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国
宝
《
金
彩
鳥
獣
雲
文
銅
盤
》
と
細
川
護
立

　

東
京
・
永
青
文
庫
に
国
宝
《
金
彩
鳥
獣
雲
文
銅
盤
》（
紀
元
前
三

世
紀
〜
紀
元
一
世
紀
、
図
1
）
が
あ
る
。
金
彩
で
豪
華
に
神
仙
の
世

界
を
描
い
た
装
飾
盤
で
、
往
時
の
漢
の
時
代
に
は
食
膳
具
な
い
し
香

炉
の
受
け
皿
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
色
蒼
然
と

し
た
堂
々
た
る
た
た
ず
ま
い
で
、
ま
さ
に
東
洋
美
術
の
精
華
と
い
う

に
ふ
さ
わ
し
い
名
品
で
あ
る
。

　

こ
の
逸
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
た
の
は
旧
熊
本
藩

主
・
細
川
家
の
第
一
六
代
当
主
で
、
古
美
術
品
蒐
集
家
と
し
て
名
高

い
細
川
護
立
（
一
八
八
三

－

一
九
七
〇
）
で
あ
る
。
代
々
文
武
両
道

で
知
ら
れ
た
細
川
家
が
蔵
す
る
珠
玉
の
名
品
で
あ
る
か
ら
、
と
も
す

る
と
こ
の
古
代
中
国
の
盤
も
、
ず
っ
と
昔
か
ら
細
川
家
に
伝
わ
り
、

愛
玩
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
想
像
し
て
し
ま
う
が
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

加
わ
っ
た
の
は
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
は
、
こ
の

銅
盤
の
購
入
経
緯
を
語
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
を
始
め
る
こ
と
に
し

た
い
。

　

細
川
護
立
が
こ
の
銅
盤
を
入
手
し
た
の
は
一
九
二
六
年
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
頃
、
護
立
は
パ
リ
に
一
年
半
ほ
ど
滞
在
し
、
ロ
ン
ド
ン

や
ド
イ
ツ
各
地
に
も
足
を
延
ば
し
な
が
ら
、
古
美
術
品
の
蒐
集
を

行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
奇
妙
に
も
、
彼
の
目
当
て
は
西
洋
の
美
術

近
代
日
本
人
は
い
か
に
し
て 

中
国
古
美
術
研
究
へ
と
向
か
っ
た
の
か
？ 

　
─
─
古
銅
器
の
蒐
集
と
研
究
を
中
心
に
─
─
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図１　《金彩鳥獣雲文銅盤》前漢～新時代 
（永青文庫蔵）

104

品
で
は
な
く
、
古
代
中
国
の
古
美
術
品
だ
っ
た
。
こ
の
銅
盤
は
、
当

時
、
中
国
の
古
美
術
を
扱
っ
て
成
功
を
収
め
た
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
（C

. 
T. Loo

、
盧
芹
齎
、
一
八
八
〇

－

一
九
五
七
）
の
パ
リ
の
古
美
術
店

で
、
五
万
円
（
今
日
の
五
千
万
〜
二
億
五
千
万
円
）
で
入
手
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
護
立
は
こ
の
と
き
《
金
銀
象
嵌
鳥
獣
文
管
金
具
》
と

《
三
彩
獅
子
》、「
周
の
蝉
文
壺
」
の
三
点
も
購
入
し
て
い
る
。
こ
の

と
き
の
様
子
は
、
後
年
に
行
わ
れ
た
座
談
会
で
、
次
の
よ
う
に
回
想

さ
れ
て
い
る
。

　
　

エ
リ
セ
ー
フ
さ
ん
が
世
話
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。
ル
ー
の
所
に

珍
し
い
も
の
が
あ
る
、
と
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
一
週
間
ば
か
り

前
に
梅
原
末
治
さ
ん
が
見
え
て
い
た
。
梅
原
さ
ん
と
、
エ
リ

セ
ー
フ
さ
ん
と
僕
と
三
人
で
見
に
行
っ
た
。（
そ
し
て
購
入
を

即
決
し
た
。）
す
ぐ
で
す
。
僕
は
そ
れ
ま
で
あ
ん
な
物
は
見
た

こ
と
が
な
い
ん
〉
1
〈

だ
。

「
見
た
こ
と
が
な
い
」
の
に
、
ひ
と
目
で
名
品
と
見
抜
い
た
細
川
護

立
の
鑑
識
眼
を
伝
え
る
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
こ
こ
で
二

点
、
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
中
国
の
古
美
術
品
を
蒐
集
す
る
た
め
に
、
護
立
が
パ

リ
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
パ
リ
の
美
術
商
で
た
ま

た
ま
古
美
術
品
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
蒐
集
を
目
的
に
彼
は

パ
リ
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
。（
彼
は
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
山
中
商
会
か

ら
五
代
十
国
時
代
の
《
銭
弘
俶
八
万
四
千
塔
》
を
購
入
し
て
い
る
。）

さ
ら
に
、「
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
」
に
、
古
銅
器
研
究
の
権
威
と
な
る

考
古
学
者
・
梅
原
末
治
が
パ
リ
に
い
た
と
い
う
。
確
か
に
梅
原
は
一

九
二
五
〜
一
九
二
九
年
に
中
国
の
考
古
学
的
遺
物
を
研
究
す
る
た

め
、
ロ
ン
ド
ン
、
パ
リ
、
ロ
シ
ア
各
地
を
転
々
と
し
て
い
た
。
な

ぜ
、
当
時
の
研
究
者
と
蒐
集
家
は
、
中
国
の
古
美
術
品
を
目
当
て

に
、
わ
ざ
わ
ざ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
赴
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

注
目
す
べ
き
第
二
の
点
は
、「
僕
は
そ
れ
ま
で
あ
ん
な
物
は
見
た

こ
と
が
な
い
」
と
い
う
護
立
の
回
想
の
言
葉
だ
。
細
川
家
伝
来
の
名

品
の
数
々
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
彼
で
さ
え
、
入
手
し
た
漢
代
の
古
銅



図２　《夔文筒形卣（古銅花入れ）》 
西周時代前期（泉屋博古館蔵）

図３　《虎卣》商時代 
（泉屋博古館蔵）

105──近代日本人はいかにして中国古美術研究へと向かったのか？

盤
は
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
中
国

の
古
美
術
品
は
、
永
き
に
わ
た
っ
て
中
国
美
術
愛
好
の
伝
統
と
歴
史

を
も
つ
日
本
に
お
い
て
も
「
伝
世
」
し
て
お
ら
ず
、
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
貴
重
な
遺
物
が
、
二
〇
世
紀

の
パ
リ
に
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

住
友
春
翠
と
青
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

と
は
い
え
、
日
本
で
は
、
中
国
の
古
銅
器
に
対
す
る
関
心
は
さ
ほ

ど
高
く
は
な
か
っ
た
。
萌
芽
的
な
関
心
は
江
戸
の
文
化
文
政
時
代
に

文
人
趣
味
と
と
も
に
流
行
し
た
煎
茶
や
盆
栽
の
愛
好
に
み
ら
れ
る

が
、
古
銅
の
「
花
瓶
」
や
「
花
生
」
や
「
香
炉
」
が
茶
器
と
し
て
珍

重
さ
れ
た
程
度
で
あ
っ
た
。（
対
照
的
に
「
本
場
」
中
国
で
は
北
宋

時
代
か
ら
清
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
連
綿
と
青
銅
器
の
蒐
集
と
研
究

が
行
わ
れ
て
い
た
。）
そ
ん
な
な
か
、
例
外
的
に
日
本
随
一
に
し
て

世
界
有
数
の
青
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
住
友
春
翠
が
形
成
し
、
現

在
、
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
集
め
た
泉
屋
博
古
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
春
翠
が
青
銅
器
蒐
集
を
行
っ
た
の
も
そ
う

昔
の
こ
と
で
な
い
。
最
初
の
蒐
集
品
と
な
る
《
夔
文
筒
形
卣
（
古
銅

花
入
れ
）》（
図
2
）
の
購
入
は
一
八
九
九
年
の
こ
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
代
表
す
る
名
品
《
虎
卣
》（
商
時
代
、
紀
元
前
一
一
世
紀
、
図

3
）
や
《
夔
神
鼓
》
を
購
入
す
る
の
は
一
九
〇
三
年
の
こ
と
で
あ
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る
。
護
立
の
中
国
古
美
術
蒐
集
と
同
様
、
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
と
い

う
近
代
と
い
う
時
代
に
春
翠
も
中
国
古
青
銅
器
を
見
初
め
、
蒐
集
し

た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
近
代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
護
立
の
近
代
性
が
伝
世
に
囚

わ
れ
な
い
新
し
い
審
美
眼
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
春
翠
の
近
代
性
は

