研
究
成
果
は
見
ら
れ
な
い
。
で
き
る
だ
け
人
体
に
対
し
無
害
な
も
の
へ
と
い
う

方
向
性
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
保
存
に
関
わ
る
研
究
者
が
「
ま
も
る
」
対
象
と
し
て
い
た
も
の
は
文
化

財
だ
け
だ
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
あ
っ
て
も
、
方
法
の
見
直
し
の
途
上
で
は
多
く
の
議
論
が
発
生
し
た
。
我

が
国
も
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
燻
蒸
の
よ
う
に
科
学
が
生
み
出
し
た
利
便
性
の
あ
る
方
法
論
は
、
一

度
定
着
し
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
離
脱
は
難
し
い
。
ま
し
て
I
P
M
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
に
組
織
と
し
て
の
取

り
組
み
が
前
提
の
手
法
の
導
入
は
方
々
に
議
論
の
火
の
手
を
上
げ
る
。
具
体
的
な
方
法
論
か
ら
始
ま
っ
た
に
せ

よ
、
問
題
を
文
化
財
の
保
存
、
博
物
館
機
能
や
使
命
と
い
っ
た
こ
と
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
い
か
ざ
る
得
な
く
な

る
場
面
も
生
じ
る
。
ま
た
同
時
期
に
環
境
問
題
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
環
境
化
学
、
環
境
倫
理
学
、
環

境
経
済
学
、
そ
の
他
の
学
問
領
域
を
次
々
と
生
み
出
し
て
ゆ
き
、文
化
財
の
保
存
分
野
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
徐
々
に
精
査
さ
れ
た
あ
る
考
え
方
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
持
ち
出
し
た
。「
ま
も
る
も

の
」
の
対
象
は
、「
文
化
財
」
と
「
次
世
代
の
環
境
」
と
が
同
等
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
文
化
財
の

保
存
の
究
極
の
目
的
と
は
「
文
化
財
を
次
世
代
以
降
に
受
け
渡
す
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、

当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
受
け
取
る
べ
き
次
世
代
以
降
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
文
化
財
の
保
存

は
「
持
続
可
能
な
社
会
」
が
大
前
提
で
あ
り
、
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
研
究
も
、
そ
れ
に
よ
り
か
か
る
の
で

は
な
く
積
極
的
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
が
、
こ
こ
に
き
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
が
欧
米
を
中
心
と
し
た
保
存
に
関
す
る
研
究
者
の
一
部
が
1
9
8
0
年
代
頃
に
た
ど
り
着
い
た
結

論
で
あ
る
。

し
か
し
保
存
科
学
の
世
界
と
博
物
館
（
美
術
館
）
の
世
界
の
動
向
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
の
は
、

別
に
我
が
国
だ
け
の
こ
と
で
も
な
い
。
欧
米
に
お
い
て
も
こ
の
考
え
方
が
博
物
館
（
美
術
館
）
の
世
界
で
目
に

見
え
る
形
で
広
が
り
を
見
せ
始
め
た
の
は
よ
う
や
く
1
9
9
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
博
物

館
（
美
術
館
）
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
台
頭
と
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
個
人
的
な
経
験
か

ら
言
っ
て
も
、
当
館
が
I
P
M
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
舵
を
切
っ
て
ゆ
く
そ
の
中
で
、
美
術
館
教
育
を
担
当
と
す
る
同

僚
は
、
具
体
的
な
手
法
論
は
と
も
か
く
、
そ
の
根
幹
に
対
す
る
理
解
は
極
め
て
早
か
っ
た
。
こ
れ
は
次
世
代
を

視
野
に
入
れ
る
と
い
う
、
そ
の
視
点
の
類
似
性
か
ら
く
る
も
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
欧
米
で
は
、
そ
も
そ
も
博
物
館
教
育
の
あ
り
方
の
模
索
の
中
で
具
体
的
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
が
次
々
と
発
生
し
た
こ
と
も
大
き
い
。
例
え
ば
従
来
の
ケ
ー
ス
越
し
鑑
賞
か
ら
、「
体
験
」
さ
せ
る
博

