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研
究
回
顧
　
中
国
美
術
史
研
究
私
史

宮
　
崎
　
法
　
子

実
践
女
子
大
学
で
中
国
美
術
史
を
教
え
て
二
十
七
年
に
な
り
、
二
〇
二
三
年
三
月

で
定
年
を
迎
え
る
。
半
世
紀
近
く
前
に
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
宋
代
仏
画
の
仁
名
寺

「
孔
雀
明
王
像
」
を
選
ん
で
以
来
、
中
国
美
術
史
の
研
究
を
続
け
て
き
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
年
月
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
私
自
身
も
す
で
に
歴
史
の
一
コ
マ
と
な
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
今
、
退
職
を
前
に
し
て
学
科
紀
要
に
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
私
が

携
わ
っ
て
き
た
中
国
美
術
史
研
究
に
つ
い
て
、
書
い
て
お
く
こ
と
も
何
か
し
ら
意
味

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
こ
の
雑
文
を
書
く
こ
と
と
し
た
。
実
は
、
個
人
的

体
験
に
基
づ
い
て
日
本
の
中
国
美
術
史
研
究
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
が
、
本
学
へ
移

る
直
前
に
も
あ
っ
た
。
前
任
校
の
歴
史
研
究
会
の
会
誌
『
ふ
び
と
』
へ
寄
稿
し
た
小

論
で
あ
る１
。
そ
の
最
後
に
触
れ
た
、
当
時
の
「
現
状
」
か
ら
見
た
日
本
に
お
け
る
中

国
美
術
史
研
究
の
将
来
へ
の
危
惧
は
、
や
は
り
現
実
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

え
る
。
本
学
の
美
学
美
術
史
学
科
も
、
私
の
あ
と
に
中
国
美
術
史
の
専
門
家
は
採
用

し
な
い
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
の
こ
と
な
の
で
、
学
科
創
設
以
来
、
美
術
史
の
日
本
・

東
洋
・
西
洋
と
い
う
三
本
柱
の
一
と
し
て
、
学
生
た
ち
に
中
国
美
術
史
を
必
修
と
し

て
教
え
て
き
た
三
十
五
年
余
り
の
歴
史
が
途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。
私
の
力
不
足
に

負
う
と
は
い
え
、
現
在
の
日
本
の
美
術
史
研
究
の
な
か
で
中
国
美
術
史
が
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
端
的
に
物
語
る
事
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
の
文
化
財
行
政
に

お
い
て
も
、
か
つ
て
は
、
近
代
に
日
本
に
入
っ
た
「
新
渡
り
」
の
中
国
絵
画
か
ら

も
、
国
宝
や
重
文
に
指
定
さ
れ
る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
が
、
こ
こ
十
数
年
間
は
、
以

前
な
ら
当
然
指
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
て
も
「
新
渡
り
」
品
が
指
定
を

受
け
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
中
国
美
術
や
中
国
文
化
を
め
ぐ

る
環
境
が
大
き
く
変
化
し
、
か
つ
て
は
日
本
人
の
教
養
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
中

国
文
化
や
、
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
も
日
本
の
美
術
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占

め
て
き
た
「
唐
物
」︵
か
ら
も
の
︶
や
「
唐
物
文
化
」
の
退
潮
は
、
も
は
や
抗
い
が

た
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
九
九
五
年
に
「
日
本
の
中
国
絵
画
史
研
究
の
現
状
」
と
題
し
て
書
い
た
旧
稿
に

は
、
自
ら
が
受
け
た
教
育
を
通
じ
て
抜
き
差
し
難
く
身
に
つ
い
て
い
た
中
国
文
人
画

に
対
す
る
見
方
を
、
母
校
を
離
れ
一
人
、
京
都
や
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
全
く

異
な
る
学
問
文
化
環
境
の
な
か
で
暮
ら
し
学
ん
だ
体
験
を
通
じ
て
、
相
対
化
し
た
結

果
を
紡
ぎ
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。
自
分
が
依
拠
し
て
い
た
も
の
を
相
対
化
す
る
こ
と

は
、
辛
い
作
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
、
新
し
く
別
の
何
か
を
築
い
て
い
く
作
業

は
さ
ら
に
困
難
を
と
も
な
う
も
の
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
て

い
る
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
の
中
国
美
術
史
の
恩
師
で
あ
る
鈴
木
、
戸
田
両
先
生
へ
の
批

判
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
原
稿
を
書
く
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
た
が
、
地
方
大
学
の
歴
史

系
の
紀
要
ゆ
え
、
美
術
史
関
係
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
見
込
み
で
執
筆
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し
た
。
だ
が
、
東
京
に
移
っ
て
ま
も
な
く
、
専
門
は
違
う
が
美
術
史
の
恩
師
の
一

人
、
高
階
秀
爾
先
生
に
お
会
い
し
た
と
き
「
面
白
く
読
み
ま
し
た
よ
」
と
言
わ
れ

て
、
た
い
そ
う
驚
き
、
同
時
に
覚
悟
を
決
め
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

そ
の
数
年
後
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
「
今
日
本
の
美
術

史
を
振
り
返
る
」
の
際
に
依
頼
さ
れ
「
日
本
近
代
の
な
か
の
中
国
絵
画
史
研
究
」
を

口
頭
発
表
し
、
報
告
書
に
ま
と
め
た２
。『
ふ
び
と
』
の
内
容
を
、
さ
ら
に
日
本
近
代

と
い
う
重
層
的
で
大
き
な
文
脈
の
な
か
に
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
が
、
日
本

近
代
に
お
け
る
中
国
文
人
画
受
容
を
一
つ
の
軸
と
し
て
、
手
探
り
で
進
み
、
や
っ
と

い
く
つ
か
の
事
象
が
つ
な
が
っ
た
よ
う
に
思
え
、
そ
の
地
点
か
ら
の
展
望
を
述
べ

た
。
当
然
、
そ
の
試
み
に
は
限
界
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
数
十
年
経
っ
た
近
年
に

新
た
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
歓
迎
す
る３
。

第
一
章　

研
究
環
境
の
変
化

一
．
七
〇
年
代
の
環
境

こ
れ
ら
日
本
の
中
国
美
術
史
研
究
史
に
つ
い
て
の
拙
論
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な

鍵
は
、
文
人
画
の
問
題
で
あ
っ
た
。
学
生
時
代
に
触
れ
た
中
国
美
術
史
は
、
日
本
に

伝
来
し
た
南
宋
画
か
ら
始
ま
り
、
北
宋
山
水
画
研
究
へ
対
象
が
広
が
り
、
北
宋
画
と

の
関
係
か
ら
元
の
李
郭
派
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
ほ
ぼ
宋
代
絵
画
が
中
心
で

あ
っ
た
。
元
の
文
人
画
に
つ
い
て
は
、
海
外
で
「
名
品
」
と
さ
れ
て
い
た
作
品
の
評

価
さ
え
も
揺
ら
い
で
い
た
。
そ
し
て
、
文
人
画
に
つ
い
て
、「
文
学
に
大
き
く
依
存

し
、
し
か
も
膨
大
な
贋
作
が
存
在
し
、
造
形
的
側
面
か
ら
客
観
的
に
考
察
す
る
近
代

の
美
術
史
研
究
に
は
適
さ
な
い
」
や
「
従
来
の
研
究
も
画
人
伝
研
究
に
終
始
し
、
文

字
資
料
や
文
献
研
究
が
中
心
で
、
本
来
の
美
術
史
研
究
と
は
言
い
が
た
い
」
と
い
う

よ
う
な
見
方
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、
日
本
に
伝
来
し
た
作
品
が
、
中
国
で
は
本
流
で
な
く
な
っ
た
宮
廷
画
家
を
含
む

職
業
画
家
の
作
品
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
や
、
文
人
画
の
優
品
に
触
れ
る
機
会
が
な

か
っ
た
こ
と
、
ま
た
日
本
と
は
大
き
く
異
な
る
社
会
制
度
下
の
中
国
の
文
人
の
立
場

を
、
日
本
で
実
感
と
し
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
戦
後
、
鎖
国
状
態
だ
っ
た
中
国
所
在
の
作
品
を
実
見
す
る
こ
と
が
難
し
く

台
湾
に
移
さ
れ
た
清
朝
宮
廷
の
所
蔵
品
も
、
一
九
六
〇
年
以
後
に
や
っ
と
公
開
さ
れ

始
め
た
ば
か
り
と
い
う
状
況
も
、
大
き
な
障
碍
で
あ
っ
た
。
今
で
は
、
ほ
と
ん
ど
使

わ
れ
な
く
な
っ
た
、
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
故
宮
名
画
三
百
種
』４