別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
次
々
と
刊
行
し
た
古
銅
器
図

録
に
表
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
一
九
一
一
〜
一
五
年
に
『
泉
屋
清

賞 

古
銅
器
部
』（
全
三
冊
）
を
、
そ
し
て
一
九
二
一
年
に
『
増
訂
泉

屋
清
賞
』（
全
五
冊
）
を
編
纂
し
、
蒐
集
品
を
世
に
問
う
た
。
自
ら

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
公
開
す
る
精
神
じ
た
い
、
蒐
集
品
を
「
秘
蔵
」

す
る
東
洋
の
伝
統
的
な
因
習
を
脱
し
た
欧
米
的
な
近
代
意
識
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
春
翠
の
場
合
は
さ
ら
に
、
美
術
品
蒐
集
と
図
録
作
成

│
│
分
類
と
研
究
│
│
が
一
体
化
し
た
、
近
代
的
な
意
味
で
の
学
術

的
体
系
の
も
と
に
作
品
を
蒐
集
し
た
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
最

初
の
図
録
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
彼
は
、
蒐
集
し
た
銅
器
が
「
史
学

の
考
究
、
工
芸
の
模
範
と
な
す
べ
く
、
独
其
（
…
）
古
色
鑑
賞
に
適

す
る
の
み
な
ら
ざ
る
な
〉
2
〈

り
」
と
記
し
、
学
術
的
研
究
の
た
め
に
蒐
集

を
行
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
最
初
の
図
録
は
一
九
一
〇

年
ま
で
に
蒐
集
し
た
百
点
余
り
か
ら
三
〇
点
の
名
品
を
写
真
製
版
し

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ま
だ
完
全
と
は
い
え
な
い
状
態
で
図

録
化
を
急
い
だ
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
一
〇
年
後
、
春
翠
は
「
増
訂
」
版
を
作
成
し
、

世
に
問
う
。
先
の
図
録
は
「
製
板
未
だ
精
な
ら
ず
、
考
説
未
だ
備
は

ら
ず
」、「
心
竊
か
に
憾
む
」
心
持
ち
に
あ
〉
3
〈
り
、「
前
書
を
増
訂
せ
ん

と
欲
し
」
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
蒐
集
品
は
三
〇
〇
点
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
十
年
間
で
二
〇
〇
点
も
新
た
に
蒐
集

し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
一
九
一
七
年
の
蒐
集

で
、
三
八
点
と
い
う
「
空
前
絶
後
の
“
爆
買
い
”」
を
し
て
い
〉
4
〈
る
。

図
録
の
「
増
訂
」
を
念
頭
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
拡
充
と
体
系
化
を

図
っ
た
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
彼
は
何
よ
り
も
学
術
的
な
図
録
の
完
成

を
目
標
に
青
銅
器
蒐
集
を
し
た
の
で
あ
る
（
じ
っ
さ
い
、「
増
訂
」

版
刊
行
後
は
わ
ず
か
五
点
し
か
青
銅
器
を
購
入
し
な
か
っ
た
）。

　

学
術
的
価
値
の
あ
る
図
録
を
企
図
し
た
春
翠
は
、
中
国
古
美
術
の

権
威
だ
っ
た
「
瀧
節
庵
（
瀧
精
一
）、
内
藤
湖
南
の
二
博
士
に
請
ひ

て
編
定
」
し
、
精
妙
な
写
真
図
版
で
定
評
の
あ
っ
た
「
國
華
社
に
属

し
て
瑠
璃
板
（
写
真
製
版
）」
を
作
製
し
、
さ
ら
に
専
門
家
の
「
濱

田
（
耕
作
）
博
士
に
彝
器
を
釈
し
」、「
原
田
（
淑
人
）
学
士
に
鑑
鏡

を
釈
す
る
」
よ
う
要
請
し
た
。
さ
ら
に
解
説
に
は
雑
誌
『
國
華
』
と

同
様
の
英
文
解
説
を
付
し
て
い
る
。

　

春
翠
の
青
銅
器
蒐
集
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
二
点
の
注
目
す
べ
き
点

が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
彼
も
ま
た
二
〇
世
紀
初
頭
と
い
う
近
代
と
い

う
時
代
に
三
〇
〇
点
も
の
青
銅
器
を
短
期
間
で
蒐
集
し
え
た
と
い
う

単
純
な
事
実
だ
。
住
友
家
伝
来
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
ゼ
ロ
か
ら
蒐
集
を
開
始
し
、
約
二
〇
年
で
完
成
し
た
の
で
あ

る
。
細
川
護
立
の
場
合
と
同
じ
く
、
古
美
術
蒐
集
で
は
あ
る
が
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
じ
た
い
は
「
近
代
の
産
物
」
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
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近
代
と
い
う
時
代
に
中
国
古
美
術
へ
の
熱
い
眼
差
し
が
生
ま
れ
た
の

か
、
そ
し
て
、
な
ぜ
短
期
間
で
世
界
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

注
目
す
べ
き
第
二
の
点
は
、
春
翠
が
欧
米
を
意
識
し
た
図
録
の
作

成
を
目
標
に
し
、
英
語
解
説
を
付
与
し
た
事
実
で
あ
る
。
じ
っ
さ

い
、
図
録
に
よ
っ
て
青
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
世
界
的
に
知
ら
れ
る

存
在
と
な
り
、
北
米
、
英
国
、
ロ
シ
ア
各
地
か
ら
美
術
関
係
者
や
公

人
が
春
翠
を
訪
ね
、
一
九
二
二
年
に
は
中
国
古
美
術
愛
好
で
知
ら
れ

て
い
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
皇
太
子
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
が
図
録
の
送

付
を
要
請
し
、
さ
ら
に
一
九
二
六
年
秋
に
は
来
日
し
、
何
よ
り
も

「
正
倉
院
御
物
な
ど
と
と
も
に
、
住
友
家
の
古
銅
器
を
見
る
」
こ
と

を
楽
し
み
に
し
た
と
い
う
。
先
述
の
通
り
、
青
銅
器
の
愛
好
は
日
本

で
は
こ
の
時
期
ま
で
珍
し
か
っ
た
が
、
欧
米
で
は
す
で
に
数
多
く
の

コ
レ
ク
タ
ー
が
存
在
し
て
い
た
。
細
川
護
立
が
中
国
古
美
術
蒐
集
の

た
め
に
パ
リ
へ
赴
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本

国
内
で
青
銅
器
蒐
集
し
て
い
た
春
翠
（
彼
の
青
銅
器
購
入
は
全
て
日

本
国
内
の
美
術
商
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
）
で
さ
え
、
欧
米
を
意
識
し

た
近
代
的
な
学
術
体
系
を
も
つ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
、
そ
の
成

果
を
欧
米
に
向
か
っ
て
発
信
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
目
標
と
し
た
。

近
代
の
中
国
古
美
術
愛
好
と
研
究
は
、
東
洋
中
心
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
、
欧
米
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
展
開
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
〇
世
紀
西
洋
の
新
た
な
ア
ル
カ
イ
ス
ム（
古
代
趣

味
）─
─
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
か
ら
古
典
古
代
の
回
帰
へ

　
『
か
た
ち
の
生
命
』（
一
九
三
四
年
）
な
ど
の
美
学
的
著
作
で
知
ら

れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
史
家
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
は
一
九
二
五
年

に
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

　
　

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
再
び
ア
ル
カ
イ
ス
ム
（
古
代
趣
味
）
と
起

源
へ
の
熱
い
関
心
が
支
配
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
荘
重
で
巨
大
な
も
の
、
形
式
化
さ
れ
た
単
純
な
も
の
、
力

強
い
表
現
が
、
我
々
の
近
代
主
義
と
現
象
主
義
を
食
い
つ
ぶ
し

て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。（
…
）
古
代
の
中
国
が
、
豊
穣
さ

と
完
全
性
、
荘
重
さ
と
官
能
性
に
よ
っ
て
、
我
々
の
心
に
強
く

訴
え
か
け
て
い
る
。
そ
こ
に
我
々
は
、
お
そ
ら
く
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
文
明
か
ら
継
承
し
た
不
動
の
古
代
の
力
と
偉
大
な
る
継
続
性

を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
。
ゆ
え
に
、
我
々
は
、
太
平
洋
を
漂

う
風
が
運
ん
で
き
た
自
然
主
義
の
ポ
エ
ジ
ー
の
繊
細
な
優
美
さ

〔
＝
日
本
美
術
〕
よ
り
も
、
こ
ち
ら
〔
＝
古
代
中
国
美
術
〕
の

方
を
好
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
っ
〉
5
〈

た
。

西
洋
の
中
世
美
術
と
近
代
版
画
の
専
門
家
と
な
る
フ
ォ
シ
ヨ
ン
だ

が
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
日
本
の
浮
世
絵
版
画
を
研
究
し
、
一
九
一