物
館
（
美
術
館
）
と
い
っ
た
こ
と
等
へ
大
き
な
進
展
を
見
せ
る
中
で
、
そ
れ
ま
で
聖
域
で
あ
っ
た
収
蔵
庫
へ
の

ツ
ア
ー
、
博
物
館
資
料
に
実
際
に
触
れ
る
体
験
と
い
っ
た
こ
と
も
試
み
ら
れ
る
。
し
か
し
一
部
の
国
、
博
物
館

で
、
そ
れ
を
契
機
に
化
学
薬
品
の
残
留
濃
度
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
子
供
た
ち
ど
こ
ろ
か
職
員
の
健
康
す
ら
も

危
う
く
す
る
ほ
ど
有
害
物
質
が
残
留
し
て
い
た
こ
と
が
、
相
次
い
で
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
話
を
我
が
国
に
戻
そ
う
。
生
物
被
害
へ
の
対
策
の
考
え
方
は
、
世
の
中
に
お
い
て
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

2
0
0
2
年
に
「
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
ビ
ル
管
理
法
」
と
略
す
）」

が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
は
公
衆
衛
生
目
的
の
生
物
被
害
対
策
に
つ
い
て
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
改
定

後
は
や
は
り
I
P
M
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
考
え
方
を
根
幹
に
置
い
て
い
る
。
旧
ビ
ル
管
理
法
は
定
期
的
な
薬
剤
散
布
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04
故
宮
文
物
を
如
何
に
展
示
す
る
か

―
北
京
と
台
北
、二
つ
の
故
宮
展
―

塚
本
麿
充 M

arom
itsu T

sukam
oto

︵
東
京
国
立
博
物
館
︶

東
京
国
立
博
物
館
で
は
2
0
1
2
年
1
月
に
「
北
京 

故
宮
博
物
院
2
0
0
選
」
展
を
、
そ
し
て
2
0
1
4

年
6
月
に
「
台
北 

國
立
故
宮
博
物
院
―
神
品
至
宝
―
」
展
を
開
催
し
た
。
お
そ
ら
く
世
界
の
博
物
館
の
な
か

で
も
、
こ
の
二
つ
の
故
宮
文
物
を
こ
れ
だ
け
短
い
期
間
で
な
し
得
た
の
は
、
日
本
だ
け
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
北

京
故
宮
展
で
は
張
択
端
「
清
明
上
河
図
巻
」
が
、台
北
故
宮
展
で
は
《
翠
玉
白
菜
》
が
目
玉
と
し
て
展
示
さ
れ
、

大
好
評
を
博
し
た
。

い
ず
れ
も
2
0
1
1
年
3
月
の
「
海
外
美
術
品
等
公
開
促
進
法
」
成
立
の
成
果
で
あ
り
、
長
年
法
案
成
立

に
奔
走
さ
れ
て
き
た
各
位
に
対
し
て
は
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
言
わ
ば
東
博
の
、
長
年
の
悲
願
と
も

言
え
る
こ
の
展
覧
会
で
、
如
何
に
故
宮
文
物
を
展
示
す
る
か
、
関
係
者
の
間
で
は
長
く
真
剣
な
議
論
が
行
わ

れ
た
。

歴
代
皇
帝
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
継
承
し
た
故
宮
文
物
は
周
知
の
通
り
、
現
在
北
京
と
台
北
に
分
蔵
さ
れ
て
お

り
、
両
岸
の
故
宮
で
は
現
在
も
活
発
な
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
い
も
の
は
全
て
台
北
に
あ
る
よ
う
な
印
象

も
世
間
で
は
流
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
そ
れ
は
南
遷
の
時
点
で
選
別
さ
れ
も
の
に
限
ら
れ
て