が
当
時
唯

一
の
貴
重
な
大
型
図
録
で
あ
り
、
そ
の
図
版
の
大
部
分
は
白
黒
印
刷
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
作
品
の
年
代
や
作
者
は
清
の
乾
隆
朝
の
所
蔵
書
画
目
録
『
石
渠
宝
笈
』
の
記

載
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
清
の
宮
殿
に
秘
蔵
さ
れ
、
乾
隆
朝
の
鑑
定
の
ま
ま
に
眠
っ
て
い
た
膨
大
な

作
品
が
、
ど
の
よ
う
に
近
代
の
目
を
経
て
、
現
在
の
「
名
画
」
が
確
定
し
て
い
っ
た

の
か
は
、
そ
れ
自
体
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
二
〇
〇
三
年
の
台
北
故
宮
に

お
け
る
研
修
の
際
の
筆
者
の
研
究
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。
諸
般
の
事
情
か
ら
そ
の
成

果
を
ま
と
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
以
下
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
八
世
紀
の
乾
隆
帝
の
大
蒐
集
に
よ
っ
て
、
宮
中
の
奥
深
く
に
い
わ
ば
死
蔵
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
歴
代
の
名
画
を
含
む
大
量
の
文
物
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
溥
儀
が

一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
に
よ
る
退
位
後
も
紫
禁
城
に
居
住
し
て
い
た
間
に
一
部
が

持
ち
出
さ
れ
た
が
、
一
九
二
四
年
の
溥
儀
退
去
後
に
、
清
室
善
後
委
員
会
に
よ
っ
て

調
査
整
理
が
着
手
さ
れ
た
。
そ
の
作
業
は
、
翌
二
五
年
に
紫
禁
城
の
内
廷
に
故
宮
博

物
院
が
設
立
さ
れ
て
一
部
の
文
物
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
も
続
き
、
三
〇
年
に
全
体
の

点
検
を
終
え
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
一
九
三
三
年
に
日
本
軍
の
侵
攻
を
避
け
る
た
め

に
、
文
物
は
北
京
か
ら
江
南
へ
移
さ
れ
、
上
海
・
南
京
を
中
心
に
南
方
を
転
々
と
し

た５
。
そ
の
最
中
の
一
九
三
五
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
中
国
芸
術
国
際
展
」
い
わ
ゆ
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る
バ
ー
リ
ン
ト
ン
展
に
そ
の
一
部
が
展
出
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
中
国
美
術
ブ
ー
ム

を
引
き
起
こ
し
た
。
た
だ
、
展
示
品
の
内
、
絵
画
は
、
画
册
な
ど
小
品
が
中
心
で
、

質
量
と
も
に
他
の
文
物
に
比
べ
て
見
劣
り
す
る
も
の
だ
っ
た６
。
や
が
て
、
国
民
党
と

と
も
に
一
九
四
九
年
に
最
終
的
に
台
湾
に
渡
り
、
当
初
台
中
に
保
管
さ
れ
、
一
九
五

〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
改
め
て
少
し
ず
つ
整
理
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
、

先
に
触
れ
た
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
故
宮
名
画
三
百
種
』
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
二
年
後
、
一
九
六
一
年
に
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ
た
故
宮
展
が
、
清

朝
の
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
閉
ざ
し
て
い
た
扉
を
世
界
に
向
け
て
大
き
く
開
く
も
の

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
展
示
さ
れ
た
絵
画
は
、
今
日
に
つ
な
が
る
「
名
画
」
の
原
型
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
、
ア
メ
リ
カ
側
で
絵
画
の
選
択
を
主
に
担
っ
た
の

は
、
当
時
フ
リ
ー
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
研
究
員
で
、
後
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
教
授
と
な
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ケ
ー
ヒ
ル
氏
︵
一
九
二
六
︱
二
〇
一
四
︶
で

あ
っ
た７
。
ケ
ー
ヒ
ル
氏
は
、
戦
後
進
駐
軍
の
日
本
語
の
通
訳
と
し
て
来
日
し
、
中
国

画
や
日
本
の
南
画
に
触
れ
、
自
ら
も
収
集
し
、
帰
国
後
、
中
国
美
術
史
研
究
の
道
に

進
ん
だ
。
日
本
と
の
縁
が
深
く
、
私
の
恩
師
た
ち
と
も
親
し
か
っ
た
。
そ
の
研
究
方

法
は
、
中
国
系
の
研
究
者
の
よ
う
な
文
献
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
日
本
の

美
術
史
研
究
と
同
じ
く
、
絵
画
表
現
そ
の
も
の
に
即
す
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
対
象
は
、
日
本
と
は
違
っ
て
、
元
代
以
後
の
文
人
画
や
日
本
の
南
画
が
中
心
で
あ

り
、
そ
の
魅
力
を
ア
メ
リ
カ
人
に
伝
え
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
研

究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
に
、
こ
の
よ
う
な
台
湾
故
宮
の
膨
大
な
中
国
絵
画

を
見
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
、
氏
の
そ
の
後
の
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
は
ず
で

あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
一
七
世
紀
以
来
の
清
宮
の
膨
大
な
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
大
部
分
が
、
初
め
て
本
格
的
に
「
外
」
の
眼
に
晒
さ
れ
る
機
会
と
な
り
、
中
国
画

の
「
近
代
的
」
評
価
基
準
が
形
成
さ
れ
て
い
く
一
つ
の
大
き
な
契
機
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

二
．
中
国
絵
画
総
合
図
録

こ
の
よ
う
に
、
美
術
史
に
お
い
て
、
作
品
を
見
る
機
会
を
得
る
こ
と
は
、
研
究
の

基
礎
で
あ
り
最
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
非
常
に
特
権
的
な
も
の
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
に
は
、
研
究
者
が
資
料
や
作
品
を
秘
匿
し
、
自
身
の
研
究
成

果
と
し
て
発
表
す
る
傾
向
さ
え
見
ら
れ
た
。
そ
れ
を
批
判
し
て
、
調
査
で
蒐
集
し
た

写
真
資
料
の
公
開
を
図
っ
た
の
が
、
鈴
木
敬
氏
だ
っ
た
。
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
、

北
米
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
所
在
の
中
国
画
を
網
羅
的
に
調
査
し
、

図
録
と
し
て
出
版
し
写
真
も
研
究
者
に
公
開
す
る
こ
と
を
企
画
し
、
そ
し
て
実
行
し

た
。
国
内
調
査
を
重
ね
、
一
九
七
五
年
に
は
最
初
の
大
規
模
な
海
外
調
査
で
あ
る
北

米
調
査
が
敢
行
さ
れ
た
。
当
時
学
生
だ
っ
た
私
も
、
国
内
調
査
や
写
真
整
理
に
携

わ
っ
た
が
、「
女
子
」
学
生
で
あ
る
た
め
、
そ
の
調
査
か
ら
は
外
さ
れ
た
。
何
ヶ
月

に
も
わ
た
る
行
軍
の
よ
う
に
過
酷
な
調
査
で
あ
っ
た
と
、
参
加
し
た
先
輩
た
ち
か
ら

は
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
学
生
を
使
っ
た
そ
の
写
真
の
整
理
作
業
を
、
無
給
で
な
く

有
給
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
た
こ
と
も
、
従
来
に
は
な
い
鈴
木
氏
の
方
針
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
成
果
は
、
ま
ず
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
の
刊
行
物
と
し
て
出
版
さ
れ
、

引
き
続
き
一
九
八
二
年
に
東
大
出
版
会
か
ら
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
』
五
册
本
と
し

て
刊
行
さ
れ
た８
。
そ
れ
は
調
査
に
協
力
し
た
国
内
外
の
美
術
館
コ
レ
ク
タ
ー
に
贈
ら

れ
る
と
と
も
に
、
八
二
年
秋
の
戸
田
先
生
以
下
、
美
術
史
の
先
輩
や
学
友
た
ち
と
の

訪
中
の
際
に
、
訪
問
し
た
北
京
故
宮
、
上
海
博
物
館
や
中
央
美
術
学
院
に
い
ち
早
く

贈
呈
さ
れ
、
そ
の
後
主
要
な
博
物
館
に
贈
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
に
お
け
る
中
国

書
画
作
品
の
悉
皆
調
査
と
二
十
二
巻
に
及
ぶ
『
中
国
古
代
書
画
図
目
』︵
中
国
古
代

書
画
鑑
定
組
編
、
一
九
八
六
か
ら
二
〇
〇
一
年
、
文
物
出
版
社
︶
刊
行
事
業
に
つ
な

が
り
、
そ
の
体
裁
は
、
東
大
の
総
合
図
録
に
準
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
、
台
北
の

