
郎
世
寧
筆
｢
宙
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
七
一
五
年
､
ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
キ
-
ス
ト
教
布
教
の
為

中
国
に
派
遣
さ
れ
た
｡
そ
の
中
に
カ
ス
テ
ィ
-
オ
ー
ネ
　
(
一
六
八
八
～
一
七
六

六
)
､
中
国
名
は
郎
世
寧
)
　
が
い
た
｡
彼
は
､
そ
の
後
五
十
一
年
間
中
国
の
宮

廷
で
画
家
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
｡
彼
は
西
洋
の
画
風
か
ら
離
脱
し
た
が
､
そ

の
一
生
は
皇
帝
と
宮
廷
に
捧
げ
ら
れ
､
彼
の
作
品
は
｢
中
国
と
西
洋
の
絵
画
を

適
宜
集
め
て
混
合
さ
せ
た
も
の
｣
と
い
う
特
徴
を
持
っ
た
｡
彼
は
中
国
の
画
家

た
ち
に
西
洋
の
油
絵
画
法
や
明
暗
法
･
遠
近
法
な
ど
の
写
実
的
な
画
法
を
教
え

る
と
と
も
に
､
自
ら
は
中
国
の
画
法
を
取
り
入
れ
て
多
-
の
馬
の
絵
を
措
い
た
｡

最
も
代
表
的
な
馬
の
作
品
例
と
し
て
　
｢
百
駿
隣
｣
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
馬
に
施
さ

れ
た
陰
影
法
は
西
洋
画
法
に
由
来
す
る
が
､
統
一
的
な
光
源
を
意
識
し
た
も
の

で
は
な
く
､
そ
の
立
体
感
を
表
出
す
る
た
め
の
も
の
で
､
馬
の
姿
態
の
な
か
に

は
明
ら
か
に
中
国
の
馬
の
絵
の
伝
統
に
則
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ

の
よ
う
な
作
品
に
続
い
て
､
｢
八
駿
図
｣
'
｢
綿
雲
八
駿
図
｣
､
｢
十
駿
図
｣
な
ど

郎
世
寧
筆
｢
百
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

王

凱

の
馬
の
絵
を
作
り
出
し
た
｡
な
ぜ
郎
世
寧
の
絵
画
の
中
に
馬
と
い
う
モ
チ
ー
フ

が
頻
繁
に
出
現
し
た
の
か
｡
こ
れ
ほ
ど
た
-
さ
ん
の
馬
を
描
い
た
意
図
は
一
体

何
だ
ろ
う
か
｡
本
文
で
は
彼
の
措
い
た
｢
百
駿
図
｣
　
の
由
来
･
寓
意
や
画
風
に

つ
い
て
論
じ
た
い
｡

一
､
｢
百
駿
図
｣
　
の
絵
画
作
品
の
由
来

墨
彩
画
を
絹
本
に
描
-
技
術
は
､
シ
ル
ク
に
ド
-
サ
で
定
着
し
て
か
ら
､
表

に
制
作
し
'
半
透
明
の
水
溶
性
顔
料
と
豚
を
混
ぜ
て
使
う
と
'
描
い
た
も
の
が

絹
本
に
し
っ
か
り
貼
付
け
ら
れ
る
｡
こ
の
制
作
方
法
は
あ
ま
り
水
分
が
染
み
込

み
に
-
い
の
で
､
特
殊
な
絵
画
技
術
が
必
要
で
あ
る
｡
丹
青
と
墨
で
描
か
れ
た

シ
ル
ク
は
簡
単
に
色
が
剥
れ
落
ち
な
い
｡
郎
世
寧
は
こ
の
よ
う
な
技
法
を
使
い
､

皇
帝
に
献
上
す
る
と
い
う
目
的
で
百
頭
の
馬
の
絵
を
描
い
て
い
る
｡
さ
ら
に
､

墨
彩
で
絹
の
上
に
制
作
し
た
が
､
こ
の
方
法
で
描
-
こ
と
は
中
国
で
は
数
千
年

の
歴
史
が
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
材
料
が
使
わ
れ
た
こ
と
で
､
貴
重
な
芸
術
作

品
が
建
築
物
の
壁
画
よ
り
も
長
-
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
｡
郎
世
革
が
百