お
り
、
北
京
に
は
台
北
に
は
な
い
優
品
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
2
0
1
2
年
の
北
京
故
宮
展
は
、
歴
代
中
国
の
優
品
を
集
め
た
第
一
部
と
、
清
朝
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
意
味
を
紹
介
す
る
第
二
部
で
構
成
さ
れ
た
。
第
一
部
は
宋
元
の
書
画
だ
け
で
50
件
に
お
よ
び
、
一
級

文
物
（
日
本
で
言
う
国
宝
に
相
当
）
の
比
率
も
過
去
に
海
外
で
行
わ
れ
た
北
京
故
宮
展
の
最
大
を
記
録
し
た
。

を
義
務
付
け
て
い
た
が
、こ
れ
は
無
く
な
り
、現
在
の
法
律
の
大
筋
は
「
ま
ず
清
浄
化
、有
害
生
物
有
無
の
確
認
、

そ
し
て
必
要
な
部
分
に
だ
け
資
格
を
持
つ
人
間
が
許
可
の
あ
る
薬
剤
で
駆
除
を
行
う
（
概
略
）」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
改
正
か
ら
12
年
、
未
だ
に
厚
生
労
働
省
は
そ
の
周
知
徹
底
に
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る

も
の
の
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
広
が
り
を
見
せ
、
ま
た
注
意
深
く
見
れ
ば
、
世
の
中
で
も
面
白
い
現
象
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
事
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
夏
休
み
、
あ
る
離
島
に
家
族
旅
行
に
出
か
け
た
。
そ
の
ホ
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
に
「
オ
ー

ナ
ー
か
ら
の
お
願
い
」
な
る
お
手
紙
が
置
い
て
あ
っ
た
。
内
容
の
概
略
は
「
部
屋
に
ヤ
モ
リ
な
ど
が
出
入
り
す

る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
も
害
を
成
さ
な
い
の
で
、
そ
っ
と
逃
が
し
て
や
っ
て
下
さ
い
。
こ
れ

ら
は
蚊
等
、
害
虫
を
食
べ
て
く
れ
る
私
た
ち
の
味
方
で
す
」
ウ
ン
ヌ
ン
。
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
い
て
も
、
一
部

の
ホ
テ
ル
や
観
光
施
設
に
お
い
て
、む
し
ろ「
余
分
な
薬
剤
散
布
を
行
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、わ
ざ
わ
ざ
セ
ー

ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
す
。
世
の
中
の
自
然
派
志
向
と
い
う
価
値
観
の
流
行
に
も
沿
う

も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
ア
レ
ル
ギ
ー
性
疾
患
や
化
学
物
質
過
敏
症
の
人
達
、
あ
る
い
は
そ
う

い
う
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
親
の
層
は
、
と
か
く
こ
の
手
の
情
報
に
は
敏
感
で
あ
る
。
こ
う
い
う
情
報
を
表
に

出
す
施
設
は
お
の
ず
と
他
か
ら
区
別
化
さ
れ
歓
迎
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。環
境
問
題
は
次
世
代
だ
け
で
な
く
、

同
世
代
の
社
会
的
弱
者
に
と
っ
て
も
切
実
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

I
P
M
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
を
「
臭
化
メ
チ
ル
が
使
え
な
く
な
っ
た
か
ら
」
と
代
替
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
据
え

て
考
え
る
美
術
館
で
、
I
P
M
の
担
当
に
な
る
の
は
た
だ
た
だ
苦
し
い
。
美
術
館
全
体
の
考
え
方
を
問
い
直
す

こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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第
二
部
で
は
、
清
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
上
げ
た
乾
隆
帝
の
四
つ
の
肖
像
画
を
基
軸
に
展
示
が
構
成
さ
れ
た
。