故
宮
博
物
院
が
八
九
年
に
刊
行
を
始
め
た
所
蔵
作
品
を
網
羅
す
る
図
録
『
故
宮
書
画

図
録
』９

を
加
え
る
と
、
世
界
中
の
中
国
絵
画
作
品
の
写
真
と
デ
ー
タ
を
誰
で
も
参
照
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す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
先
駆
け
と
し
て
の
鈴
木
氏
の
功
績
は
大
き
く
、

中
国
で
も
そ
の
名
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
私
も
そ
の
恩
恵
を
蒙
り
、
そ
の
後
も
長

く
、
初
対
面
の
研
究
者
に
は
「
鈴
木
敬
先
生
の
学
生
︵
鈴
木
敬
老
師
的
学
生
︶」
と

紹
介
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
歓
待
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
中
国
絵
画
の
網
羅
的
な
写
真
資
料
は
、
日
本
美
術
史
に
比
べ
て
も
早

く
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
上
、
そ
の
後
の
中
国
の
め
ざ
ま
し
い
経
済
成
長
に
伴
っ

て
、
中
国
か
ら
大
型
の
カ
ラ
ー
図
版
も
陸
続
と
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
現
在
で
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
精
細
画
像
の
閲
覧
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
前
に

は
、
中
国
で
大
規
模
な
展
覧
会
も
次
々
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
、
そ
れ
を
見

に
出
か
け
、
し
か
も
展
示
品
の
写
真
を
撮
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
た
。
中
国
絵

画
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
私
の
学
生
時
代
な
ど
と
は
全
く
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど

容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
中
国
美
術
へ
の
関

心
が
日
本
か
ら
急
速
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
か
。

第
二
章　

日
本
近
代
に
お
け
る
中
国
文
人
画
と
南
画
に
つ
い
て

一
．
日
本
美
術
の
復
興
と
文
人
画

一
九
七
〇
年
代
に
美
術
史
教
育
を
受
け
た
私
に
と
っ
て
、
戦
前
の
日
本
文
化
に
お

け
る
中
国
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
理
解
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
か
つ
て
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
、
宋
代
の
中
国
絵
画
が
到
達
し
て
い
た
す
ば
ら
し
い
成
果
を
、
一
六

世
紀
と
一
七
世
紀
に
中
国
を
席
巻
し
た
文
人
画
が
「
そ
の
通
り
過
ぎ
た
跡
に
灰
燼
を

残
し
て
い
く
野
火
の
よ
う
」
で
あ
る
と
し
て
、
文
人
画
を
批
判
し
た10
。
そ
の
言
葉

は
、
逆
に
、
明
治
初
期
に
彼
が
日
本
で
体
感
し
た
幕
末
以
来
の
、
日
本
の
知
識
人
や

上
流
層
に
見
ら
れ
た
中
国
文
人
文
化
へ
の
憧
憬
や
南
画
の
盛
行
を
、
物
語
る
も
の
だ

ろ
う11
。
だ
が
や
が
て
、
大
正
時
代
に
一
時
的
に
文
人
画
ブ
ー
ム
が
再
燃
し
た
も
の

の
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
天
真
に
よ
る
「
日
本
美
術
の
復
興
」
が
次
第
に
功
を
奏

し
、
近
代
美
術
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
見
え
に
く
く
な
っ
た
。
少

な
く
と
も
、
一
九
七
〇
年
代
の
美
術
史
教
育
で
は
、
そ
の
視
点
は
、
ほ
ぼ
欠
落
し
て

い
た
。
当
時
、
私
た
ち
が
漠
然
と
抱
い
て
い
た
文
人
画
に
対
す
る
批
判
的
見
方
も
、

基
本
的
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
描
い
た
図
式
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
も
の
と
後
に
気
づ
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
．
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
史
と
女
性
画
家
研
究

そ
の
欠
落
に
つ
い
て
の
気
づ
き
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
も
の
が
、
近
代
の
日
本
に

お
け
る
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

私
が
研
究
代
表
者
と
し
て
、
財
閥
系
の
三
菱
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
軸
に
、
各
館
の
学
芸
員
の
方
々
に
協
力
を
依
頼
し
て
行
な
っ
た12
科
研
に
よ
る
研
究

で
あ
り
、
そ
の
後
日
本
で
盛
ん
に
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
先
鞭
を
付
け
た
と
い

え
る
。
そ
の
研
究
を
通
じ
て
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
過
程
と
そ
の
内
容
の
時
期
的

な
変
遷
に
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
と
中
国
の
文
化
的
相
克
と
交
替
の
状
況
だ

け
で
な
く
、
煎
茶
に
代
表
さ
れ
る
中
国
明
清
の
文
人
文
化
か
ら
茶
の
湯
に
代
表
さ
れ

る
「
日
本
的
」
文
化
の
形
成
へ
の
移
行
な
ど
、
近
代
の
日
本
の
文
化
と
思
潮
の
複
雑

な
変
化
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
、
財
界
の
よ
う
な
支
配
層
で
は
な
く
、
女
性
を
含
む
市
井
の
人
々
の
文
化
的

状
況
と
変
遷
に
つ
い
て
、
幕
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
文
人
画
受
容
の
実
態
を
知
ら

せ
て
く
れ
た
の
は
、
本
学
で
係
わ
っ
た
香
雪
記
念
資
料
館
に
お
け
る
女
性
画
家
作
品

の
蒐
集
で
あ
っ
た
。
蒐
集
し
た
女
性
画
家
作
品
の
う
ち
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い

た
の
は
、
江
戸
か
ら
近
代
の
南
画
系
の
山
水
図
や
四
君
子
画
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
女
性
画
家
の
主
な
画
題
が
彩
色
の
美
人
画
に
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移
り
変
わ
っ
て
い
く
状
況
が
、
明
ら
か
に
見
て
取
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
幕
末
か

ら
近
代
に
か
け
て
の
女
性
画
家
作
品
の
調
査
を
進
め
る
な
か
で
、
当
時
、
各
地
で
い

か
に
南
画
が
求
め
ら
れ
、
真
摯
に
試
み
ら
れ
た
か
を
、
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
学
で
中
国
美
術
史
を
研
究
し
教
え
て
い
た
だ
け
で
は
、
知
り

得
な
か
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
で
は
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
名
も
知
ら
れ

て
い
な
い
南
画
家
の
作
品
に
も
、
非
常
に
多
く
の
贋
作
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
、
当

時
に
お
け
る
南
画
の
人
気
の
高
さ
と
、
作
品
が
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど

を
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
南
画
作
品
は
、
戦
後
の
混
乱
期
な
ど
に

は
、
特
に
低
廉
な
価
格
で
市
場
に
出
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
将
来

ア
メ
リ
カ
で
中
国
絵
画
研
究
の
大
家
と
な
る
ケ
ー
ヒ
ル
氏
の
目
に
と
ま
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
幕
末
以
来
の
日
本
の
中
国
文
人
画
へ
の
憧
憬
の
バ
ト
ン
は
、
日
本
か
ら

ア
メ
リ
カ
に
渡
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章　

研
究
テ
ー
マ
の
変
遷　

さ
て
、
私
の
卒
論
と
修
論
の
テ
ー
マ
は
日
本
に
伝
来
し
た
宋
代
の
仏
画
だ
っ
た

が
、
そ
の
後
様
々
な
経
験
を
経
て
、
研
究
テ
ー
マ
は
文
人
画
研
究
に
シ
フ
ト
し
た
。

最
近
、
集
中
講
義
に
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
大
学
の
某
先
生
と
お
話
し
す
る
な
か
で
、

私
が
「
一
貫
し
て
日
本
に
な
い
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
自
分

で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
少
し
、
こ
の
点
に
係
わ
る
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

一
．
西
湖
図　

実
景
図

一
九
八
三
年
、
北
京
留
学
へ
出
発
す
る
直
前
に
、
京
大
人
文
研
で
参
加
し
て
い
た

研
究
会
「
宋
代
の
都
市
と
文
化
」
の
報
告
書
の
た
め
に
「
西
湖
を
め
ぐ
る
絵
画
」
と

題
し
た
論
文
を
書
い
た
。
そ
の
前
年
に
東
大
の
美
術
史
の
恩
師
や
先
輩
た
ち
と
訪
中

し
た
際
、
上
海
博
物
館
で
実
見
し
た
南
宋
の
画
院
画
家
李
嵩
の
︵
後
入
れ
と
見
え

る
︶
落
款
を
も
つ
「
西
湖
図
巻
」
を
取
り
上
げ
て
、
実
際
は
そ
れ
が
当
時
の
文
人
の

交
流
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
李
嵩
の
作
品
で
は
な
い
と

結
論
づ
け
た
。
そ
の
後
、
大
学
の
恩
師
や
先
輩
た
ち
と
集
ま
っ
た
際
、
論
文
に
つ
い

て
感
想
や
意
見
を
言
っ
て
も
ら
う
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
日
本
で
、
中
国