二
一
五



頭
の
馬
を
描
い
た
の
は
宛
正
皇
帝
の
五
〇
歳
の
誕
生
日
の
為
で
あ
っ
た
｡
そ
の

絵
の
制
作
の
為
､
彼
は
皇
族
の
歴
史
を
調
べ
､
清
朝
開
国
の
皇
帝
か
ら
宛
正
皇

帝
ま
で
皆
そ
れ
ぞ
れ
駿
馬
が
好
き
で
'
皇
帝
は
宮
廷
の
御
厩
の
全
て
の
馬
の
名

(
-
)

前
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
｡
薙
正
皇
帝
の
宮
殿
の
暢
春

l

･

l

I

園
に
専
用
の
馬
苑
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
は
何
十
頭
の
優
れ
た
馬
が
い
た
｡
円
明

園
に
も
数
百
頭
も
の
優
れ
た
馬
が
い
た
｡
満
民
族
の
人
々
は
も
と
も
と
騎
馬
民

族
で
､
属
に
対
す
る
知
識
が
豊
富
で
属
の
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
､
漢

民
族
が
字
を
読
め
る
こ
と
と
同
じ
-
ら
い
重
要
で
あ
っ
た
｡
満
民
族
の
女
性
は

食
事
の
支
度
を
す
る
こ
と
よ
り
も
馬
の
こ
と
が
よ
-
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
｡
清
帝
国
は
一
六
四
四
年
か
ら
中
原
南
楚
を
統
一
し
支
配
し
た
｡

そ
の
周
り
は
東
南
に
海
が
あ
る
他
､
西
北
は
ほ
と
ん
ど
遊
牧
民
の
国
で
あ
っ
た
｡

時
々
そ
の
国
境
で
戦
乱
が
あ
っ
た
｡

そ
の
中
の
二
つ
の
強
い
国
は
､
北
の
ロ
シ
ア
帝
国
､
西
北
の
モ
ン
ゴ
ル
で
あ

り
､
清
朝
帝
国
は
そ
れ
ら
の
国
と
時
々
戦
い
､
時
々
友
好
関
係
を
築
い
た
｡
戦

乱
の
時
は
人
と
財
産
を
多
数
消
耗
し
､
平
和
の
時
は
物
を
献
上
し
た
り
し
て
い

た
｡
例
え
ば
平
和
の
時
期
に
美
し
い
女
性
を
献
上
し
､
代
わ
り
に
馬
を
交
換
す

る
と
い
う
外
交
手
段
が
あ
っ
た
｡
馬
と
女
性
は
男
性
の
付
属
品
で
あ
っ
た
｡
金

持
ち
は
た
-
さ
ん
の
妻
を
も
ら
い
､
た
-
さ
ん
の
馬
も
飼
っ
て
い
た
｡
中
国
の

皇
帝
と
周
囲
の
国
の
王
様
は
宮
中
で
千
人
以
上
の
皇
妃
を
養
っ
て
お
り
､
ひ
と

つ
の
目
的
は
遊
び
の
為
､
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
は
､
た
-
さ
ん
の
皇
子
と
皇
女

を
残
す
為
で
あ
っ
た
｡
皇
女
は
戦
乱
の
際
の
友
好
の
道
具
に
な
っ
た
｡
清
朝
帝

国
の
周
囲
の
国
は
'
美
女
と
た
く
さ
ん
の
駿
馬
を
献
上
し
､
特
に
西
北
の
部
落

〓
〓
八

と
モ
ン
ゴ
ル
の
盟
主
が
毎
年
都
に
上
京
し
た
目
的
は
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

一
方
､
馬
の
絵
を
描
い
て
献
上
し
た
画
家
も
い
た
｡
薙
正
皇
帝
は
馬
の
絵
を

描
-
よ
う
郎
世
寧
に
命
じ
た
｡
郎
世
寧
は
こ
の
命
令
を
受
け
て
北
京
郊
外
の
承

I
･
･
-
/

徳
に
あ
っ
た
離
宮
に
赴
い
た
｡
か
つ
て
康
配
首
王
帝
と
一
緒
に
来
た
こ
と
が
あ
る

場
所
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
は
皇
帝
の
数
石
頭
も
の
優
れ
た
馬
が
育
成
さ
れ
て
い