一
風
変
わ
っ
た
皇
帝
肖
像
画
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
巨
大
な
宮
廷
絵
画
な
ど
台
北
に
は
な
い
、
北
京
故
宮
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
最
大
限
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
に
お
越
し
に
な
っ
た
方
々
は
、
そ
の
世
界
観
に

圧
倒
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
開
催
と
な
っ
た
台
北
故
宮
に
は
、
さ
ら
な
る
展
示
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
た
。
台
北
故
宮

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
一
つ
一
つ
の
完
成
度
が
高
く
、
比
較
的
小
型
で
、
心
に
染
み
い
る
よ
う
な
美
し
さ
を
持
つ

作
品
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
美
し
さ
を
よ
り
よ
く
お
伝
え
す
る
た
め
展
示
ケ
ー
ス
や
照
明
光
な
ど
に
工
夫
を
凝
ら

す
と
と
も
に
、
重
視
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
「
意
味
」
を
い
か
に
伝
え
る
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。

故
宮
文
物
は
、近
代
以
降
は
そ
の
高
い
芸
術
性
が
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、伝
統
中
国
社
会
の
な
か
で
は
、「
天
」

と
人
々
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
担
っ
て
き
た
。
人
々
は
皇
帝
の
も
と
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
文
物
か
ら
「
天
」

の
存
在
を
実
感
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
の
過
去
と
未
来
の
姿
を
思
考
し
て
き
た
。
皇
帝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
決

し
て
奢
侈
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
自
体
が
意
味
を
持
っ
て
、
中
国
社
会
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

こ
の
故
宮
文
物
の
特
別
な
意
味
を
伝
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
、
難
し
い
。
そ
の
た
め
展
示
で
は
、
時
代
や

種
類
別
で
は
な
く
、
意
味
別
、
す
な
わ
ち
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
別
に
文
物
を
並
べ
る
工
夫
が
行
わ
れ
た
。
入
口
で
は
、

皇
帝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
始
ま
り
を
告
げ
る
西
周
の
青
銅
器
「
散
氏
盤
」
を
台
南
に
あ
る
孔
子
廟
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
が
取
り
囲
み
、
古
代
か
ら
現
在
ま
で
、
故
宮
文
物
が
現
代
に
至
る
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
生
命
力
を
感
じ
ら

れ
る
展
示
と
し
た
。
続
い
て
中
国
美
術
の
最
高
峰
と
も
言
え
る
徽
宗
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
汝
窯
青
磁
と
書
画
が

同
じ
空
間
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
で
展
示
さ
れ
、
元
・
明
を
経
て
清
朝
の
乾
隆
帝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
と
連
続
し
て

い
く
構
成
と
な
っ
た
。

最
後
の
乾
隆
帝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
象
徴
的
に
扱
わ
れ
た
の
は
、「
多
宝
格
」（
図
1
）
で
あ
る
。
従
来
ま
で
皇

帝
の
玩
具
箱
と
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
に
は
、
実
は
深
い
意
味
が
あ
る
。
箱
は
中
国
の
伝
統
的
な
世
界

観
で
あ
る
「
天
は
円
く
地
は
方
（
し
か
）
く
」
を
象か

た
ど
り
、周
囲
に
は
会
場
に
も
展
示
さ
れ
た
「
宋
四
大
家
」「
元

末
四
家
」
を
模
し
た
書
画
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
30
点
に
お
よ
ぶ
小
さ
な
ミ
ニ
ュ
チ
ュ
ア
が
収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
中
国
の
み
な
ら
ず
海
外
の
も
の
、
そ
し
て
古
代
か
ら
清
朝
に
至
る
時
間
と
距
離
を
超

え
た
文
物
が
、小
さ
な
一
つ
の
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。展
示
で
は
こ
の
作
品
を
皇
帝
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
象
徴
と
考
え
、
展
示
場
自
体
も
「
多
宝
格
」
に
見
立
て
る
こ
と
と
し
た
（
図
2
）。
す
な
わ
ち
、
お
客
様