︵
大
陸
︶
に
あ
る
作
品
を
初
め
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
」
と
言
わ
れ
た
が
、
作
品

は
直
接
上
海
で
見
て
い
た
の
で
、
個
人
的
に
は
「
日
本
に
な
い
作
品
に
つ
い
て
書

く
」
と
の
意
識
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
絵
画
に
つ
い
て
受
容
者
の
視
点
を
取
り
入

れ
て
論
じ
た
の
も
初
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
宋

代
史
研
究
会
の
報
告
書
の
た
め
に
書
い
た
た
め
、
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
り
、「
西
湖
図
」
を
後
入
れ
と
判
断
さ
れ
る
画
院
画
家
「
李
嵩
」
の
落
款

か
ら
解
き
放
ち
、
別
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
に
は
、
絵
の
外
側
の
こ
と
、
つ
ま
り
画

面
上
に
印
章
を
残
し
て
い
る
元
の
文
人
た
ち
に
つ
い
て
調
べ
、
ま
た
、
制
作
年
を
考

え
る
た
め
絵
に
描
か
れ
た
景
物
を
地
志
類
な
ど
に
よ
っ
て
同
定
す
る
作
業
が
必
要

だ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
別
の
研
究
者
か
ら
は
「
文
字
通
り
『
め
ぐ
る
』
こ
と

に
終
始
し
、
絵
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
」
と
の
批
判
も
受
け
た
。
私
自
身
も
、
美

術
史
論
文
と
し
て
一
種
の
不
全
感
を
漠
然
と
感
じ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
今

で
は
、
作
品
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
も
美
術
史
研
究
の
主
要
な
方
法

で
あ
る
が
、
当
時
の
美
術
史
で
は
、
作
品
の
様
式
や
表
現
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が

第
一
で
あ
っ
た
。
そ
の
批
判
は
受
容
者
の
視
点
を
初
め
て
取
り
入
れ
た
と
い
う
評

と
、
同
じ
こ
と
の
裏
表
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
こ
の
「
西
湖
図
」
の
よ
う
な
江
南
の

実
景
山
水
画
が
、
文
人
の
交
流
に
果
た
し
た
役
割
や
、
文
人
自
身
が
山
水
画
を
描
く

こ
と
が
未
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
時
期
に
、
山
水
画
を
描
い
て
い
た
江
南
都
市
の
名

も
無
き
職
業
的
山
水
画
家
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
れ
を
現
存
作
品
と
結
び
つ
け
、
絵
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画
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
。

二
．
花
鳥
画
の
寓
意

そ
の
後
、
三
重
大
学
に
移
っ
て
か
ら
は
、
花
鳥
画
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
京
大
人
文
研
の
林
巳
奈
夫
氏
主
催
の
考
古
学
研
究
会
で
知
っ

た
、
考
古
文
物
に
施
さ
れ
た
文
様
に
は
必
ず
何
ら
か
の
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
考
古

学
に
お
い
て
解
明
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
三
重
大
学
で
学
生
の
指
導
を
行
う
な
か
で
、
中
国
の
青
花
磁
器
に
つ
い
て
卒
論

指
導
を
し
た
と
き
に
、
日
本
に
伝
わ
る
毘
陵
画
と
い
わ
れ
る
民
間
の
花
鳥
画
が
、
陶

磁
器
の
文
様
と
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
に
想
を
得
た

研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
考
古
学
や
工
芸
品
で
は
当
然
と
さ
れ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
の

意
味
を
、
花
鳥
画
に
つ
い
て
、
野
崎
誠
近
『
吉
祥
図
案
解
題
』
な
ど
を
参
照
し
な
が

ら
、
歴
史
を
遡
り
つ
つ
考
察
す
る
手
探
り
の
作
業
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
花
鳥
画
の
モ

チ
ー
フ
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
が
社
会
の
中
で
担
っ
て
い
た
役

割
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
と
絵
画
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
新
た
な
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
文
が
賞
を
も
ら
っ
た
と
き
、
あ
る
先

輩
か
ら
、
以
前
の
羅
漢
図
の
論
文
の
方
が
美
術
史
の
論
文
と
し
て
は
よ
か
っ
た
、
と

言
わ
れ
た
。
言
外
に
主
題
の
意
味
は
、
美
術
史
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
副
次
的
な
も
の

と
い
う
意
味
が
伝
わ
っ
た
。
学
生
時
代
、
研
修
旅
行
で
、
京
都
の
寺
院
で
襖
絵
を
見

て
い
た
と
き
、
学
生
た
ち
が
画
中
の
花
の
名
を
あ
れ
こ
れ
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
て

い
た
山
根
有
三
先
生
に
「
素
人
は
作
品
を
見
る
と
最
初
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
を

気
に
す
る
」
と
笑
い
な
が
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。
主
題
や
そ
の
意
味

に
つ
い
て
の
考
察
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
が
学
ん
だ
時
代
の
美
術

史
で
は
ご
く
一
般
的
な
見
方
だ
っ
た
。

三
．
新
し
い
美
術
史
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論

実
は
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
は
、
美
術
史
や
学
問
の
世
界
に
、
大
き
な
変

化
が
顕
在
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
美
術
史
や
そ
れ
に
導
か
れ
る
よ
う
に
起

こ
っ
た
「
新
し
い
美
術
史
」
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
旧
来
の
美
術
史
が
、

西
洋
人
の
男
性
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
か
ら
始
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
従
来
、
天
才
的
芸
術
家
に
よ
る
素
晴
ら
し
い
作
品
に
つ
い
て
、
作
家

の
表
現
様
式
の
変
遷
や
影
響
関
係
、
制
作
に
至
っ
た
背
景
な
ど
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
に
創
作
さ
れ
た
か
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
価
値
を
位
置
づ
け
伝
え
る
こ
と
が
主
眼

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
時
代
や
社
会
、
政
治
の
反
映
と
し
て
、
芸
術
作
品
を
社
会

の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
描
か
せ
享
受
し
た
人
々
の
世
界
観
や
視
線
を
、
時
に

批
判
的
に
読
み
解
い
て
い
く
視
点
を
取
り
入
れ
る
試
み
で
あ
っ
た
。
私
が
特
に
意
識

し
な
い
ま
ま
に
、
西
湖
図
や
花
鳥
画
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ

い
て
考
察
し
た
こ
と
や
、
ま
た
研
究
史
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
は
、
俯
瞰
し
て
見
れ

ば
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
新
し
い
美
術
史
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的

視
点
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
も
の
だ
が
、
女
性
の
研
究
者
と
し
て
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
論
史
観
を
自
身
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
を
核
に
従
来
の
様
々
な
見
方
を
相
対
化

し
、
批
判
的
に
と
ら
え
直
す
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
花
鳥
画
の
意
味
に
関
す

る
研
究
に
も
、
そ
の
視
点
が
反
映
し
て
い
た
。

学
生
時
代
同
じ
時
期
に
研
究
室
で
過
ご
し
た
同
年
代
の
女
性
研
究
者
た
ち
、
の
ち

実
践
女
子
大
学
で
同
僚
と
な
っ
た
大
原
ま
ゆ
み
、
仲
町
啓
子
両
氏
と
、
そ
れ
ま
で
十

年
以
上
も
、
全
く
別
々
の
場
で
研
究
し
教
育
に
従
事
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
学
で
再
会
し
た
と
き
に
は
、
各
々
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
や
新
し
い
美
術
史
の
視
点

を
自
ら
の
な
か
に
内
在
化
し
、
学
生
時
代
に
受
け
た
教
育
と
は
大
き
く
異
な
る
研
究

上
の
地
点
に
立
ち
、
共
通
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
一
種
の

感
動
を
覚
え
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
当
時
、
研
究
や
教
育
の
場
で
女
性
が
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置
か
れ
て
い
た
普
遍
的
な
厳
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の

場
で
戦
い
、
そ
の
な
か
で
獲
得
し
た
視
点
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後

も
、
特
に
仲
町
啓
子
氏
と
は
本
学
で
長
い
年
月
を
同
僚
と
し
て
過
ご
し
、
研
究
上
の

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
刺
激
し
合
っ
て
、
研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
を
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

四
．
様
式
論
に
つ
い
て

一
方
、
研
究
に
お
い
て
、
絵
画
の
外
側
、
絵
画
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
る

こ
と
で
、
絵
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
主
に
そ
の
外
側
に
つ

い
て
研
究
を
す
る
こ
と
に
は
、
実
際
は
一
種
の
後
ろ
め
た
さ
を
払
拭
で
き
な
か
っ

た
。「
古
典
的
」
美
術
史
教
育
を
受
け
た
世
代
の
私
に
と
っ
て
、
美
術
史
は
や
は
り

作
品
を
見
る
こ
と
、
作
品
の
様
式
や
特
徴
を
把
握
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な