た
｡
郎
世
寧
は
六
年
間
宮
廷
画
院
で
西
洋
画
を
教
え
た
が
､
そ
の
弟
子
の
一
人

が
彼
と
一
緒
に
来
た
.
皇
帝
の
馬
苑
は
た
-
さ
ん
の
湖
の
中
の
1
角
に
あ
っ
た
｡

そ
こ
は
後
ろ
に
山
も
あ
り
､
牧
草
が
豊
か
に
茂
り
､
馬
の
放
牧
に
は
絶
好
の
場

所
で
あ
っ
た
｡
郎
世
寧
は
､
弟
子
と
毎
日
起
床
す
る
と
､
馬
苑
に
行
っ
て
四
人

の
厩
務
員
達
と
一
緒
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
て
馬
を
洗
っ
た
り
'
排
湛
物
を
か
た
づ

け
た
り
し
た
｡
そ
し
て
朝
の
餌
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
て
か
ら
放
牧
し
た
｡
長
い

年
月
､
宮
廷
生
活
を
送
っ
た
郎
世
寧
は
､
こ
の
田
舎
の
自
然
な
生
活
が
画
家
の

目
を
通
し
て
見
れ
ば
新
鮮
で
あ
っ
た
｡
郎
世
寧
は
馬
を
観
察
し
て
描
-
だ
け
で

は
な
-
､
山
水
､
花
斉
､
牧
人
な
ど
の
多
-
の
デ
ッ
サ
ン
を
描
い
た
｡
お
そ
ら

-
紫
禁
城
内
に
い
た
時
の
皇
帝
達
の
肖
像
画
を
措
-
と
き
の
気
持
ち
と
は
全
-

違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
｡

一
七
二
八
年
の
春
､
｢
百
駿
図
｣
　
の
下
絵
が
や
っ
と
完
成
し
た
｡
郎
世
寧
が

e
x

好
き
な
馬
の
名
は
烏
駐
　
(
う
す
い
)
　
で
よ
-
乗
っ
て
い
た
｡
そ
の
烏
雅
も
画
面

に
措
き
こ
み
､
彼
は
様
々
な
馬
の
姿
の
観
察
を
通
し
て
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
積

み
､
一
七
二
八
年
夏
､
郎
世
寧
は
よ
う
や
-
｢
百
駿
図
｣
を
仕
上
げ
た
｡
皇
帝

の
命
令
を
受
け
て
皇
帝
の
五
〇
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
措
い
た
も
の
な
の

で
､
皇
帝
に
出
す
前
に
慎
重
に
作
品
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
時
間
を
考
慮
し
た
の
で



あ
ろ
う
､
皇
帝
に
献
上
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
-
後
の
こ
と
だ
っ
た
｡

一
七
二
八
年
二
一
月
二
二
日
､
薙
正
皇
帝
の
誕
生
日
は
祝
わ
れ
た
が
､
簡
単
で

素
朴
だ
っ
た
｡
皇
帝
は
｢
庶
民
は
ま
だ
裕
福
で
は
な
い
｡
国
も
ま
た
し
か
り
｡

＼

J

ヽ

我
は
一
国
の
主
と
し
て
民
意
に
逆
ら
わ
な
い
｡
｣
　
と
言
っ
た
｡
そ
の
日
紫
禁
城

の
大
和
殿
は
き
れ
い
に
清
掃
さ
れ
､
太
鼓
と
鉦
が
鳴
ら
さ
れ
､
笛
と
笠
が
吹
き

鳴
ら
さ
れ
た
｡
皇
帝
が
自
ら
作
っ
た
ル
ー
ル
は
､
誕
生
日
の
時
l
切
賄
賂
を
受

け
取
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
｡
従
っ
て
　
｢
吉
祥
｣
や
｢
長
寿
｣
と
い
う
意

味
を
工
夫
し
て
､
家
臣
は
皇
帝
に
気
持
の
こ
も
っ
た
も
の
を
献
上
し
た
｡
一
方
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
-
の
国
が
東
洋
の
皇
帝
に
交
流
の
為
､
精
密
な
時
計
を
献
上