四
年
に
は
『
北
斎
』
を
公
刊
し
て
も
い
た
。
引
用
文
は
一
九
二
五
年

の
『
北
斎
』
第
二
版
の
序
に
あ
る
文
章
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
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欧
米
に
お
い
て
、
日
本
美
術
、
と
り
わ
け
北
斎
や
歌
麿
ら
の
浮
世
絵

版
画
が
人
気
を
集
め
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
呼
ば
れ
る
日
本

美
術
愛
好
熱
が
欧
米
に
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
浮
世
絵
版
画
の
軽
や
か
な

「
自
然
主
義
の
ポ
エ
ジ
ー
の
繊
細
な
優
美
さ
」
が
、
例
え
ば
印
象
派

の
画
家
が
求
め
た
瞬
間
的
で
現
実
的
な
「
近
代
主
義
と
現
象
主
義
」

の
思
想
に
マ
ッ
チ
し
、
高
く
評
価
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

二
〇
世
紀
に
入
る
と
「
ア
ル
カ
イ
ス
ム
」（
古
代
趣
味
）
へ
の
興
味
が

高
ま
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
代
わ
っ
て
「
古
代
の
中
国
」
が
西
洋
の

美
術
愛
好
家
の
心
を
捉
え
た
と
フ
ォ
シ
ヨ
ン
は
証
言
す
る
の
で

あ
る
。

　

同
種
の
証
言
は
、
美
術
愛
好
家
で
知
ら
れ
た
レ
イ
モ
ン
・
コ
ク
ラ

ン
が
一
九
三
〇
年
に
書
い
た
『
あ
る
老
い
た
極
東
美
術
愛
好
家
の
思

い
出
』
に
も
登
場
す
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
終

息
し
、
代
わ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
蒐
集
家
は
中
国
古
美
術
へ
向
か
っ

た
と
証
言
す
る
コ
ク
ラ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
こ
の
現
象
を
説
明
し
て

い
る
。

　
　

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
中
国
へ
の
関
心
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
美
学
的
展

開
に
対
応
し
て
い
た
。
日
本
趣
味
は
印
象
派
の
時
代
に
呼
応
し

て
い
た
が
、（
…
）
優
美
さ
の
後
に
力
強
さ
が
復
権
し
た
の
で

あ
る
。
モ
ネ
の
後
に
セ
ザ
ン
ヌ
と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
登
場
し
た
よ

う
に
、（
…
）
高
貴
で
雄
大
な
古
代
中
国
が
日
本
を
凌
駕
す
る

の
は
運
命
で
あ
っ
〉
6
〈

た
。

コ
ク
ラ
ン
は
続
け
て
、
漢
代
の
古
美
術
を
蒐
集
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
近

代
美
術
と
共
に
展
示
し
た
と
い
う
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
オ
や
、「
日

本
美
術
は
嫌
悪
を
催
す
」
と
公
言
し
て
簡
素
な
室
内
に
中
国
の
古
美

術
の
み
を
飾
っ
た
と
い
う
ミ
シ
ェ
ル
・
カ
ル
マ
ン
ら
新
し
い
タ
イ
プ

の
蒐
集
家
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

フ
ォ
シ
ヨ
ン
と
コ
ク
ラ
ン
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
界
は
、「
秩
序
へ
の
回

帰
」
な
い
し
「
伝
統
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
風
潮
の
な
か
で
、
古
代
的

な
も
の
、
古
典
的
な
も
の
を
再
評
価
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
一
九
一

四
〜
一
九
一
八
年
の
五
年
に
わ
た
る
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
、

急
進
的
な
近
代
化
へ
の
反
動
と
愛
国
的
心
情
か
ら
伝
統
と
古
典
が
愛

好
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
前
衛
の
代
表
と
さ
れ
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
画

家
が
戦
後
は
一
転
し
て
具
象
的
で
写
実
的
な
人
物
画
や
風
景
画
を
描

く
よ
う
に
変
貌
し
た
り
、
流
麗
で
軽
や
か
な
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
が

幾
何
学
的
で
堅
牢
な
ア
ー
ル
・
デ
コ
へ
と
変
容
し
た
り
す
る
な
ど
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
と
趣
味
は
一
大
変
革
期
を
経
験
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
西
洋
の
美
学
的
変
化
の
中
で
、
中
国
の
古
美
術
が
美
術
愛
好

家
の
眼
に
止
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
西
洋
の
新

し
い
審
美
眼
に
よ
っ
て
、
古
代
中
国
の
古
美
術
の
魅
力
が
新
た
に

「
発
見
」
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

住
友
春
翠
の
眼
も
、
細
川
護
立
の
眼
も
、
危
険
を
恐
れ
ず
に
い
え

ば
、
二
〇
世
紀
西
洋
の
新
た
な
眼
に
通
じ
て
い
た
。
例
え
ば
両
者
と

も
、
中
国
古
美
術
と
一
緒
に
西
洋
や
日
本
の
近
代
美
術
も
蒐
集
し
て
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い
る
。
春
翠
は
古
銅
器
蒐
集
を
開
始
す
る
一
八
九
〇
年
代
に
黒
田
清

輝
の
《
朝
妝
》
と
《
昔
語
り
》
を
購
入
し
、
さ
ら
に
、
一
八
九
七
年

に
は
八
カ
月
の
欧
米
視
察
旅
行
で
各
都
市
の
有
名
美
術
館
を
見
学

し
、
パ
リ
で
は
二
点
の
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の
作
品
を
購
入
し
さ
え
し

て
い
た
。
近
代
美
術
（
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
）
を
蒐
集
す
る
の
と
同
じ
感

性
で
、
古
銅
器
蒐
集
を
開
始
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ

け
春
翠
の
近
代
美
術
品
の
蒐
集
で
注
目
す
べ
き
は
、
一
九
一
七
年
に

購
入
さ
れ
た
板
谷
波
山
の
大
作
《
葆
光
彩
磁
珍
果
文
花
瓶
》（
図

4
）
だ
ろ
〉
7
〈

う
。
こ
の
頃
、
波
山
は
「
新
古
典
派
」
と
称
さ
れ
、
ア
ー

ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
や
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
モ
ダ
ン
な
様
式
を
軸
に
し
つ

つ
、
古
作
に
学
ん
だ
「
東
洋
風
」
の
意
匠
を
積
極
的
に
作
品
に
取
り

入
れ
て
、
新
し
い
感
覚
の
古
典
的
作
品
と
い
う
撞
着
的
か
つ
折
衷
的

な
作
品
を
創
造
し
て
い
た
。
古
典
的
な
も
の
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
も

の
を
評
価
す
る
近
代
的
か
つ
西
洋
的
な
眼
差
し
を
共
有
し
て
い
た
が

ゆ
え
に
、
春
翠
は
こ
う
し
た
作
品
を
高
く
評
価
し
、
さ
ら
に
は
、
古

代
中
国
の
古
銅
器
に
新
た
な
美
的
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
細
川
護
立
も
ま
た
、
青
年
の
頃
か
ら
東
西
の
近
代
美
術
に

関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
ま
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ザ
ン
よ
ろ

し
く
浮
世
絵
版
画
に
興
味
を
持
ち
、
さ
ら
に
、
一
八
歳
の
時
に
は
、

ま
だ
誰
も
注
目
し
な
か
っ
た
若
き
横
山
大
観
や
菱
田
春
草
ら
「
五
浦

派
」
の
展
覧
会
を
見
る
た
め
に
水
戸
ま
で
足
を
運
び
、
そ
の
場
で

「
大
人
買
い
」
を
し
て
い
る
（
こ
の
展
覧
会
で
の
唯
一
の
買
い
手
で

あ
っ
た
）。
そ
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
中
国
の
古
美
術
に

強
く
惹
か
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
期
の
彼
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
梅
原
龍
三
郎
の
《
紫
禁
城
》

（
一
九
四
〇
年
）
と
安
井
曾
太
郎
《
承
徳
の
喇
嘛
廟
》（
一
九
三
七

年
、
図
5
）
な
ど
の
中
国
を
描
い
た
洋
画
を
入
手
し
て
い
る
事
実
で

あ
る
。
西
洋
の
い
わ
ゆ
る
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
系
譜
に
な
る

こ
れ
ら
の
作
品
を
愛
で
た
護
立
の
眼
差
し
は
、
良
い
意
味
で
も
悪
い

意
味
で
も
「
標
準
的
な
」
世
界
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
西

洋
の
蒐
集
家
と
同
じ
く
、
モ
ダ
ン
な
新
し
さ
と
古
典
趣
味
と
が
奇
妙

に
共
存
す
る
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
際
立
っ
て
い
る
。
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古
美
術
品
の
欧
米
へ
の
「
流
出
」

　