し
に
は
、
成
り
立
た
な
い
と
い
う
思
い
が
常
に
ど
こ
か
に
あ
っ
た
。

私
が
学
生
時
代
に
行
な
っ
た
仏
画
研
究
は
、
当
時
、
仏
教
学
か
ら
の
研
究
が
主
流

で
図
像
学
的
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
儀
軌
か
ら
外
れ
た
仁
和
寺
の
「
孔

雀
明
王
像
」
や
、
定
ま
っ
た
儀
軌
す
ら
存
在
し
な
い
十
六
羅
漢
像
に
つ
い
て
の
研
究

は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
献
に
拠
っ
て
そ
れ
ら

を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
た
上
で
、
絵
画
様
式
に
つ
い
て
、
他
作
品
と
徹
底
的
に
比
較

し
分
析
し
、
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
「
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
、
作
品
の

位
置
づ
け
を
試
み
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
従
来
の
仏
画
研
究
か
ら
見
て
、
あ
る
意
味

で
新
し
い
挑
戦
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
私
の
学
生
時
代
の
美
術
史
研
究
室
の
環
境
が
方
向

づ
け
た
も
の
と
い
え
る
。
優
れ
た
作
品
を
見
て
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
り
、
画
家

の
創
意
や
独
創
性
、
飛
び
抜
け
た
才
能
と
技
量
を
、
憚
る
こ
と
な
く
賞
賛
す
る
声
を

聞
い
て
い
た
学
生
時
代
の
、
優
れ
た
芸
術
家
や
作
品
へ
の
絶
対
の
信
頼
が
も
た
ら
す

一
種
の
充
足
感
は
、
も
う
単
純
に
そ
こ
へ
戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
に
な
っ
た
と

感
じ
な
が
ら
も
、
今
で
も
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
。
そ
の
後
の
若
い
世
代
の
美
術
史

研
究
者
は
、
そ
の
よ
う
に
手
放
し
の
賞
賛
の
声
を
聞
く
経
験
が
あ
ま
り
な
い
せ
い

か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
理
論
的
で
賢
明
で
あ
る
た
め
か
、
作
品
の
表
現
や
様
式
そ

の
も
の
へ
の
関
心
よ
り
も
、
作
品
の
外
側
に
関
心
を
も
ち
、
作
品
を
使
っ
て
何
か
し

ら
の
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
目
立
つ
よ
う
に
見
え
る
。

様
式
研
究
は
、
現
在
の
美
術
史
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
時
代
遅
れ
と
感
じ
ら
れ
る

状
況
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
仏
画
研
究
に
お
い
て
、
か
つ
て
様
式
研
究

が
新
し
い
挑
戦
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
は
、
文
人
画
研
究
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
に

様
式
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
文
人
画
研
究
は
、

主
に
画
家
研
究
と
真
偽
の
鑑
定
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
描
写
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
言
及
は
、
鑑
定
作
業
の
一
部
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
文
献
を
主

と
し
た
画
家
研
究
と
絵
画
に
付
随
す
る
跋
や
印
章
な
ど
の
文
字
的
資
料
が
、
鑑
定
作

業
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
作
品
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
印
象

を
、
美
し
い
対
句
を
用
い
て
簡
潔
に
示
す
こ
と
が
中
国
の
伝
統
で
は
尊
重
さ
れ
、
具

体
的
に
絵
の
表
現
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
文
雅
と
は
い
え
ず
、
好
ま
れ
な
か
っ
た
。

文
人
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
は
違
う
形
で
、
描
写
様
式
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
先

に
触
れ
た
ケ
ー
ヒ
ル
氏
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
非
中
国
系
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て

試
み
ら
れ
て
い
た
。

五
．
小
学
館
『
世
界
美
術
大
全
集
』
東
洋
編　

明
巻

そ
ん
な
な
か
、
私
が
、
文
人
画
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一

九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
学
館
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
編
の
明
巻
の
編
集
・
執
筆

を
、
刊
行
ま
で
一
年
半
ほ
ど
し
か
な
い
時
期
に
急
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
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ら
で
あ
る
。
元
の
文
人
画
や
清
初
の
八
大
山
人
・
石
濤
な
ど
に
つ
い
て
は
、
多
少
な

り
と
も
係
わ
り
が
あ
り
、
親
し
み
の
あ
る
存
在
だ
っ
た
が
、
か
つ
て
自
ら
指
摘
し
て

き
た
よ
う
に
日
本
の
研
究
史
を
見
て
も
、
明
代
の
文
人
画
に
つ
い
て
は
最
も
研
究
が

手
薄
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
や
は
り
中
国
絵
画
の
本
流
と
な
る
沈
周
、
文
徴
明
な
ど
の

呉
派
や
董
其
昌
の
文
人
画
作
品
を
中
心
と
し
た
構
成
に
す
べ
き
で
あ
る
と
心
を
決
め

た
。
そ
し
て
、
ま
ず
、
作
品
選
び
が
、
そ
も
そ
も
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
九
二
年
に
ネ
ル
ソ
ン
・
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
で
開

催
さ
れ
た
「
董
其
昌
の
世
紀
展
」︵The C

entury of D
ong C

hʼi C
hang

︶
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
北
京
故
宮
博
物
院
と
上
海
博
物
館
、
欧
米
、
日
本
の
美
術
館
か
ら

も
、
董
其
昌
だ
け
で
な
く
関
連
す
る
明
末
清
初
の
多
く
の
画
家
た
ち
の
作
品
が
一
堂

に
集
め
ら
れ
、
展
示
さ
れ
て
い
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
に
集
ま
っ
た
各
国
の
研
究
者

の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
何
日
も
か
け
て
、
展
覧
会
を
見
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
董
其
昌
画
の
素
晴
ら
し
さ
、
な
ぜ
中
国
絵
画
史
上
あ
れ
ほ
ど
有
名
で

あ
っ
た
か
を
、
作
品
を
通
じ
て
初
め
て
得
心
で
き
た13
。
ま
た
、
九
七
年
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
挙
行
さ
れ
た
台
北
故
宮
博
物
院
の
名
宝
展

︵Treasures from
 the N

ational Palace M
useum

, Taipei

:Possessing the Past

︶
で

も
、
台
北
故
宮
が
所
蔵
す
る
元
明
時
代
の
書
画
の
名
蹟
、
特
に
正
統
的
文
人
画
を
一

望
す
る
機
会
を
得
て
、
何
日
も
通
っ
た
経
験
が
大
き
な
力
に
な
っ
た
。

六
．
小
学
館
東
洋
編
と
そ
の
現
在

そ
の
頃
、
小
学
館
の
企
画
に
少
し
先
行
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
の
『
故
宮
博
物
院　

清

代
の
絵
画
』
の
実
質
的
な
編
集
に
も
携
わ
っ
て
お
り
、
明
末
か
ら
清
の
絵
画
に
つ
い

て
北
京
・
台
北
の
故
宮
所
蔵
品
か
ら
掲
載
作
品
を
選
び
、「
正
統
と
個
性
の
ゆ
く

え
」
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
も
大
い
に
役
立
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
時
間
的
に
非

常
に
タ
イ
ト
な
な
か
、
図
版
に
す
る
作
品
選
び
調
査
を
行
な
い
、
明
巻
に
ふ
さ
わ
し

い
他
の
四
名
の
論
文
執
筆
者
を
選
ん
で
依
頼
し
、
自
分
の
総
論
執
筆
と
、
ほ
と
ん
ど

の
作
品
解
説
を
一
人
で
書
き
、
海
外
の
二
人
の
執
筆
者
の
論
文
を
訳
し
た
こ
と
は
、

今
思
い
出
し
て
も
、
よ
く
期
限
に
間
に
合
わ
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
当
時
、
原
稿
の
や

り
と
り
や
校
正
は
郵
送
で
あ
り
、
海
外
の
執
筆
者
二
人
の
論
文
は
手
書
き
だ
っ
た
。

出
来
た
原
稿
を
一
刻
も
早
く
送
る
た
め
、
夜
中
に
寝
て
い
る
子
供
を
残
し
て
、
夜
道

を
運
転
し
て
郵
便
局
の
本
局
ま
で
行
っ
た
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
小
学
館
の
東
洋
編
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
最
近
、
中
国
考
古
学
を
専
門
と
す

る
研
究
者
か
ら
、「
美
術
史
で
は
、
ま
だ
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
と
は
驚
き
だ
。
古