l
･
(
J
I

し
た
｡
例
え
ば
西
洋
の
精
密
な
目
覚
ま
し
時
計
は
き
れ
い
な
デ
ザ
イ
ン
で
制
作

さ
れ
た
｡
し
か
し
時
計
は
中
国
語
で
　
｢
送
終
｣
　
(
葬
式
を
表
す
)
　
と
い
う
言
葉

と
発
音
が
同
じ
で
あ
る
為
､
誕
生
日
祝
い
に
は
絶
対
に
送
ら
な
い
の
で
､
誕
生

日
以
外
の
日
に
皇
帝
は
そ
れ
ら
の
も
の
を
受
け
取
っ
た
｡

皇
帝
の
誕
生
日
典
礼
が
始
ま
っ
て
､
多
-
の
献
上
品
が
並
べ
ら
れ
'
郎
世
寧

が
描
い
た
｢
百
駿
図
｣
は
､
多
-
の
珍
品
の
中
で
1
番
い
い
も
の
と
皇
帝
が
認

め
た
｡
な
ぜ
　
｢
百
駿
図
｣
な
の
か
｡
誕
生
日
祝
に
お
い
て
百
と
い
う
数
は
百
歳

ま
で
生
き
る
､
つ
ま
り
不
老
不
死
の
意
味
が
あ
り
､
め
で
た
い
も
の
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ
ら
に
皇
帝
は
皇
太
子
弘
歴
に
そ
の
場
で
　
｢
百
駿
図
｣
　
の

為
に
詩
を
作
ら
せ
た
｡
こ
の
よ
う
な
｢
百
駿
図
｣
　
の
お
か
げ
で
郎
世
寧
は
皇
帝

の
目
の
前
で
優
秀
な
人
材
と
認
め
ら
れ
た
｡
こ
の
作
品
は
皇
帝
の
宝
物
と
な
っ

た
｡
そ
れ
以
来
､
郎
世
寧
は
皇
帝
を
喜
ば
せ
る
為
に
次
か
ら
次
へ
と
多
-
の
馬

の
絵
を
措
い
て
献
上
し
た
｡
皇
帝
は
油
絵
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
､
郎
世

郎
世
寧
筆
｢
盲
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

寧
は
全
力
で
画
材
を
研
究
し
て
､
腰
の
原
料
を
使
い
精
力
的
に
造
形
の
面
で
工

夫
し
た
｡
特
に
馬
の
造
形
を
研
究
し
て
､
立
ち
姿
と
座
る
姿
と
寝
る
姿
の
体
形

を
細
か
-
正
確
に
と
ら
え
た
｡
馬
の
脚
､
筋
肉
､
皮
毛
の
質
感
及
び
動
き
を
よ

-
表
現
し
た
｡
彼
が
自
ら
の
才
能
を
発
揮
し
､
駿
馬
の
図
の
シ
リ
ー
ズ
を
作
り

上
げ
て
皇
帝
に
献
上
し
た
の
で
､
皇
帝
は
彼
を
重
用
し
た
｡
皇
帝
に
馬
を
献
上

す
る
よ
う
な
気
持
ち
を
表
す
為
に
､
彼
が
描
い
た
作
品
に
　
｢
喰
薩
克
貢
馬
図
｣
､

｢
大
苑
貢
馬
図
｣
､
｢
春
郊
閲
駿
図
｣
　
な
ど
が
あ
る
｡
こ
れ
が
郎
世
寧
が
多
-
の

馬
の
絵
を
描
い
た
所
以
で
あ
ろ
う
｡

二
､
｢
百
駿
図
｣
　
と
い
う
作
品
の
表
現

郎
世
寧
は
中
国
に
来
て
か
ら
､
東
洋
の
君
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
明
暗
法
の
魅

力
を
展
示
し
'
油
画
特
有
の
明
暗
表
現
方
法
を
清
朝
の
宮
廷
で
も
流
行
さ
せ
る

よ
う
に
し
た
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
透
視
遠
近
法
は
郎
世
寧
の
伝
授
を
経
て
､
宮
中

で
多
く
の
中
国
人
画
家
に
掌
握
さ
れ
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
写
実
主
義
も
清
朝

の
宮
廷
に
現
れ
た
｡
特
に
郎
世
寧
は
清
朝
画
壇
の
中
で
駿
馬
の
絵
を
よ
-
措
い

た
こ
と
で
皇
帝
の
喜
び
を
得
た
の
で
'
朝
廷
に
奉
職
し
､
康
熊
'
宛
正
'
乾
隆

三
朝
に
仕
え
た
｡
多
-
の
作
品
の
中
で
は
初
期
の
　
｢
百
駿
図
｣
が
最
も
優
れ
て

い
る
｡
こ
こ
で
　
｢
百
駿
図
｣
　
の
画
面
を
詳
し
-
分
析
し
て
み
よ
う
｡

｢
百
駿
図
｣
　
(
図
版
　
,
-
)
　
(
絹
本
設
色
･
七
七
六
.
二
×
九
四
.
五
､
台

湾
･
故
宮
博
物
院
収
蔵
)
　
の
画
面
を
開
い
て
み
る
と
､
大
き
な
古
い
松
の
木
が

目
立
ち
､
枝
が
折
れ
曲
が
り
､
葉
が
よ
-
茂
っ
て
い
る
｡
木
の
肌
の
質
感
は
ま

一
二
七
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図版1郎世寧｢百駿図｣ (絹本設色　776.2×94.5　台湾･故宮博物院蔵)

