
1──「中国古典美術の魅力」特集にあたって

　

本
特
集
で
は
、
二
一
世
紀
に
中
国
古
典
美
術
が
持
つ
価
値
を
考
え

て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
過
去
の
遺
物
」
と
し
て
忘
却
す
る
こ
と
を

勧
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
中
国
美
術
は
モ
ノ
と
し
て
の
優
秀
さ
に
加

え
、
十
分
な
作
品
量
、
鑑
賞
機
会
の
利
便
、
そ
し
て
鑑
賞
の
蓄
積
と

い
っ
た
条
件
を
満
た
し
、
復
活
の
契
機
を
待
っ
て
い
る
。
中
国
美
術

と
い
う
豊
饒
の
海
が
、
実
は
目
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
特
集
で
は
、
中
国
美
術
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
魅
力
を

真
摯
に
と
ら
え
な
お
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

Ｔ
Ｖ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
よ
う
に
一
瞬
の
脇
見
で
目
を
引
か
ず
と

も
、
腰
を
落
ち
着
け
て
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
接
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
享
受
で
き
る
楽
し
み
が
あ
れ
ば
、そ
れ
に
も
目
を
向
け
よ
う
。

　

西
洋
美
術
の
遠
近
法
に
照
ら
し
て
く
る
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て

も
、
画
中
に
入
り
込
ん
で
そ
の
中
で
時
を
過
ご
せ
ば
新
し
い
世
界
が

開
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
画
中
へ
の
入

り
方
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　

プ
ロ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
な
い
我
々
も
、
も
し
筆
を
執
っ
て
墨
を

紙
に
載
せ
る
こ
と
に
楽
し
み
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
楽

し
み
を
見
つ
め
て
み
よ
う
。

　

暗
い
堂
の
中
で
仏
像
の
視
線
に
心
を
射
す
く
め
ら
れ
た
体
験
が
あ

れ
ば
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

時
代
と
地
域
の
懸
隔
の
た
め
に
、
そ
し
て
契
機
が
得
ら
れ
な
い
た

め
に
見
失
わ
れ
が
ち
な
中
国
美
術
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
叙
述
の
量
は

十
分
で
な
く
と
も
、
視
野
の
正
面
に
据
え
て
語
っ
て
み
よ
う
と
思

う
。
固
定
的
・
保
守
的
で
は
な
く
、
深
い
見
識
と
洞
察
に
基
づ
い

た
、
自
由
に
し
て
奥
の
深
い
視
線
の
向
け
方
が
存
分
に
開
陳
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　

座
談
に
は
、
中
国
美
術
を
研
究
す
る
方
に
加
え
て
、
美
術
史
を
専

門
と
し
な
い
方
々
に
も
あ
え
て
ご
登
場
い
た
だ
い
た
。
美
術
史
は
、

作
品
を
楽
し
む
た
め
の
唯
一
に
し
て
、
絶
対
の
手
段
で
は
な
い
。
独

自
の
、
個
人
の
立
場
か
ら
中
国
美
術
の
楽
し
み
を
熟
知
す
る
先
達
、

そ
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
、
深
く
愛
す
る
方
々
の
話
は
、
素
人
の
一

鑑
賞
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
読
者
諸
氏
に
と
っ
て
、
大
き
な
導
き

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
づ
く
論
考
で
は
、
中
国
美
術
研
究
の
専
門
家
に
、
二
一
世
紀
に

「
中
国
古
典
美
術
の
魅
力
」 
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お
け
る
各
ジ
ャ
ン
ル
の
美
術
が
持
つ
意
義
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

歴
史
と
ジ
ャ
ン
ル
と
地
域
の
視
点
で
あ
る
。
板
倉
論
文
は
、
現
在
の

よ
う
な
「
中
国
美
術
」
観
の
成
立
を
美
術
全
集
と
展
覧
会
と
い
う
視

点
か
ら
語
っ
て
、
作
品
を
追
い
か
け
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
時

代
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
下
野
論
文
は
、
長
い
伝
統
を
も
つ

「
書
」
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
と
い
う
環
境
に
焦
点
を
当
て
て
と

ら
え
て
い
る
。
山
名
論
文
は
、
古
典
東
洋
的
な
価
値
観
か
ら
は
外
れ

て
い
た
仏
像
と
い
う
彫
刻
ジ
ャ
ン
ル
を
、
日
本
の
近
現
代
に
お
け
る

展
開
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。
藤
原
論
文
も
、
近
代
日
本
人
の
中
国
古

典
美
術
理
解
を
、
こ
ち
ら
は
古
銅
器
を
中
心
に
語
っ
て
い
る
。

　

ク
ル
ナ
ス
論
文
は
、
西
洋
の
視
点
が
中
国
古
典
美
術
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
る
の
か
を
語
っ
て
い
る
。
文
中
で
も
明
確
に
語
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
中
国
美
術
」
と
い
う
く
く
り
方
は
、
西
洋
に
起

源
を
も
つ
。
現
に
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
「
中
国
美
術
」
全
体
を
カ

バ
ー
す
る
書
籍
は
、
な
が
く
マ
イ
ケ
ル
・
サ
リ
バ
ン
の
『
中
国
美
術

史
』
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
現
代
日

本
人
の
と
ら
え
方
は
、
西
洋
的
性
格
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
西
洋
人

が
そ
れ
を
い
か
に
自
覚
し
て
き
た
の
か
し
な
か
っ
た
の
か
、
極
め
て

興
味
深
い
論
考
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
は
ク
ル
ナ
ス
氏
の
著
作

Art in China

の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
部
分
の
翻
訳
で
あ
る
。
最

後
に
載
せ
た
澄
懐
堂
美
術
館
紹
介
は
、
美
術
史
を
長
く
支
え
て
き
た

蒐
集
家
の
活
動
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
作
品
の
優
劣
だ
け
で
美

術
が
進
ん
で
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
。
美
術
の
大
き
な
動
き
を
と
ら
え

る
た
め
の
必
須
要
件
と
し
て
、
時
の
文
化
人
の
広
範
な
活
動
を
、
経

済
活
動
も
含
め
て
記
し
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
小
文
な
が
ら
示
唆

に
富
む
文
章
と
し
て
、
学
校
美
術
教
育
に
お
け
る
中
国
美
術
鑑
賞
の

位
置
づ
け
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
現
在

の
美
術
教
育
で
は
、
鑑
賞
、
と
り
わ
け
中
国
美
術
の
鑑
賞
は
重
視
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
展
開
を
望
む
き
っ
か
け
と
し
た
い
。

　

最
後
に
中
国
美
術
に
接
す
る
こ
と
が
可
能
な
美
術
館
・
博
物
館
案

内
を
載
せ
た
。
大
い
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

（
木
島
史
雄
）