代
の
巻
は
、
も
う
資
料
が
古
く
て
、
考
古
学
で
は
全
く
使
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
」
と
聞
い
た
。
明
巻
も
、
そ
の
後
、
中
国
な
ど
か
ら
新
た
な
資
料
や
研
究
が
出

て
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
絵
画
史
の
進
歩

は
考
古
学
の
よ
う
に
急
速
で
は
な
く
、
比
較
的
ゆ
っ
く
り
進
む
と
感
じ
ら
れ
る
。
細

か
な
訂
正
は
必
要
だ
が
、
東
洋
編
は
今
で
も
、
中
国
美
術
、
特
に
明
代
の
絵
画
や
文

人
画
に
つ
い
て
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
ほ
ぼ
唯
一
の
大
型
カ
ラ
ー
図
録
と
い
え
る
。

ま
た
、
明
代
の
呉
派
か
ら
董
其
昌
と
い
う
正
統
的
文
人
画
家
に
つ
い
て
、
基
準
と
す

べ
き
作
品
を
カ
ラ
ー
図
版
と
解
説
で
示
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
明
代
文
人

画
研
究
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
得
た
と
考
え
た
い
。
さ
ら
に
、「
蘇
州
片
」
と
い

う
、
中
国
の
研
究
者
た
ち
の
隠
語
的
な
用
語
を
、
現
在
の
日
本
で
研
究
者
が
普
通
に

使
う
用
語
と
し
た
の
も
、
明
巻
に
寄
稿
し
て
も
ら
っ
た
北
京
故
宮
の
楊
新
氏
の
論
文

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
．
明
代
文
人
画
研
究

九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
明
巻
ま
で
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
〇
︱
九
一

年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
研
修
や
、
九
二
年
の
ネ
ル
ソ
ン
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
の
「
董
其

昌
と
そ
の
世
紀
展
」、
九
七
年
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
「
台
北
故
宮
名
宝
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展
」
で
の
経
験
が
あ
り
、
ま
た
、
九
七
年
の
泉
屋
博
古
館
の
『
中
国
絵
画
』
図
録
の

改
定
版
の
作
成
や
、
九
九
年
発
行
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
の
『
故
宮
博
物
院　

清
の
絵
画
』

の
構
成
執
筆
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
関
係
の
大
規
模
な
展
覧
会
と
、
今
で

は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
た
出
版
が
矢
継
ぎ
早
に
起
こ
っ
た
一
〇
年
間
だ
っ
た
と

振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
東
洋
編
明
巻
に
責
任
編
集
者
と
し
て
係
わ

り
、
明
の
文
人
画
に
つ
い
て
、
集
中
的
に
調
査
し
、
執
筆
す
る
日
々
の
な
か
で
、
い

つ
し
か
、
す
っ
か
り
そ
の
世
界
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

作
品
を
実
見
し
、
作
品
解
説
を
書
く
な
か
で
、
そ
の
描
写
を
分
析
し
、
言
語
化
す

る
試
み
は
楽
し
く
、
そ
れ
を
原
動
力
に
、
画
家
や
制
作
の
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
も

行
っ
て
き
た
。
日
本
で
で
き
る
こ
と
の
限
界
も
強
く
感
じ
て
は
い
る
が
、
様
式
的
な

分
析
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
絵
画
と
思
わ
れ
が
ち
な
文
人
画
を
普
遍
的
な
美
術
史
に
繋

げ
る
こ
と
を
遠
い
目
標
に
し
て
、
文
献
や
文
字
情
報
か
ら
得
た
も
の
も
ふ
ま
え
な
が

ら
、
作
品
の
描
写
自
体
が
持
っ
て
い
る
豊
か
な
情
報
を
よ
り
多
く
掬
い
取
り
、
分
析

し
言
語
化
す
る
試
み
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る14
。

八
．
よ
い
画
が
必
ず
し
も
真
跡
で
は
な
い

「
日
本
以
外
の
作
品
だ
け
を
取
り
上
げ
る
」
と
い
う
私
の
研
究
に
つ
い
て
の
指
摘

に
対
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
自
ず
と
そ
う
な
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
。

明
代
文
人
画
の
基
準
作
や
優
品
は
、
日
本
以
外
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
取

り
上
げ
る
方
が
自
然
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
博
物
館
や
美
術
館
に
勤
務
し
た
経

験
が
な
く
、
日
本
所
蔵
の
中
国
絵
画
作
品
に
深
く
係
わ
る
機
会
も
、
泉
屋
博
古
館
の

明
清
画
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た15
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
、
北
京
故
宮
の
楊
新
氏
が
、
日
本
で
中
国
の
文
人
画
を
調
査

す
る
の
に
同
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
「
よ
い
絵
、
好
ま
し
い
絵
が
、
必

ず
し
も
真
跡
と
は
限
ら
な
い
。」
と
話
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
と
て
も
印
象
に

残
っ
て
い
る
。
中
国
絵
画
の
全
貌
が
ま
だ
誰
の
目
に
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

清
末
に
、
中
国
か
ら
出
て
海
外
に
出
た
作
品
は
、
中
国
画
の
魅
力
を
人
々
に
伝
え
、

人
々
を
魅
了
し
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
通
じ
て
、
そ
の
画
家
を
知
り
、
そ
の
画
家
の

様
式
や
画
風
を
把
握
し
、
な
か
で
も
特
に
魅
力
的
な
作
品
を
そ
の
画
家
の
代
表
作
と

考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
後
、
中
国
大
陸
所
在
の
膨
大
な
作
品
に
ア
ク
セ
ス
出
来
る
よ
う
に
な

り
、
同
じ
画
家
の
数
多
く
の
作
品
や
資
料
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
先
に
海
外

に
出
て
人
々
を
魅
了
し
た
作
品
を
、
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
出
て
く
る
の
は
必
然

で
あ
ろ
う
。
特
に
、
当
時
人
気
が
高
く
、
贋
作
も
多
く
流
通
し
て
い
た
文
人
画
で

は
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
泉
屋
博
古
館
所
蔵

の
石
溪
の
「
報
恩
寺
図
」
へ
の
呂
暁
氏
に
よ
る
疑
義
も
、
そ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ

た16
。私

が
、
呂
暁
論
文
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、「
報
恩
寺
図
」
を
修
論
で
取
り
上
げ

た
院
生
の
指
導
を
通
じ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
長
く
教
員
と
し
て
学
生
の
指
導
を
し
て

い
る
と
、
他
に
も
学
生
が
思
い
が
け
な
い
も
の
を
見
つ
け
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
日
本
所
在
の
正
統
派
の
文
人
画
を
代
表
す
る
王
原
祁
「
倣
元
四
大
家
山
水

図
」︵
京
都
国
立
博
物
館
蔵
︶
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
卒
論
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
学
生

に
、
他
の
王
原
祁
作
品
を
図
録
か
ら
探
す
よ
う
に
指
導
し
た
と
こ
ろ
、
四
幅
の
う
ち

の
倣
王
蒙
画
︵
図
１
︶
と
全
く
同
じ
図
様
の
「
倣
王
蒙
山
水
図
」︵
北
京
故
宮
博
物

院
︶︵
図
２
︶
を
見
つ
け
て
き
た17
。
そ
の
作
品
に
は
、
康
煕
庚
寅
︵
一
七
一
〇
︶
仲

春
に
完
成
し
た
こ
と
や
、
癸
未
年
︵
一
七
〇
三
︶
に
武
林
︵
杭
州
︶
へ
行
っ
た
際
、

王
蒙
「
蕭
寺
秋
山
図
」
を
思
い
、
舟
中
で
描
き
始
め
、
そ
の
後
一
七
〇
五
年
に
二
度

︵
杭
州
へ
︶
皇
帝
に
随
行
し
た
が
完
成
せ
ず
、
最
近
︵
北
京
の
︶
海
淀
の
住
ま
い
で

遂
に
完
成
さ
せ
た
。
古
人
が
十
日
に
一
山
、
五
日
に
一
水
と
い
っ
た
の
は
ま
さ
に
虚

で
は
な
い
と
、
制
作
の
経
緯
を
述
べ
る
比
較
的
長
い
題
識
が
あ
る
︵
図
４
︶18
。
文
人
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画
家
が
、
ほ
と
ん
ど
同
図
様
の
作
品
を
、
違
う
目
的
や
機
会
の
た
め
に
繰
り
返
し
描

く
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
ど
ん
な
画
家
も
、
引
き
写
し
で
も
し
な
い
限
り
、
こ

れ
ほ
ど
同
じ
絵
を
二
度
描
く
こ
と
は
か
え
っ
て
難
し
い
と
い
え
る
。
新
た
な
目
で
京

博
本
を
見
直
す
と
、
正
統
派
の
文
人
画
家
王
原
祁
が
、
元
四
大
家
の
倣
古
画
各
一
幅

を
組
み
合
わ
せ
四
幅
対
と
す
る
こ
と
は
他
に
例
が
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
特
別
」
の