図版2　郎世寧｢百駿図｣ (絹本設色　776.2×94.5台湾･故宮博物院蔵)

一
二
八

だ
ら
で
で
こ
ぼ
こ
し
て
い
る
｡
松
の
枝
の
隙
間
か
ら
牧
馬
人
の
テ
ン
ト
が
見
え

る
｡
三
人
の
満
族
の
服
装
の
牧
人
が
疲
れ
て
テ
ン
ト
の
前
で
横
に
な
っ
て
い
る
｡

牧
羊
犬
は
テ
ン
ト
か
ら
頭
を
出
し
て
い
る
｡
そ
し
て
一
頭
の
白
い
馬
の
後
ろ
に

は
い
ろ
い
ろ
な
馬
が
い
る
｡
草
地
に
は
太
っ
て
い
る
馬
と
痩
せ
て
い
る
馬
が
そ

れ
ぞ
れ
餌
を
さ
が
し
た
り
転
が
っ
た
り
し
て
い
る
｡
遠
い
と
こ
ろ
に
一
人
牧
人

が
投
げ
縄
で
馬
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
も
う
一
人
の
牧
人
は
い
た
ず

ら
好
き
の
八
､
九
匹
の
子
馬
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
｡
画
面
の
中
心
部
に
は

ゆ
る
や
か
な
坂
道
が
あ
り
､
湖
へ
と
通
じ
て
い
る
｡
馬
は
湖
の
そ
ば
で
賑
や
か

に
遊
ん
で
い
る
｡
経
木
が
湖
を
隔
て
て
生
え
て
い
る
｡
馬
は
林
の
中
を
歩
い
て

い
る
｡
湖
の
岸
辺
に
は
た
-
さ
ん
の
芦
と
雑
草
が
生
え
て
い
る
｡
一
人
の
牧
人

は
水
の
中
で
大
き
な
た
-
ま
し
い
馬
を
洗
っ
て
い
る
｡
他
に
小
さ
な
馬
の
群
れ

が
湖
を
渡
っ
て
い
る
｡
全
画
面
の
構
図
は
複
雑
で
あ
る
が
､
強
弱
の
対
比
が
十

分
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
属
と
人
物
の
密
集
と
分
散
に
は
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ

る
｡
画
面
の
中
に
は
馬
の
数
が
か
な
り
多
-
'
全
体
の
馬
の
群
れ
を
人
間
が
支

配
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
｡
牧
人
か
ら
始
ま
り
牧
人
ま
で
で
終
わ
っ
て

い
る
｡

具
体
的
な
絵
画
手
法
を
見
れ
ば
､
郎
世
寧
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
明
暗
法
を
十
分

に
発
揮
し
た
と
い
え
る
｡
｢
前
重
後
軽
､
前
実
後
虚
､
前
大
後
小
｣
な
ど
の
方

法
で
風
景
を
描
き
､
画
面
上
に
遠
方
ま
で
広
が
る
奥
行
き
の
深
さ
が
生
み
出
さ

れ
､
草
木
､
山
水
､
人
物
の
い
ず
れ
も
精
微
な
写
実
で
措
か
れ
て
い
る
｡
全
体

に
濃
厚
で
華
や
か
な
色
彩
が
施
さ
れ
､
複
雑
な
構
図
､
形
象
も
真
に
迫
っ
て
い

る
｡
郎
世
寧
は
中
国
の
伝
統
的
な
画
技
に
西
洋
の
透
視
法
と
西
洋
画
の
顔
料
を



取
り
入
れ
､
中
西
双
方
の
趣
が
交
錯
し
融
合
し
た
画
面
を
生
み
出
し
た
｡
解
剖

学
や
三
次
元
の
透
視
法
を
使
っ
た
の
で
､
馬
の
形
象
は
立
体
感
が
あ
り
､
本
物

の
質
感
が
あ
る
｡
そ
の
中
の
何
匹
か
の
馬
が
湖
か
ら
岸
に
あ
が
っ
た
と
き
､
そ

の
濡
れ
た
毛
の
質
感
が
非
常
に
い
き
い
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
画
家