一
九
二
〇
年
代
に
欧
米
の
美
術
愛
好
家
の
関
心
が
中
国
古
美
術
へ

と
向
か
っ
た
の
は
、
た
だ
彼
ら
の
近
代
的
な
美
意
識
が
変
化
し
た
か

ら
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
、
彼
ら
欧
米
の
新
し
い
古
代
趣
味
に

応
え
る
に
十
分
な
古
代
中
国
の
美
術
が
、
文
字
通
り
、
次
々
と
「
発

見
」
さ
れ
て
い
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
細
川
護
立
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

あ
る
よ
う
に
、「
そ
れ
ま
で
（
…
）
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
」
古
美

術
品
が
続
々
と
美
術
市
場
に
出
現
し
、
蒐
集
家
た
ち
は
競
い
合
う
よ

う
に
我
先
に
と
獲
得
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
美
術
市
場
に
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
古
美
術
が
突
如
と
し

て
欧
米
に
出
現
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
（
こ
こ
で
は
主
に
古
銅
器
を

中
心
に
叙
述
し
よ
〉
8
〈

う
）。
ひ
と
つ
は
中
国
の
政
変
で
、
一
八
九
九
年

の
義
和
団
事
件
、
さ
ら
に
一
九
一
二
年
の
辛
亥
革
命
に
よ
り
、
政
府

高
官
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
名
品
が
流
出
し
、
欧
米
の
美
術
市
場
へ

と
流
れ
て
い
っ
た
。
一
八
九
八
年
か
ら
古
銅
器
蒐
集
を
開
始
し
た
住

友
は
日
本
の
美
術
商
か
ら
購
入
し
て
い
る
が
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一

部
に
は
義
和
団
の
混
乱
で
流
出
し
た
中
国
の
伝
世
品
が
混
じ
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

一
九
一
二
年
の
革
命
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け

て
、
欧
米
へ
の
大
量
の
名
品
流
出
へ
と
直
結
し
た
。
当
時
、
ア
メ
リ

カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
日
本
東
洋
部
門
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
な
っ

て
い
た
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
は
、
流
出
品
を
目
当
て
に
、
美
術
館
の
命

を
得
て
、
一
カ
月
間
北
京
で
美
術
蒐
集
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

琉
璃
廠
（
骨
董
街
）
の
複
数
の
古
美
術
店
に
お
い
て
、
散
在
し
た
盛

伯
熈
の
青
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
入
手
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
五
月
一
六
日
付
け
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
関
係
者
に
宛
て
た
書
簡

に
、
岡
倉
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
古
代
青
銅
器
は
三
五
点
ほ
ど
手
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に
入
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
内
一
〇
点
は
名
高
い
盛
伯
煕
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
（
…
）
さ
ら
に
二
点
が
清
帝
室
の
蒐
集
品
で
し
た
。
こ
の
購
入

品
に
よ
っ
て
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
は
欧
米
で
最
も
優
れ
た
青
銅
器
蒐
集

を
確
立
で
き
る
だ
ろ
う
。
端
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
大
阪
の
住
友
男
爵

の
蒐
集
を
除
け
ば
、
い
か
な
る
も
の
も
恐
れ
る
に
足
り
ま
せ
〉
9
〈

ん
」。

　

先
述
の
通
り
、
住
友
は
一
九
一
一
年
に
は
最
初
の
図
録
を
刊
行

し
、
そ
の
名
が
世
界
に
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
住
友
も
、
革
命
期
に

は
清
朝
の
収
蔵
家
・
陳
介
祺
が
所
蔵
す
る
「
十
鐘
」
を
入
手
す
る
こ

と
に
成
功
し
、
一
九
二
三
年
に
『
泉
屋
清
賞
』
と
は
別
に
図
録
『
陳

氏
旧
蔵
十
鐘
』
を
編
ん
で
い
〉
10
〈
る
。

　

岡
倉
が
触
れ
る
「
端
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
は
、
清
朝
の
最
も
名

高
い
コ
レ
ク
タ
ー
に
し
て
革
命
期
に
暗
殺
さ
れ
た
政
府
高
官
・
端
方

が
残
し
た
蒐
集
品
で
、
そ
の
流
出
が
愛
好
家
た
ち
に
待
望
さ
れ
て
い

た
。
彼
の
古
銅
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
図
録
『
陶
齋
吉
金
録
』（
一
九

〇
八
年
）
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
結
局
、
岡
倉
は
端
方
か

ら
の
流
出
品
の
入
手
は
失
敗
し
て
い
る
。
成
功
し
た
の
は
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ラ
ン
グ
・
フ
リ
ア
（
一
八
五
六

－

一
九
一
九
）
で
、
彼
は
一
九

一
〇
年
代
に
五
八
点
の
青
銅
器
を
入
手
し
、
北
米
で
の
青
銅
器
蒐
集

の
先
鞭
を
つ
け
た
。
た
だ
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
端
方
が
所

有
し
て
い
た
古
青
銅
器
の
白
眉
《
柉
禁
》（
一
九
〇
一
年
に
陝
西
省

宝
鶏
県
闘
鶏
台
で
出
土
）
は
、
経
路
は
今
な
お
不
明
だ
が
、
一
九
二

四
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
収
ま
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
流
出
品
は
、
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
画
商
に

よ
っ
て
、
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
、
中
国
か

ら
欧
米
へ
、
そ
し
て
日
本
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
ん
な
画
商
の
一

人
が
冒
頭
で
紹
介
し
た
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
だ
っ
た
。
ル
ー
に
つ
い
て
は

近
年
欧
米
で
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
、
日
本
で
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い

な
〉
11
〈

い
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
パ
リ
に
宮
殿
の
よ
う
な
店
舗
を
構
え
、

中
国
古
美
術
の
名
品
中
の
名
品
を
扱
う
画
商
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い

た
。
ル
ー
と
は
対
照
的
に
、
日
本
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
山
中

商
会
で
あ
ろ
う
。
北
米
を
中
心
に
成
功
し
た
山
中
商
会
も
、
辛
亥
革

命
期
の
一
九
一
二
年
に
恭
親
王
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
括
購
入
し
、

翌
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド
ン
で
競
売
会
を
開
い
て
成
功
を
収

め
、
国
際
的
に
知
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
は
端
方

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
扱
う
競
売
会
も
催
し
て
い
〉
12
〈
る
。
こ
う
し
た
国
際
的

な
美
術
商
を
介
し
て
、
欧
米
、
そ
し
て
日
本
の
蒐
集
家
と
美
術
館
は

ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
古
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

ア
ジ
ア
考
古
学
ル
ネ
サ
ン
ス

　

美
術
市
場
に
中
国
の
古
美
術
が
出
現
し
た
理
由
と
し
て
、
も
う
ひ

と
つ
、
中
国
考
古
学
の
発
展
と
発
掘
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
〇

世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
た
な
古
代
美
術
趣
味
の
背
景
に
は
、「
中
国

考
古
学
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
も
い
う
べ
き
近
代
考
古
学
の
発
展
と
流
行
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が
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
数
万
点
に
の
ぼ
る
古
い
経
典
や
古
文
書
の
類
が
一
九
〇

〇
年
に
「
発
見
」
さ
れ
た
敦
煌
の
莫
高
窟
の
事
例
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。
発
見
し
た
の
は
中
国
の
道
士
・
王
円
籙
と
言
わ
れ
る

が
、
そ
れ
を
一
九
〇
七
年
に
英
国
の
イ
ン
ド
考
古
学
調
査
局
の
オ
ー

レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
が
、
次
い
で
一
九
〇
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー

ル
・
ペ
リ
オ
が
大
量
に
買
い
取
り
、
貴
重
な
古
文
書
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

へ
と
流
出
し
た
（
日
本
か
ら
も
一
九
一
一
年
に
大
谷
探
検
隊
が
敦
煌

入
り
、
数
々
の
遺
物
を
招
来
し
て
い
る
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
一
八
世
紀
以
来
、
中
国
学
（
シ
ノ
ロ
ジ
ー
）
の

学
問
的
伝
統
が
あ
り
、
中
国
古
代
の
漢
籍
の
文
献
学
的
研
究
は
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
ま
た
、
美
術
工
芸
の
分
野
で
も
一
八
世
紀

に
は
清
朝
の
工
芸
品
を
愛
好
す
る
「
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
」
趣
味
の
流
行

が
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
〇
世

紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
国
学
は
基
本
的
に
机
上
の
文
献
学
で
あ

り
、
中
国
学
者
が
中
国
本
土
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
に
し
て
も
、
同
時
代
の
中
国
が
生
産
し
た
輸
出

工
芸
品
を
蒐
集
し
て
愛
で
る
の
み
で
、
古
美
術
へ
と
関
心
が
向
け
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
一
九
世
紀
末
に
一
変
す

る
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
や
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
な
ど
の

若
い
新
た
な
世
代
の
中
国
学
者
は
（
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
の
世