は
会
場
で
展
示
を
見
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
文
物
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
踏
み
込
み
、
そ
の
中
を
歩
い
て

い
た
、
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
博
物
館
に
は
様
々
な
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
そ
の
鑑
賞
の
目
的
も
多
様

で
あ
る
。
展
覧
会
に
は
様
々
な
制
約
が
あ
る
。
し
か
し
故
宮
文
物
の
意
味
を
伝
え
た
い
と
い
う
多
く
の
方
々
の

思
い
と
努
力
が
実
を
結
び
、「
多
宝
格
」
の
意
味
に
出
合
う
こ
と
で
「
故
宮
文
物
」
全
体
の
意
味
に
出
合
う
こ

と
が
出
来
る
、
そ
の
よ
う
な
展
示
構
成
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
多
宝
格
」
が
伝
え
る
世
界
観
は
過
去
と
の
対
話
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
多
宝
格
」
に

収
め
ら
れ
た
様
々
な
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
物
は
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
あ
る

べ
き
、
交
流
を
結
節
点
と
し
た
豊
か
な
ア
ジ
ア
美
術
像
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
台
北
故
宮
展
に
あ
わ
せ

て
、
東
洋
館
で
は
「
日
本
人
が
愛
し
た
官
窯
青
磁
」、
乾
隆
帝
と
同
時
期
に
日
本
で
活
躍
し
た
「
来
舶
清
人
」、

日
本
に
多
く
名
品
が
残
る
「
趙
之
謙
」、
本
館
で
は
中
国
仏
画
を
模
倣
し
た
日
本
仏
画
や
、
目
玉
作
品
の
一
つ

で
あ
っ
た
蘇
軾
「
黄
州
寒
食
詩
巻
」
と
同
じ
コ
レ
ク
タ
ー
が
持
っ
て
い
た
「
瀟
湘
臥
遊
図
巻
」
の
展
示
な
ど
、

故
宮
文
物
と
日
本
の
関
係
を
示
す
同
時
期
に
展
示
さ
れ
、
ア
ジ
ア
全
域
に
広
が
る
そ
の
豊
か
な
世
界
観
が
示
さ

れ
た
。
ま
さ
に
、
過
去
に
欧
米
で
行
わ
れ
た
台
北
故
宮
展
と
は
違
う
ア
ジ
ア
初
、
そ
し
て
何
よ
り
も
初
め
て
の

ア
ジ
ア
人
同
士
の
手
に
よ
る
台
北
故
宮
展
に
ふ
さ
わ
し
い
展
覧
会
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

北
京
故
宮
展
で
は
赤
を
基
調
と
し
た
展
示
造
作
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
台
北
故
宮
展
で
は
、
黄
色
を

基
調
と
し
た
若
々
し
く
活
発
な
イ
メ
ー
ジ
が
採
用
さ
れ
た
。
開
催
に
あ
た
っ
て
は
学
芸
員
だ
け
で
な
く
、
デ
ザ

イ
ナ
ー
・
施
工
会
社
や
特
別
展
の
専
門
職
員
、
輸
送
、
保
存
、
広
報
関
係
、
共
催
者
や
行
政
関
係
は
じ
め
、

図1
多宝格（清時代、18世紀）

図 2
多宝格をかたどった展示場
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多
く
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
尽
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
開
幕
式
で
は
皆
が
様
々
な
涙
を
流
し
た
。

こ
れ
ら
や
、
故
宮
文
物
が
台
湾
に
渡
っ
て
か
ら
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
別
に
一
冊
の
本
を
用
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
美
術
の
大
き
な
淵
源
の
一
つ
で
あ
る
故
宮
文
物
と
、
私
た
ち
は
如

何
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
、
展
覧
会
の
開
催
は
交
流
と
、
こ
れ
か
ら
の
ア
ジ
ア
美
術
史
像
の
新
し
い
一
歩
と

な
っ
た
に
違
い
な
い
。
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