が
高
度
な
描
写
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
と
言
え
よ
う
｡
｢
百
駿
図
｣
か
ら

見
た
郎
世
寧
は
､
西
洋
伝
統
絵
画
を
懐
か
し
-
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
｡
私
達
の
目
の
前
の
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
人
物
･
馬
の
群
れ
､

木
と
山
水
の
技
法
は
中
国
水
墨
画
と
油
絵
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
､
光

と
影
の
感
じ
が
強
-
西
洋
画
の
趣
が
あ
り
､
そ
の
使
い
方
は
馬
の
体
の
質
感
や

重
量
感
を
感
じ
さ
せ
る
｡
た
だ
､
水
草
だ
け
み
れ
ば
少
し
中
国
水
墨
画
の
趣
で

あ
る
｡
人
物
と
馬
の
構
成
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
絵
画
で
あ
る
｡
例
え
ば
牧
属
人

の
立
つ
姿
と
騎
馬
の
姿
､
そ
れ
ぞ
れ
の
馬
の
姿
勢
､
及
び
画
面
の
中
に
い
る
半

裸
の
人
物
と
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
人
物
の
会
話
の
風
景
は
モ
デ
ル
が
あ
る
か

の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
｡
｢
百
駿
図
｣
　
の
中
に
郎
世
寧
の
故
郷
を
患
う
情
感
が

感
じ
ら
れ
る
｡
馬
と
樹
木
を
描
-
技
法
に
つ
い
て
'
郎
世
寧
は
西
洋
の
画
法
を

と
り
､
空
間
と
光
線
と
時
間
を
考
え
て
､
近
景
の
樹
木
､
馬
､
河
を
自
然
の
光
､

す
な
わ
ち
明
暗
法
で
描
写
し
た
が
'
遠
い
山
と
土
の
描
写
は
中
国
伝
統
の
　
｢
疎

密
法
｣
　
で
描
い
た
｡
地
面
の
草
､
樹
木
の
葉
は
線
描
法
で
措
い
た
｡
画
面
の
右

側
に
白
い
テ
ン
ト
を
措
い
た
が
､
前
の
三
人
の
牧
人
も
中
国
の
伝
統
技
法
で
描

い
た
｡
こ
の
作
品
の
表
現
は
基
本
的
に
東
西
絵
画
の
融
合
で
､
郎
世
寧
白
身
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
中
国
伝
統
の
も
の
が
一
つ
に
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
｡

薙
正
六
年
(
一
七
二
八
年
)
　
に
郎
世
寧
の
描
い
た
こ
の
　
｢
百
駿
図
｣
は
､
彼

郎
世
寧
筆
｢
百
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

の
T
生
の
中
で
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
は
彼
が
独
力
に
よ
っ
て

完
成
し
た
長
巻
で
､
彼
の
代
表
作
品
と
さ
れ
て
い
る
｡
郎
世
寧
に
と
っ
て
こ
の

作
品
の
創
作
に
お
い
て
､
極
め
て
多
-
の
困
難
を
克
服
し
､
そ
の
結
果
長
巻
と

い
う
形
式
に
よ
っ
て
独
特
の
美
が
生
み
出
さ
れ
た
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
美
術

の
中
に
物
語
の
壁
画
制
作
が
あ
っ
た
が
､
中
国
の
　
｢
横
向
式
｣
　
の
空
間
に
伸
び

開
-
観
念
と
全
-
違
う
も
の
で
あ
る
｡
中
国
の
美
学
思
想
に
お
い
て
｢
三
違
法
｣

の
空
間
と
は
無
限
の
時
間
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
､
画
面
を
左
右
に
措
き
伸

ば
す
｡
し
か
し
西
洋
画
家
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
あ
る
意
味
困
難
な
こ
と
で

あ
る
｡
特
に
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
伝
統
を
継
承
す
る
画
家
郎
世
寧
が
身
に
着
け