界
情
勢
の
渦
中
で
）
積
極
的
に
中
国
本
土
に
足
を
踏
み
入
れ
て

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
考
古
学
的
に
（
あ
る
い
は
民
族
学

的
、
美
術
史
的
に
）
中
国
各
地
の
史
跡
と
遺
跡
を
踏
査
し
た
。
そ
し

て
、
次
々
と
歴
史
的
・
考
古
学
的
遺
物
を
入
手
し
て
は
、
自
国
へ
と

持
ち
帰
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
伝
統
的
な
机
上
の
文
献
学
と

シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
が
過
去
の
も
の
と
化
し
、
新
た
に
近
代
的
考
古
学
の

知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
古
美
術
品
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
欧
米
の
美
術
館
と
美
術
愛
好
家
の
蒐
集
の
対
象
と
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
っ
〉
13
〈

た
。

　

先
に
触
れ
た
西
周
時
代
の
二
〇
器
か
ら
な
る
《
柉
禁
》
も
、
元
は

と
い
え
ば
一
九
〇
一
年
に
陝
西
省
宝
鶏
県
闘
鶏
台
で
発
掘
さ
れ
、
端

方
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
に
は
汴

下
洛
陽
間
の
鉄
道
敷
設
工
事
に
際
し
て
土
中
か
ら
大
量
の
唐
三
彩
が

発
見
さ
れ
、
古
陶
の
発
掘
と
盗
掘
も
一
気
に
加
速
し
た
。
王
宮
や
政

府
高
官
か
ら
流
れ
た
伝
世
の
陶
磁
器
だ
け
で
は
な
く
、「
生
坑
」（
新

出
）
の
焼
物
も
こ
の
頃
か
ら
美
術
市
場
に
出
現
し
、
愛
好
家
の
注
目

を
引
き
は
じ
め
た
。
欧
米
（
そ
し
て
日
本
）
の
考
古
学
者
た
ち
は
組

織
的
な
考
古
学
調
査
を
次
々
と
企
図
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
よ
ろ
し
く
、
未
だ
見
ぬ
古
代
の
名
品
を
探
し
求
め
た
の
だ
っ

た
。
欧
米
へ
の
売
却
を
期
待
し
て
、
違
法
な
盗
掘
行
為
が
横
行
し
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
世
界
各
地
で
新
た
な
発
掘
ブ
ー
ム
の
時
代
が

到
来
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
一
八
世
紀
か
ら
発

掘
と
盗
掘
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
エ
ジ
プ
ト
で
も
、
二
〇
世
紀
に

入
っ
て
さ
ら
に
近
代
的
な
考
古
学
調
査
が
行
わ
れ
、
一
九
一
二
年
に
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は
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
ハ
ル
ト
が
ナ
イ
ル

河
畔
ア
マ
ル
ナ
で
美
し
い
ネ
フ
ェ
ル
テ
ィ
テ
ィ
の
胸
像
を
発
掘
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
（
現
在
、
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
新
博
物
館
所
蔵
）。

ま
た
、
つ
と
に
知
ら
れ
る
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
王
の
黄
金
の
マ
ス
ク
が

奇
跡
的
に
発
掘
さ
れ
た
の
は
一
九
二
二
年
の
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
考

古
学
者
ハ
ワ
ー
ド
・
カ
ー
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
大
局
的

に
み
れ
ば
、
中
国
で
展
開
さ
れ
た
欧
米
や
日
本
の
主
導
に
よ
る
考
古

学
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ン
ド
、
東
ア
ジ
ア
、
そ
し
て

東
南
ア
ジ
ア
を
包
括
す
る
世
界
的
な
古
代
文
明
発
掘
ブ
ー
ム
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
中
国
は
そ
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
│
│
さ
ら
に
言

え
ば
、
こ
の
流
れ
は
日
本
考
古
学
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
（
例

え
ば
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
古
瀬
戸
の
古
陶
発
掘
ブ
ー
ム

な
〉
14
〈
ど
）。
本
国
の
中
国
人
研
究
者
に
よ
る
発
掘
が
本
格
的
に
開
始
さ

れ
る
の
は
一
九
二
五
年
以
後
の
こ
と
で
│
│
一
九
二
八
年
に
中
央
歴

史
語
言
研
究
所
の
董
作
賓
、
李
済
ら
の
指
揮
に
よ
る
安
陽
の
殷
墟
の

発
掘
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
│
│
、
そ
れ
ま
で
は
欧
米
の
考
古
学
的

調
査
と
そ
れ
に
纏
わ
る
盗
掘
行
為
に
よ
っ
て
、
無
数
の
考
古
学
的
遺

物
が
世
界
中
に
流
出
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

青
銅
器
へ
話
題
を
戻
そ
う
。
一
九
二
〇
年
頃
ま
で
に
形
成
さ
れ
た

住
友
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
に

蒐
集
さ
れ
た
青
銅
器
の
源
泉
は
、
中
国
と
日
本
の
伝
世
品
と
中
国
の

政
変
に
よ
る
宮
廷
周
辺
か
ら
の
流
出
物
で
あ
り
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

中
心
は
野
性
味
溢
れ
る
大
胆
な
装
飾
を
有
す
る
商（
殷
）か
ら
周
時
代

に
か
け
て
の
古
銅
器
で
あ
る
（
図
3
）。
こ
う
し
た
状
況
が
一
九
二

〇
年
代
以
降
の
考
古
学
的
発
掘
品
に
よ
っ
て
大
き
く
様
変
わ
り
す

る
。
そ
の
契
機
は
ま
ず
一
九
二
三
年
の
山
西
省
李
峪
村
で
行
わ
れ
た

古
墓
の
発
掘
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
た
村
の
断

崖
が
崩
壊
し
、
そ
こ
か
ら
春
秋
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
数

十
の
青
銅
器
が
出
土
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ァ
ニ
エ

ク
が
い
ち
早
く
入
手
し
、
フ
ラ
ン
ス
へ
と
持
ち
帰
っ
た
。
戦
国
時
代

の
青
銅
器
は
、
従
来
の
蒐
集
対
象
だ
っ
た
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
装
飾
の

商
周
古
銅
器
と
は
異
な
り
、
繊
細
な
象
嵌
が
施
さ
れ
た
優
雅
な
装
飾

性
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
「
見
た
こ
と
の
な
い
」装
飾
の
ク
オ
リ
テ
ィ

に
欧
米
の
蒐
集
家
と
研
究
者
は
た
ち
ま
ち
魅
了
さ
れ
た
（
図
6
）。
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こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、「
伝
世
」
の
青
銅
器
に
加
え
て
、「
生
坑
」

の
出
土
品
に
蒐
集
家
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

新
た
に
流
通
し
始
め
た
青
銅
器
へ
の
熱
狂
が
決
定
的
に
な
る
の
が

一
九
二
八
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
河
南
省
洛
陽
の
金
村
に
お
い
て
多

数
の
墳
墓
群
が
発
見
さ
れ
る
が
、
広
大
な
墳
墓
ゆ
え
に
管
理
が
行
き

届
か
ず
、
十
数
基
の
墳
墓
が
盗
掘
対
象
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
出
土

し
た
青
銅
器
も
戦
国
時
代
の
も
の
で
装
飾
が
精
緻
で
美
し
く
、
金
銀

象
嵌
な
ど
多
様
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
〉
15
〈

た
。

　

金
村
出
土
の
青
銅
器
に
は
、
日
本
の
骨
董
商
も
関
わ
っ
て
お
り
、

翌
年
の
一
九
二
九
年
に
は
細
川
護
立
が
《
金
銀
錯
狩
猟
文
鏡
》（
図

7
）
と
《
銀
人
立
像
》、《
銀
製
刻
文
杯
》
な
ど
を
ま
と
め
て
購
入
し

て
い
る
。
購
入
先
は
古
美
術
商
・
壺
中
居
で
、
先
に
紹
介
し
た
後
年

の
鼎
談
で
店
主
の
廣
田
煕
は
「
金
村
か
ら
ま
と
め
て
出
た
ん
で
す

が
、
手
前
ど
も
の
西
山
が
北
京
か
ら
仕
入
れ
て
来
ま
し
て
、
そ
れ
を

す
ぐ
に
お
買
い
い
た
だ
い
た
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
細
川
護
立
は
、
次
の
よ
う
に
言
葉
を
続
け
て
い
る
。

　
　

金
村
の
発
掘
は
考
古
学
上
、
大
き
な
光
明
で
、（
…
）
ず
い
ぶ

ん
前
か
ら
盗
掘
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
が
、
大
き
な
墓
な

の
で
中
々
掘
り
つ
く
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
番
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
物
が
偶
然
来
た
ん
で
す
ね
。
大
体
は
鏡
の
い
い
も