作
画
の
制
作
事
情
に
自
題
で
全
く
触
れ
ず
、
各
幅
と
も
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
四
大
家
に

つ
い
て
紹
介
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
は
不
可
解
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
自
題
の
書

き
方
も
通
例
の
王
原
祁
画
の
自
題
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る19
。
ま
た
、
王
原
祁
画

と
し
て
、
京
博
本
の
よ
う
に
緑
や
青
を
主
体
と
す
る
色
調
の
作
品
は
珍
し
く
、
北
京

故
宮
本
で
は
秋
景
で
、
朱
が
点
じ
ら
れ
紅
葉
し
た
樹
木
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
部
分

に
、
京
博
本
で
は
鮮
や
か
な
緑
青
を
使
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
よ
く
見
る
と
、
賦
彩

の
筆
の
跡
が
そ
の
ま
ま
残
る
よ
う
な
水
彩
画
的
筆
遣
い
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
、
通
常

の
王
原
祁
画
で
山
肌
の
彩
色
が
、
書
法
的
な
渇
筆
の
皴
と
一
体
化
し
て
い
る
の
と
は

全
く
異
な
る
筆
法
と
い
え
る
。︵
図
３
、
４
︶。
何
よ
り
図
全
体
を
比
較
す
る
と
、
僅

か
な
差
異
の
集
積
に
よ
っ
て
、
北
京
本
の
方
が
、
山
容
は
す
く
っ
と
聳
え
立
ち
、
山

塊
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
く
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。︵
図
１
、
２
︶

た
だ
、
京
博
本
の
出
来
は
非
常
に
よ
く
、
特
に
倣
王
蒙
画
は
魅
力
的
で
、
王
原
祁

画
の
特
徴
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
そ
の
学
生
も
、
私
が
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
も
、

京
博
本
を
疑
う
こ
と
な
く
、
卒
論
を
書
い
て
卒
業
し
た
。
他
に
も
近
代
に
日
本
に

入
っ
た
清
初
の
文
人
画
の
作
品
の
な
か
に
は
、
同
様
に
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な

い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
美
し
い
作
品
が
、
中
国
絵
画
の
魅
力
を
広
く
に
知
ら

せ
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
長
年
、
学
生
に

教
え
て
き
た
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
自
分
だ
け
で
は
気
づ
き
得
な
か
っ
た
、
様
々
な

気
づ
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
記
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

中
国
絵
画
を
と
り
ま
く
環
境
も
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に

は
、
北
京
や
天
津
、
上
海
、
澳
門
な
ど
で
は
、
一
人
の
画
家
や
画
派
ご
と
に
中
国
全

土
か
ら
作
品
を
広
く
網
羅
的
に
集
め
た
展
覧
会
が
開
か
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
董

其
昌
展
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
一
人
の
画
家
と
関
連
す
る
作
品
を
一
堂

に
見
る
機
会
は
、︵
た
と
え
そ
こ
に
多
少
問
題
が
あ
る
作
品
が
混
ざ
っ
て
い
た
と
し

て
も
︶、
そ
の
分
野
の
研
究
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
飛
躍
を
も
た
ら
す
。
そ
れ

は
、
画
家
た
ち
の
筆
法
の
幅
の
広
さ
と
そ
の
変
化
や
、
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
そ
こ
か

ら
立
ち
上
る
画
家
の
個
性
や
本
質
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
と
な

い
貴
重
な
機
会
で
あ
る
。

ど
の
国
の
ど
ん
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、
決
し
て
完
璧
で
は
あ
り
え
な
い
。
日
本

所
在
の
作
品
に
と
ら
わ
れ
ず
、
多
く
の
作
品
か
ら
自
由
に
取
り
上
げ
、
考
え
る
こ
と

は
、
気
楽
な
根
無
し
草
的
存
在
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
、
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と

感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
場
を
与
え
て
も
ら
い
、
中
国
美
術
に
つ
い
て
熱
心

に
学
ぼ
う
と
す
る
何
人
も
の
学
生
た
ち
と
出
会
い
、
美
術
史
研
究
の
基
盤
を
共
有
で

き
る
同
僚
に
恵
ま
れ
た
、
実
践
女
子
大
学
の
美
学
美
術
史
学
科
は
、
私
の
中
国
美
術

史
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
場
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
、
こ
の
と
り
と
め
の

な
い
雑
文
を
終
え
た
い
。

注１ 　

拙
論
「
日
本
の
中
国
絵
画
史
の
現
状
」『
ふ
び
と
』　

三
重
大
学
歴
史
研
究
会
、
一
九

九
五
年
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２ 　

宮
崎
法
子
「
日
本
近
代
の
な
か
の
中
国
絵
画
史
研
究
」『
語
る
現
在
、
語
ら
れ
る
過

去
︱
日
本
美
術
史
学
百
年
』︵
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
︶

３ 　

後
藤
亮
子
「
大
村
西
崖
の
美
術
史
と
そ
の
中
国
絵
画
観
の
変
遷
」『
美
術
史
』
一
八

九
号
、
二
〇
二
〇
年
。

４ 　
『
故
宮
名
画
三
百
種
』
上
下
二
函
各
六
册
、
国
立
故
宮
中
央
博
物
院
共
同
理
事
会
、

一
九
五
九
年
。︵
一
九
七
五
年
に
王
世
杰
主
編
本
と
し
て
再
版
︶。

５　

 

中
華
民
国
成
立
か
ら
台
湾
へ
の
搬
出
に
至
る
文
物
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
荘
厳
『
遺

老
が
語
る
故
宮
博
物
院
』︵
二
玄
社
、
一
九
八
五
年
︶
や
国
立
故
宮
博
物
院
のH

P

の

故
宮
博
物
院
史https://w

w
w.npm

.gov.tw
/A

rticles.aspx?sno=03012532&
l=1

︵2022.12.23

︶
に
拠
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
ま
と
め
た
紹
介
と
し
て
「
流
転

す
る
名
宝
:
故
宮
文
物
大
移
動
」
宮
崎
法
子
監
修
『
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
と
中
国

美
術
の
至
宝
』︵
洋
泉
社m

ook,

二
〇
一
四
年
、
一
〇
六

－
一
〇
八
頁
︶
が
あ
る
。

６ 　

前
掲
注
２
。
出
展
作
品
に
つ
い
て
は
同
展
の
図
録
『
参
加
倫
敦
中
国
芸
術
国
際
展
覧

会
出
品
図
説
』
に
拠
る
。

７ 　

一
九
六
一
年
︵
民
国
五
〇
年
︶
に
ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
、
シ
カ
ゴ
美
術
館
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
の
デ
・
ヤ
ン
グ
美
術
館
で
、
巡
回
展
が
開
か
れ
た
。
な
お
、
台
北
の
現
在
の
場
所

に
、
故
宮
博
物
院
の
建
物
が
完
成
し
一
般
に
公
開
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
後
の
一
九

六
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

８ 　

鈴
木
敬
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
』
全
五
巻
が
東
大
出
版
会
か
ら
一
九
八
二
年
に
出

版
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
調
査
が
続
け
ら
れ
、
戸
田
禎
佑
・
小
川
裕
充
編
の
続
編
は
二
〇

〇
一
年
、
板
倉
聖
哲
編
の
第
三
編
が
二
〇
二
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

９ 　
『
故
宮
書
画
図
録
』
は
一
九
八
九
年
に
刊
行
が
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
32
巻
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
軸
、
巻
、
册
の
形
式
ご
と
に
、
時
代
順
に
す
べ
て
の
作
品
を
等
し
く
載

せ
、
釈
文
や
印
章
な
ど
を
主
に
『
石
渠
宝
笈
』
か
ら
採
録
し
、
跋
文
や
鑑
蔵
印
の
釈
文

を
併
せ
て
載
せ
る
。
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
る
前
、
一
九
七
七
年
に
、
鈴
木
先
生
に
よ
る
台

北
故
宮
で
の
二
週
間
に
及
ぶ
特
別
観
覧
調
査
に
、
日
本
・
西
洋
美
術
史
の
院
生
と
と
も

に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
は
、
全
員
、『
故
宮
書
画
録
』
４
册
本
︵
増
訂
本　

一
九

六
〇
年
序
、
国
立
故
宮
博
物
院
印
行
、
台
北
︶
を
持
参
し
た
。
そ
れ
は
、『
石
渠
宝
笈
』

の
体
裁
に
倣
っ
た
所
蔵
作
品
の
文
字
の
み
の
目
録
で
、「
法
書
」「
名
画
」
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
、
巻
、
軸
、
册
の
順
に
、
各
時
代
順
に
配
列
し
、
最
後
に
、
南
薫
殿
所
蔵
の
肖