た
絵
画
方
法
は
｢
焦
点
透
視
法
｣
､
｢
遠
近
大
小
法
｣
　
で
あ
り
､
こ
の
観
念
を
ら

し
長
巻
の
絵
画
の
中
で
使
う
な
ら
ば
､
ま
ず
空
間
の
位
置
と
い
う
問
題
を
克
服

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

清
朝
宮
廷
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
大
量
の
中
国
絵
画
は
､
郎
世
寧
に
と
っ
て
尽

き
な
い
学
習
の
宝
庫
で
あ
っ
た
の
で
､
彼
は
古
代
中
国
絵
画
作
品
の
本
物
を
直

に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
例
え
ば
そ
れ
は
曹
覇
､
張
萱
､
軒
斡
､
趨
孟
慣
'

李
公
麟
な
ど
の
肉
筆
の
作
品
で
あ
り
､
中
国
古
代
の
名
画
を
借
り
て
模
写
し
た

こ
と
も
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
作
品
は
彼
に
中
国
絵
画
の
形
式
美
､
作
品
の
愚
意
､

及
び
表
現
方
法
を
学
ば
せ
た
の
で
､
皇
帝
の
為
に
絵
を
措
-
上
で
役
に
立
っ
た
｡

乾
隆
皇
帝
は
宮
廷
の
中
国
画
家
に
李
公
麟
の
　
｢
五
馬
図
｣
を
模
写
さ
せ
､
そ
れ

を
持
っ
て
皇
帝
の
希
望
に
よ
る
郎
世
撃
が
描
い
た
駿
馬
の
絵
と
比
べ
て
み
た
結

J
‥

果
､
つ
い
に
は
　
｢
イ
タ
-
ア
人
の
郎
世
寧
の
作
品
が
勝
つ
｣
と
断
言
し
た
｡
こ

の
作
品
は
中
国
の
絵
画
の
構
図
方
法
を
応
用
し
､
そ
れ
ぞ
れ
違
う
景
色
を
ひ
と

l1-tf



つ
に
ま
と
め
､
あ
る
象
徴
を

作
り
出
し
た
｡

こ
の
有
名
な
　
｢
百
駿
図
｣

(
台
北
故
宮
博
物
館
蔵
)
　
に

つ
い
て
､
郎
世
寧
は
､
ま
っ

た
-
同
じ
題
名
で
も
う
一
点

T
l
-

描
い
て
い
る
｡
先
の
　
｢
百
駿

図
｣
と
比
較
し
て
み
る
と
､

こ
の
　
｢
百
駿
図
｣
と
い
う
作

品
　
(
絹
本
着
色
四
七
.
七
×

五
九
八
.
五
　
個
人
蔵
･
現

.･′
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←　→一寸

*i

Vや琴･∴･二.一､-蝣一蝣"�"t-一丁君ゝ
.._∴蝣* '-*�"*

図版3　郎世寧｢百駿図｣ 1

(絹本着色47.7×598.5)個人蔵

図版4　郎世寧｢百駿図｣ 2

(絹本着色47.7×598.5)個人蔵

図版5　郎世寧｢百駿図｣ 3

(絹本着色47.7×598.5)個人蔵

在
ア
メ
-
カ
所
有
)
　
(
図
版
c
0
-
-
-
c
o
)
　
は
同
じ
場
所
　
(
承

徳
)
　
の
風
景
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
'
た
だ
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
馬
や
人
間
の
配
置
が
違
っ
て
お
り
､
画
法
と
し
て
は
も
っ

と
中
国
伝
統
の
線
描
法
を
応
用
し
､
西
洋
の
明
暗
法
を
避

け
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
さ
ら
に
そ
の
作
品

の
画
面
は
､
前
記
の
　
｢
百
駿
図
｣
　
の
画
面
に
似
た
部
分
が

多
い
｡
ま
る
で
兄
弟
の
よ
う
で
あ
る
｡
作
品
の
画
面
を
見

る
と
､
画
面
右
側
は
大
き
な
松
の
向
こ
う
に
テ
ン
ト
が
あ

り
牧
人
が
座
っ
て
話
を
し
て
い
て
､
松
の
木
の
下
に
は
三

頭
の
馬
が
お
り
､
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
数
頭
の
馬
が
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
た
姿
態
で
措
か
れ
て
い
る
｡
一
方
､
画
面
左