の
、
銅
器
な
ど
は
関
西
に
落
ち
込
む
も
の
で
、
住
友
さ
ん
と
か

白
鶴
に
在
る
も
の
で
す
ね
。
白
鶴
の
前
の
ご
主
人
が
「
逢
坂
山

の
東
に
鏡
の
い
い
物
は
一
枚
も
な
い
」
と
云
っ
て
い
た
ん
で
す

よ
。
そ
れ
が
偶
然
に
関
西
の
網
を
逃
れ
て
入
っ
て
来
た
ん
で
す

よ
。
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
鏡
で
す
よ
。
僕
は
考
え

な
い
で
買
っ
た
ん
で
〉
16
〈

す
。

こ
こ
で
も
ま
た
護
立
は
「
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
」
古
美

術
を
何
も
「
考
え
な
い
で
買
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私

た
ち
は
も
は
や
、
彼
が
た
だ
優
れ
た
審
美
眼
を
持
っ
て
い
た
だ
け
で

な
い
こ
と
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
護

立
は
三
年
前
に
パ
リ
で
《
金
彩
鳥
獣
雲
文
銅
盤
》
を
入
手
し
て
お

り
、
繊
細
な
象
嵌
装
飾
の
施
さ
れ
た
古
銅
器
の
作
例
に
は
通
じ
て
い
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た
。
ま
た
、
中
国
本
土
で
発
掘
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
美
術
的
価
値
の

高
い
生
坑
の
遺
物
が
美
術
市
場
に
出
現
す
る
こ
と
も
熟
知
し
て
い

た
。
た
と
え
「
見
た
こ
と
」
が
な
く
と
も
、
即
決
で
購
入
を
決
断
す

る
こ
と
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
（
無
論
、
資
金
が
あ

れ
ば
、
の
話
で
は
あ
る
が
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
も
二
〇
年
が
過
ぎ
る
と
、「
ア
ジ
ア

考
古
学
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
迎
え
、
発
掘
さ
れ
た
「
新
た
な
古
美
術

品
」
が
欧
米
と
日
本
の
美
術
愛
好
家
や
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

加
わ
り
、
中
国
古
美
術
の
「
名
品
」
の
様
相
が
従
来
と
は
大
き
く
変

容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
中
国
古
美
術
愛
好
と
研
究
の「
後
れ
」

　

前
節
の
細
川
護
立
の
言
葉
は
、
ほ
か
に
も
興
味
深
い
当
時
の
状
況

を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
彼
が
「
大
体
は
鏡
の
い
い
も
の
、
銅
器
な
ど

は
関
西
に
」
売
ら
れ
「
住
友
さ
ん
と
か
白
鶴
に
在
る
」
と
語
る
よ
う

に
、
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
に
は
、
日
本
で
も
市
場
に
出

た
中
国
古
美
術
の
争
奪
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
護
立
は
パ
リ
ま
で
足
を
運
び
、
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
ン
ド
ン
で
名
品

を
見
つ
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
箇
所
、
先
の
鼎
談
か
ら
細
川
護
立
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
た
い
。
一
九
二
六
年
に
パ
リ
で

《
金
彩
鳥
獣
雲
文
銅
盤
》
を
購
入
し
た
細
川
は
、
そ
の
二
年
後
に
、

同
じ
く
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
か
ら
古
美
術
品
を
購
入
し
て
い
る
。
唐
三
彩

の
焼
物
《
三
彩
宝
相
華
文
三
足
盤
》（
図
8
、
径
三
七
・
六
セ
ン
チ
）

と
《
三
彩
花
弁
文
盤
》（
径
三
五
・
八
セ
ン
チ
、
い
ず
れ
も
現
在
重
要

文
化
財
に
指
定
）
で
あ
る
。
購
入
の
経
緯
を
護
立
は
こ
う
伝
え
て

い
る
。
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〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
〕
ユ
ー
モ
ル
の
〔
中
国
古
陶
磁
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
〕
を
見
に
行
っ
た
時
に
こ
ん
な
大
き
な
の
は
世
界
に
一
つ
し

か
な
い
と
云
っ
て
得
意
が
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。（
…
）
そ
れ

か
ら
、
二
年
た
っ
て
、
上
海
か
ら
ル
ー
氏
が
手
紙
を
呉
れ
た
ん

だ
。
あ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
出
た
と
云
っ
て
。（
…
）
ホ

テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
関
野
貞
さ
ん
と
奥
田
さ
ん
と
三
人
で
見
ま
し

て
、
そ
の
時
に
あ
の
浅
い
盤
と
字
の
あ
る
戈
を
買
っ
た
ん

で
〉
17
〈

す
。

件
の
三
彩
が
ど
こ
か
ら
出
た
の
か
、
つ
ま
り
発
掘
品
な
の
か
伝
世
品

な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
は
中
国
で
入
手
し
、

お
そ
ら
く
は
真
っ
先
に
細
川
護
立
に
購
入
を
打
診
し
た
の
だ
ろ
う
。

一
九
二
六
年
の
パ
リ
で
護
立
は
ル
ー
の
店
先
で
無
造
作
に
置
か
れ
て

い
た
《
三
彩
獅
子
》
を
同
時
に
購
入
し
て
お
り
、
そ
の
時
に
ル
ー
に

大
皿
も
欲
し
い
と
か
何
と
か
、
会
話
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

会
話
に
出
て
く
る
「
ユ
ー
モ
ル
」
と
は
、
当
時
、
世
界
有
数
の
中

国
古
陶
磁
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
モ

ル
フ
ォ
ポ
ウ
ロ
ス
で
、
欧
州
滞
在
時
に
護
立
は
彼
の
邸
宅
を
訪
れ
、

陶
磁
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
実
見
し
て
い
た
。
今
で
こ
そ
日
本
の
美
術

館
も
蒐
集
家
も
宋
時
代
に
遡
る
古
陶
磁
の
名
品
を
所
有
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
招
来
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
一
九
三
〇
年
代

以
後
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
に
は
、
日
本
の
茶
人
が
愛
好
し
た
茶
入

や
天
目
、
少
数
の
青
磁
が
蒐
集
さ
れ
伝
世
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
、
ユ
ー
モ
ル
フ
ォ
ポ
ウ
ロ
ス
等
の
欧
米
の
蒐
集
家
は
、
漢

代
か
ら
清
へ
と
至
る
陶
磁
器
の
編
年
的
か
つ
体
系
的
な
蒐
集
に
重
き

を
置
い
て
お
り
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
眼
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

作
品
が
欧
米
へ
と
ど
ん
ど
ん
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
中
国
古
美
術
の
専
門
家
と
目
さ
れ
て
い
た
帝
国
大
学
の
美

術
史
家
・
瀧
精
一
で
す
ら
、
一
九
二
二
年
に
「〔
中
国
の
〕
焼
物
の

こ
と
に
つ
い
て
私
の
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
近
頃
」
だ
と
告
白

し
て
い
〉
18
〈

る
。
こ
の
言
葉
は
一
九
二
一
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
張
の
報
告

会
で
出
た
も
の
で
、「
今
度
西
洋
に
行
っ
て
更
に
〔
焼
物
へ
の
〕
趣

味
を
増
し
た
」
と
続
〉
19
〈

く
。
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
中
国
古

陶
磁
の
関
心
の
変
化
を
端
的
に
示
す
興
味
深
い
報
告
な
の
で
、
紙
面

を
割
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

瀧
精
一
は
一
九
二
一
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
美
術
史
会
議

に
出
席
す
る
た
め
に
二
度
目
の
渡
欧
を
し
た
が
、
会
議
も
そ
こ
そ
こ

に
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
古
美
術
蒐
集
家
を
訪
問
し
た
。
前

記
の
と
お
り
、
中
国
の
政
変
後
に
大
量
の
古
美
術
品
が
欧
米
へ
流
出

し
、
蒐
集
家
の
手
に
渡
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
瀧
は
言
う
。「
私

が
今
度
英
仏
両
国
で
新
た
に
見
て
興
味
を
感
じ
た
東
洋
物
は
主
に
支

那
の
も
の
で
あ
る
。（
…
）
な
お
今
回
私
が
特
別
に
興
味
を
も
っ
て

見
た
の
は
支
那
の
古
い
焼
物
で
あ
る
。
支
那
の
古
い
焼
物
に
は
実
に

驚
く
べ
き
珍
品
が
沢
山
あ
る
。（
…
）
此
十
数
年
来
西
洋
人
は
に
わ

か
に
古
い
支
那
の
焼
物
の
蒐
集
を
努
め
て
、
古
く
は
漢
か
ら
唐
宋
元

あ
た
り
の
も
の
を
買
い
集
め
た
の
で
あ
る
」。
中
で
も
、「
倫
敦
で
有

名
な
綿
商
の
ユ
ー
モ
フ
ォ
プ
ロ
ス
氏
の
家
で
見
た
の
が
一
番
著
し
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い
。
こ
の
人
の
焼
物
の
蒐
集
は
今
や
世
界
に
響
い
て
い
る
」。
彼
も