像
画
、
さ
ら
に
「
簡
目
」
と
し
て
『
石
渠
宝
笈
』
で
も
評
価
が
低
い
作
品
が
題
名
と
基

本
デ
ー
タ
の
み
付
さ
れ
て
い
る
。

10 　

ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︵
森
東
吾
訳
︶『
東
洋
美
術
史
綱
』︵
東
京
美
術
、
一
九

八
六
年
︶
下
、
二
二
五
頁
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
中
国
文
人
画
批
判
は
、
同
書
、「
十
五
章　

近
代
の
中
国
絵
画
」
全
体
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
原
著　

Epochs of 

C
hinese and Japanese Art 

は
、
一
九
二
一
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
、
翌
一
九
二

二
年
に
は
有
賀
長
男
訳
、
大
村
西
崖
校
閲
に
よ
る
『
東
亜
美
術
史
綱
』
と
し
て
日
本
で

刊
行
さ
れ
た
。
有
賀
訳
の
当
該
部
分
の
言
い
回
し
は
さ
ら
に
苛
烈
で
あ
る
。

11 　

前
掲
注
2
。
拙
著
『
中
国
絵
画
の
内
と
外
』︵
再
録
二
三
四
頁
︶

12 　

二
〇
〇
五
~
二
〇
〇
七
年
度　

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
︵
Ｂ
︶「
近
代
日
本
に
お
け

る
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
関
す
る
研
究
」

13 　

一
方
、
日
本
で
は
董
其
昌
の
名
は
一
種
の
虚
名
で
あ
り
、
作
品
の
質
と
は
結
び
つ
い

て
い
な
い
と
い
う
論
調
が
多
く
見
ら
れ
た
。
董
其
昌
が
、
南
北
二
宗
論
で
南
宋
の
院
体

画
や
浙
派
な
ど
日
本
人
に
馴
染
み
の
深
い
作
品
を
、
北
宗
画
と
し
て
低
く
見
た
こ
と
も

一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
董
其
昌
展
の
際
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
古
原
宏
伸

氏
の
論
文
も
、
董
其
昌
画
へ
の
同
時
代
の
評
語
が
「
異
」「
奇
」「
怪
」
な
ど
、
マ
イ
ナ

ス
な
評
価
を
表
す
も
の
と
述
べ
、
中
国
で
の
評
価
も
決
し
て
高
く
な
か
っ
た
と
結
論
づ

け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
多
く
の
中
国
や
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
か

ら
、
そ
れ
ら
の
評
語
は
、
当
時
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
概
念
を
表
す
の
で
な
く
、
最
高
の

価
値
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
。
私
も
そ
れ
に
同
意
す
る
。

14 　

今
後
の
美
術
史
の
方
法
論
と
し
て
、
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
立
ち
返
る
べ
き
こ
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と
、
し
か
も
そ
れ
は
、
新
た
な
視
点
を
取
り
入
れ
た
新
し
い
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
と

し
て
行
う
べ
き
と
い
う
道
筋
を
、
明
確
に
自
覚
し
た
の
は
大
西
廣
氏
の
示
唆
に
よ
る
。

大
西
廣
「
今
、
和
漢
の
枠
組
み
を
考
え
直
す
」
二
〇
〇
〇
年
、
筑
波
大
学
に
お
け
る
日

本
美
術
史
全
国
大
会
の
口
頭
発
表
の
後
、
発
表
内
に
語
り
き
れ
な
か
っ
た
内
容
に
つ
い

て
、
発
表
後
、
個
人
的
に
質
問
し
た
際
の
回
答
に
よ
る
。

15 　

京
都
時
代
に
泉
屋
博
古
館
の
研
究
員
と
し
て
、
住
友
家
の
中
国
絵
画
が
泉
屋
博
古
館

へ
寄
贈
さ
れ
た
際
の
作
品
調
査
と
最
初
の
図
録
『
泉
屋
博
古
・
中
国
書
画
』︵
泉
屋
博

古
館
、
一
九
八
一
年
︶
の
作
成
に
係
わ
っ
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
唯
一
中
国
絵
画
を
所
蔵
す

る
美
術
館
と
継
続
的
に
係
わ
っ
た
経
験
で
あ
る
。

16 　

宮
崎
法
子
「
呂
暁
著
︽
髠
残
絵
画
研
究
︾
に
よ
る
︽
報
恩
寺
図
︾
に
関
す
る
新
知

見
」『
実
践
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
』
27
号
、
二
〇
一
三
年
、
ま
た
、
拙
訳
の
呂
暁
・

景
傑
「
石
溪
と
大
報
恩
寺
︱
︽
報
恩
寺
図
︾
の
真
偽
に
関
す
る
補
考
を
兼
ね
て
︱
」
宮

崎
法
子
・
森
雅
秀
責
任
編
集
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

東
ア
ジ
ア
５　

元
・
明
・

清
』︵
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
二
二
年
︶
で
も
そ
の
説
を
補
強
し
て
い
る
。

17 　

作
品
の
大
き
さ
は
、
北
京
故
宮
本
が
、
縦
一
〇
二
・
四
×
横
五
四
・
三
㎝
、
京
博
本

が
、
縦
一
〇
三
×
横
四
八
・
二
㎝
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
北
京
本
の
大
き
さ
は
、

中
国
書
画
鑑
定
組
編
『
中
国
美
術
分
類
全
集　

中
国
絵
画
全
集
』
27
、
清
９
、︵
北
京
・

文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
︶
所
載
の
図
に
拠
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
の
題
名
と
大
き

さ
は
、
故
宮
の
Ｈ
Ｐ
で
は
九
六
×
四
六･

七
㎝
と
な
っ
て
お
り
、
作
品
名
は
「
倣
王
蒙

秋
山
蕭
寺
図
」、
大
き
さ
は
縦
九
六
×
横
四
六･

七
㎝
と
一
回
り
小
さ
い
。
な
お
、『
中

国
古
代
書
画
図
目
』
22
︵
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
︶
で
は
三
七
五
頁
所
載
の
京
一

－

四
八
九
五
の
稛
王
原
祁
「
倣
王
蒙
山
水
図
」
が
こ
の
作
品
だ
が
、
四
三
二
頁
の
デ
ー

タ
表
の
こ
の
作
品
の
大
き
さ
は
空
欄
の
ま
ま
で
あ
る
。

18 　

北
京
故
宮
本
の
自
題
は
以
下
の
通
り
。「
癸
未
春
行
武
林
道
中
、
因
憶
黄
鶴
山
樵
『
蕭

寺
秋
山
』、
舟
中
成
稿
未
竟
適
以
公
髠
冗
而
罷
。
乙
酉
丁
亥
両
次
扈
従
、
仍
未
脱
稿
、

近
在
海
淀
寓
直
、
雨
窓
多
暇
、
遂
成
此
図
。
方
知
古
人
十
日
一
山
、
五
日
一
水
之
説
不

虚
也
。
康
煕
庚
寅
春
仲
題
、
王
原
祁
」　

印
章
「
王
原
祁
印
」︵
白
文
方
印
︶「
麓
台
」

︵
朱
文
方
印
︶

19 　

京
博
本
の
倣
画
の
自
題
は
「
山
樵
酷
似
其
舅
筆
、
能
杠
鼎
脱
年
、
更
師
巨
然
、
一
発

本
家
□
可
称
氷
寒
於
水
矣
」　

王
蒙
の
筆
は
舅
︵
本
来
は
祖
父
︶
の
趙
孟
頫
に
酷
似
し

て
お
り
、
そ
れ
に
力
を
つ
く
し
て
き
た
︵
力
持
ち
を
表
す
杠
鼎
抜
山
と
い
う
成
語
と
同

様
の
意
味
か
︶、
さ
ら
に
巨
然
を
師
と
し
て
お
り
、
一
旦
、
本
家
か
ら
発
す
れ
ば
、
氷

は
水
よ
り
も
寒
い
と
︵
優
れ
て
い
る
の
比
喩
ヵ
︶
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

王
蒙
に
関
す
る
記
述
は
、
王
原
祁
の
他
の
作
品
自
題
の
一
部
に
似
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
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図１　�王原祁　「倣元四大家山水図」より
　　　「倣王蒙山水図」　京都国立博物館
　　　紙本墨画淡彩

図２　�王原祁　「倣王蒙山水図」　1710年　
　　　北京・故宮博物院
　　　紙本墨画淡彩　

図３　図1の自題部分図４　図２の自題・款識部分　



－　－32

図５　図１の部分図（京博本）

図６　図２の部分図（北京本）