ま
た
、
ユ
ー
モ
ル
フ
ォ
ポ
ウ
ロ
ス
の
陶
磁
器
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
実
見

し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
陶
磁
器
へ
の
見
識
を
新
た
に
し
、
日

本
人
に
警
告
を
発
す
る
。

　
　

そ
も
そ
も
古
い
東
洋
の
焼
物
と
い
え
ば
ど
う
し
て
も
宋
窯
が
一

番
豪
い
（
…
）。
で
あ
る
か
ら
し
て
東
洋
の
焼
物
の
研
究
を
す

る
に
は
宋
窯
を
十
分
に
調
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
る
に

そ
の
宋
窯
の
善
い
も
の
が
殊
に
多
く
西
洋
に
行
っ
て
居
る
。

（
…
）
思
う
に
日
本
人
は
従
来
支
那
の
古
美
術
に
対
し
て
狭
い

見
識
を
以
て
居
た
。（
…
）
足
利
時
代
の
君
台
観
左
右
帳
記
が

土
台
と
な
り
、
下
っ
て
は
江
戸
時
代
の
名
物
記
を
鑑
識
の
標
準

と
す
る
茶
人
者
流
の
見
方
は
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
偏
狭
の

見
識
を
持
つ
の
が
習
で
あ
る
。
焼
物
で
い
う
と
、
青
磁
、
茶

入
、
天
目
が
何
よ
り
有
難
い
支
那
の
も
の
と
な
っ
て
居
る
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
（
…
）
支
那
の
主
要
な
る
焼
物
と
し
て
豪
い

も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
茶
人
趣
味
の
側
か

ら
す
る
と
、
と
か
く
そ
う
い
う
も
の
を
の
み
尊
敬
し
て
〔
い

る
〕（
…
）。
そ
れ
が
た
め
に
近
年
支
那
か
ら
善
い
も
の
が
流
出

し
て
も
日
本
へ
は
来
な
い
。（
…
）
今
日
で
は
西
洋
人
の
集
め

た
よ
う
な
支
那
の
古
い
善
い
焼
物
の
標
本
を
日
本
に
お
い
て
集

め
よ
う
と
し
て
も
も
は
や
手
後
れ
の
気
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
日
本
人
が
支
那
陶
磁
器
の
研
究
に
対
し
て
従
来

の
狭
い
見
解
を
改
め
て
広
い
視
界
を
以
て
す
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ん
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（
…
）
将
来
我
々
は
東

洋
物
の
研
究
に
対
し
て
ま
す
ま
す
そ
の
材
料
標
本
を
（
…
）
世

界
的
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

後
発
先
進
と
い
う
べ
き
か
、
新
た
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
欧

米
の
蒐
集
家
に
対
し
、
日
本
は
大
き
く
後
れ
を
と
る
結
果
と
な
っ
て

い
た
。
専
門
家
の
瀧
で
す
ら
、
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
「
見
た
こ
と
も
な
い
」
古
美
術
品
を
購
入
し
た
住
友
春
翠
と
細
川

護
立
は
例
外
的
存
在
だ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
日
本
国
内
の
伝
統
的

な
価
値
観
に
縛
ら
れ
ず
、
欧
米
の
価
値
観
を
認
め
、
広
く
国
際
的
な

見
識
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
近
代
的
な
美
術
愛
好
家
だ
っ

た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
九
二
六
年
に
パ
リ
で
三
彩
獅

子
を
購
入
し
た
細
川
護
立
は
、
帰
国
後
に
「
美
術
ク
ラ
ブ
」
で
唐
三

彩
を
称
賛
し
た
ら
、
他
の
蒐
集
家
か
ら
「
墓
か
ら
出
た
も
の
を
飾
る

の
は
な
ん
だ
か
変
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
〉
20
〈

う
。
一
九
三
〇
年
頃

に
至
っ
て
も
日
本
は
こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
九
年
に
香
港
に
い
た
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
か
ら
唐
三
彩
の
購
入

を
持
ち
か
け
ら
れ
た
細
川
護
立
は
、
中
国
古
美
術
に
詳
し
い
帝
大
教

授
の
関
野
貞
と
東
洋
陶
磁
研
究
所
の
奥
田
誠
一
を
伴
っ
て
、
交
渉
の

場
に
向
か
っ
て
い
る
。
ま
た
一
九
二
六
年
の
パ
リ
で
も
、
考
古
学
者

の
梅
原
末
治
を
同
行
し
て
ル
ー
の
許
を
訪
れ
て
い
た
。
専
門
家
の
鑑

識
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
研

究
者
も
ま
た
、
発
掘
や
盗
掘
で
出
て
く
る
新
出
の
古
美
術
に
注
目
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し
、
い
ち
早
く
そ
れ
を
目
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一

九
二
六
年
か
ら
二
九
年
ま
で
欧
州
で
中
国
古
美
術
調
査
を
行
っ
た
梅

原
末
治
は
、
帰
国
後
の
一
九
三
二
年
に
調
査
成
果
と
し
て
『
欧
米
蒐

儲
支
那
古
銅
精
華
』
全
七
冊
を
刊
行
し
た
〉
21
〈

が
、
そ
こ
で
彼
は
自
ら
が

「
殆
ど
伝
世
し
て
い
な
い
そ
の
新
出
の
遺
品
に
古
銅
器
の
真
の
姿
の

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
感
興
を
新
た
に
」
し
た
と
告
白
し
、

日
本
の
愛
好
家
も
ま
た
伝
統
的
な
見
方
を
改
め
る
よ
う
促
し
た
。
伝

世
や
銘
文
の
み
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
欧
米
と
同
じ
よ
う
に
、

「
器
自
体
の
（
…
）
優
秀
」
さ
、「
器
の
鮮
や
か
な
る
古
色
」、「
奇
怪

な
る
図
紋
の
精
妙
」
な
ど
造
形
的
特
性
に
も
着
目
し
、
美
学
的
観
点

か
ら
も
蒐
集
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
の
だ
っ
た
。
伝
世
と
銘
文

を
何
よ
り
も
重
ん
じ
て
き
た
研
究
者
自
身
も
、
近
代
的
な
欧
米
の
美

学
に
出
会
い
、
大
き
く
そ
の
見
る
眼
を
変
更
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

さ
い
ご
に

　

さ
い
ご
に
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
的
な
事
柄
を
少
し
書
い
て
お
こ

う
。
私
は
西
洋
美
術
史
家
で
、
近
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
美
術
を
研
究
し

て
き
た
。
二
〇
年
程
前
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
し
、
パ
リ
で
中
国
美
術

を
見
初
め
、
ロ
ン
ド
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
中
国
の
古
美
術
に
魅
了

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
遅
ま
き
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
各
地
を
訪
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
へ
と
遠
回
り
を
し
、
中
国
へ
、
台
湾
へ
、

東
南
ア
ジ
ア
へ
と
足
を
向
け
た
の
だ
っ
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
に
感
動
し
た
後
に
宋
代
古
画
に
感
激
し
、
ア
ー
ル
・
ヌ

ヴ
ォ
ー
に
熱
を
入
れ
あ
げ
た
後
に
、
中
国
古
陶
磁
に
魅
了
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
本
稿
で
書
い
た
蒐
集
家
や
研
究
者
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
同

時
代
に
西
洋
美
術
研
究
か
ら
中
国
研
究
へ
と
転
じ
た
美
術
史
家
の
矢

代
幸
雄
や
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
シ
レ
ン
か
ら
、
な
ん
と
半
世
紀
以
上
も
後

れ
て
、
同
じ
よ
う
な
道
を
歩
ん
で
い
〉
22
〈

る
。
生
粋
の
中
国
学
者
や
中
国

美
術
史
家
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
邪
道
」
き
わ
ま
り
な
い
美
術
愛
好
家

に
し
て
、
研
究
者
だ
と
い
え
る
。

　

た
し
か
に
、
中
国
の
古
美
術
品
は
何
千
年
も
以
前
に
作
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
歴
史
と
伝
統
を
知
る
こ
と
な
く
理
解
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
、
本
稿
で
書
い
た
よ
う
に
、
そ
の
古
美
術
品
を
愛
好

し
、
作
品
を
研
究
す
る
眼
と
精
神
は
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
変
転
を

繰
り
返
し
、
近
代
そ
し
て
二
〇
世
紀
に
も
大
き
く
変
容
し
た
。（
さ

ら
に
戦
後
、
そ
し
て
今
日
の
新
た
な
る
考
古
学
的
発
見
に
よ
っ
て
、

大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
し
、
今
な
お
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
が
現
状

だ
。）
そ
の
意
味
で
、
古
美
術
品
は
、
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
出

現
す
る
と
き
は
、
つ
ね
に
「
新
し
い
」
美
術
品
と
し
て
ア
ナ
ク
ロ

ニ
ッ
ク
に
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
り
、
い
つ
も
新
し
い
感
性
と
知
性
に

よ
っ
て
、
愛
好
し
、
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る
の
だ
と

思
っ
て
い
る
。
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注〈
1
〉 
細
川
護
立
・
広
田
煕
・
磯
野
風
船
子
「
蒐
集
懐
旧
〜
鼎
談 

細

川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
聞
く
」『
陶
説
』
一
三
〇
号
、
一
九
五
六
年
一

月
号
、
一
三

－

二
二
頁
。「
エ
リ
セ
ー
フ
」
と
は
、
セ
ル
ゲ
イ
・
エ

リ
セ
エ
フ
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
留
学
の
経
験
が
あ
り
、
夏
目
漱
石

に
も
学
ん
だ
こ
と
も
あ
る
彼
は
、
日
本
留
学
の
後
、
母
国
ロ
シ
ア
に

帰
国
す
る
が
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
で
一
九
二
一
年
に
フ
ラ
ン

ス
に
亡
命
し
、
パ
リ
の
ギ
メ
美
術
館
や
東
洋
語
学
校
で
非
常
勤
の
職

に
就
い
て
い
た
。
一
九
三
二
年
に
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
日
本
文
学

講
座
教
授
に
就
任
し
、「
日
本
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
。
梅
原
末
治
に
つ
い
て
は
本
文
後
半
を
参
照
の
こ
と
。

〈
2
〉 

「
緒
言
」
飯
田
虎
蔵
編
『
泉
屋
清
賞
』（
古
銅
器
類
之
１
）、
住

友
家
、
一
九
一
一
年
。

〈
3
〉 

「
序
」
濱
田
耕
作
編
『
増
訂
泉
屋
清
賞
』（
彜
器
部
１
）、
一
九

二
一
年
。

〈
4
〉 

廣
川
守
「
青
銅
器
収
集
の
道
」『
住
友
春
翠
│
│
美
の
夢
は
終

わ
ら
な
い
』
泉
屋
博
古
館
、
二
〇
一
六
年
、
九
四
頁
。

〈
5
〉 H

enri Focillon, H
okousaï  (1914 ), 2 èm

e édition, Paris, 1925 , 
p. III.

〔　

〕
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
。

〈
6
〉 R

aym
ond K

oechlin, Souvenirs d’un vieil am
ateur d’art de 

l’Extrêm
e-O

rient , C
halon-sur-Saone, 1930 , p. 77 .

〈
7
〉 

こ
の
作
品
は
一
九
一
七
年
の
文
展
に
出
品
さ
れ
、
日
本
美
術
協

会
展
最
高
賞
「
金
牌
第
一
席
」
を
獲
得
し
た
。
春
翠
は
こ
の
作
品
を

一
八
〇
〇
円
（
一
八
〇
〜
三
六
〇
万
円
）
で
購
入
し
た
。

〈
8
〉 

二
〇
世
紀
中
国
の
古
美
術
品
流
出
に
つ
い
て
は
研
究
論
文
の
み

な
ら
ず
一
般
書
に
も
優
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
流
出
の

背
景
に
つ
い
て
は
概
観
す
る
に
と
ど
め
、
古
青
銅
器
に
関
し
て
の
み

細
か
く
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照

の
こ
と
。
堀
田
謹
吾
『
名
品
流
転
│
│
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
日
本
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
冨
田
昇
『
清
朝
秘
宝
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出

版
、
二
〇
〇
二
年
、
お
よ
び
朽
木
ゆ
り
子
『
ハ
イ
ス
・
オ
ブ
・
ヤ
マ

ナ
カ
』
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
、
な
ど
。

〈
9
〉 

堀
田
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。

〈
10
〉 

『
陳
氏
旧
蔵
十
鐘
』
國
華
社
、
一
九
二
三
年
。
解
説
は
濱
田
耕

作
、
拓
本
と
実
測
図
を
梅
原
末
治
が
担
当
し
て
い
る
。

〈
11
〉 

Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
が
詳
し
い
。Yuyou 

W
ang, The Loouvre from

 China: A Critical Study of C. T. Loo and 
the Fram

ing of Chinese Art in the U
nited States, 1915–1950 , A

 
dissertation presented to the faculty of the C

ollege of Fine A
rts 

of O
hio U

niversity, 2007 ; G
éraldine L

enain, M
onsieur Loo, le 

rom
an d’un m

archand d’art asiatique , É
ditions Philippe Picquier, 

2013 .

〈
12
〉 

山
中
商
会
に
つ
い
て
は
、
朽
木
ゆ
り
子
（
前
掲
書
）
な
ど
を
参

照
の
こ
と
。

〈
13
〉 

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
考
古
学
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。「
東
洋
美
術
史
学
の
起
源
に
お

け
る
歴
史
観
・
文
化
的
価
値
観
・
分
析
方
法
を
め
ぐ
る
日
本
と
欧
米

の
競
合
に
つ
い
て
（
総
合
的
検
討
）」『
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
人

文
学
科
論
集
』
四
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一

－

一
六
頁
。
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〈
14
〉 

古
瀬
戸
の
発
掘
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
著
を
参
照
の
こ
と
。

「「
似
セ
モ
ノ
（
偽
物
）」
と
「
写
し
」
の
価
値
転
換
│
│
昭
和
三
〇

年
代
の
「
永
仁
の
壺
」
事
件
と
荒
川
豊
蔵
作
《
随
縁
》
を
め
ぐ
っ

て
」『
茨
城
大
学
人
文
学
部
人
文
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
論

集
』
一
七
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
七

－

一
三
九
頁
、
お
よ
び
「
永

仁
の
壺
と
昭
和
の
陶
芸
史
│
│
ニ
セ
モ
ノ
か
ら
芸
術
史
を
再
考
す
る

試
み
」
稲
賀
繁
美
編
『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築
│
│

交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
、
二
〇
一
七
年
、

一
四
七

－

一
六
九
頁
。

〈
15
〉 

梅
原
末
治
編
『
洛
陽
金
村
古
墓
聚
英
』（
復
刻
版
）、
同
朋
舎
、

一
九
八
四
年
（
初
版
は
小
林
写
真
製
版
所
出
版
部
、
一
九
三
七
年
）。

〈
16
〉 

細
川
・
広
田
・
磯
野
、
前
掲
「
蒐
集
懐
旧
」
二
〇
頁
。

〈
17
〉 

同
右
、
一
九
頁
。
こ
の
と
き
、
細
川
護
立
は
同
時
に
「
漢
の
銅

の
車
」
と
「
隋
の
渡
金
の
押
出
仏
」
も
購
入
し
た
。

〈
18
〉 

瀧
精
一
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。「
日
本

の
東
洋
美
術
史
と
瀧
精
一
│
│
中
国
美
術
史
編
纂
を
め
ぐ
る
国
際

的
・
学
際
的
競
合
」
稲
賀
繁
美
編
『
東
洋
意
識
│
│
夢
想
と
現
実
の

あ
い
だ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
一

－

三
三
四
頁
。

〈
19
〉 

瀧
精
一
「
欧
米
に
於
け
る
東
洋
の
古
美
術
品
に
就
て
（
美
学
会

講
演
筆
記
）」『
國
華
』
三
八
三
号
、
一
九
二
二
年
。

〈
20
〉 

細
川
・
広
田
・
磯
野
、
前
掲
「
蒐
集
懐
旧
」
一
八
頁
。

〈
21
〉 

梅
原
末
治
編
『
欧
米
蒐
儲
支
那
古
銅
精
華
』
全
七
冊
、
山
中
商

会
、
一
九
三
二
年
。
ま
た
、
梅
原
が
欧
州
留
学
を
し
て
い
た
同
じ
時

期
、
澤
村
専
太
郎
も
パ
リ
に
い
た
。
一
九
二
三
年
に
文
部
省
在
外
研

究
員
と
し
て
中
国
に
渡
っ
た
彼
は
、
そ
の
後
に
渡
欧
、
パ
リ
で
東
洋

古
美
術
の
研
究
調
査
を
一
九
二
六
年
一
月
に
帰
朝
す
る
ま
で
行
っ

た
。
彼
の
目
的
は
、「
英
独
仏
所
在
の
中
央
ア
ジ
ヤ
発
見
絵
画
の
模

写
」
だ
っ
た
。

〈
22
〉 

矢
代
幸
雄
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。「
美

術
史
学
と
国
際
主
義
│
│
一
九
二
〇
年
代
の
美
術
史
家
の
国
際
的
成

功
と
そ
の
意
味
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
九
号
、
醍
醐
書
房
、
二

〇
〇
四
年
、
九
〇

－

九
五
頁
。