^^sr"=^5W^B^^^HBHP　　　. :三主も_

二-"-->蝣:漣二
図版6　郎世寧｢百駿図｣ 5

(絹本着色47.7×598.5)個人蔵

図版7　郎世寧｢百駿図｣ 6

(絹本着色7.7×598.5)個人蔵

図版8　郎世寧｢百駿図｣ 7

(絹本着色47.7×598.5)個人蔵



側
は
数
頭
の
馬
が
川
を
渡
っ
て
お
り
'
岸
辺
に
も
数
頭
の
馬
が
描
か
れ
て
い
て
､

一
人
の
牧
人
が
遠
-
の
山
々
を
見
渡
し
て
い
る
｡
画
面
の
端
に
｢
海
西
臣
郎
世

寧
写
｣
と
サ
イ
ン
が
入
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
伝
存
す
る
郎
世
寧
の
作
品
に
お
い
て
､
｢
百
駿
図
｣
の
絵
は
こ
の
二

枚
だ
け
で
は
な
い
｡
類
似
し
て
い
る
作
品
が
も
う
一
枚
日
本
に
あ
る
｡
｢
百
駿

図
｣
(
絹
本
着
色
'
五
三
.
三
×
六
四
七
.
一
)
(
図
版
-
､
1

0
)
と
題
さ
れ
た

こ
の
絵
は
､
先
に
述
べ
た
作
品
と
画
面
構
成
と
画
法
が
ま
っ
た
-
T
致
し
て
い

る
が
､
作
品
の
制
作
年
代
を
推
測
す
る
と
､
｢
百
駿
図
｣
を
完
成
し
て
か
ら
､

毎
年
､
朗
世
寧
は
薙
正
皇
帝
と
伴
っ
て
承
徳
へ
出
か
け
た
こ
と
が
歴
史
上
記
録

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
､
恐
ら
-
再
び
皇
帝
か
ら
依
頼
を
受
け
て
制
作
し
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
現
在
こ
の
作
品
は
鎌
倉
市
の
個
人
収
蔵
家
武
内
米

義盛毒Jfiサニ

}馳　　jimmL^ttm,

図版9　郎世寧｢百駿図｣絹本着色､

53.3×647.1 (1)個人蔵

図版10　郎世寧｢百駿図｣絹本着色､

53.3×647.1 (2)個人蔵

子
氏
所
有
と
な
っ
て
い
る
｡
画
中
の
馬
や
人
物
､
樹
木
､
斜
面
に
は
光
の
原
理

が
応
用
さ
れ
､
物
象
に
-
っ
き
り
と
し
た
立
体
感
が
あ
る
が
､
先
に
記
述
し
て

い
る
故
宮
博
物
院
収
蔵
の
　
｢
百
駿
図
｣
よ
り
､
西
洋
明
暗
の
効
果
が
か
な
り
弱

-
な
っ
て
き
た
｡
松
の
葉
や
樹
皮
､
草
の
葉
な
ど
は
中
国
絵
画
の
線
描
法
で
輪

郭
を
取
り
､
石
や
斜
面
の
　
｢
飯
法
｣
な
ど
は
､
中
国
伝
統
の
画
法
が
含
ま
れ
て

お
り
､
馬
や
木
の
幹
の
陰
影
が
消
え
る
よ
う
に
中
国
画
の
追
染
法
に
よ
っ
て
描

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡

宮
廷
画
家
た
ち
は
､
常
に
皇
帝
の
意
思
に
合
わ
せ
て
い
く
過
程
で
､
そ
れ
ぞ

れ
の
本
来
の
画
風
を
捨
て
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
数
多
く
の
馬
の
絵
を
創
作
し

た
が
､
郎
世
寧
も
中
国
宮
廷
の
人
間
関
係
と
自
分
の
地
位
を
考
え
な
が
ら
､
中

国
絵
画
表
現
の
深
い
寓
意
を
吸
収
し
､
皇
帝
の
好
む
多
-
の
絵
画
作
品
を
創
り

出
し
た
｡
郎
世
寧
が
措
い
た
馬
の
絵
は
､
簡
単
な
動
物
の
形
象
の
作
品
で
は
な

-
､
そ
の
朝
廷
､
そ
の
皇
帝
を
賛
美
す
る
寓
意
が
あ
る
｡
郎
世
寧
は
馬
の
絵
を

連
続
で
描
い
て
､
皇
帝
に
対
す
る
恩
と
感
激
を
表
し
､
中
国
の
諺
で
い
う
｢
犬

馬
之
労
｣
　
(
主
人
に
忠
実
に
働
-
こ
と
)
　
を
示
し
た
｡
そ
れ
は
宮
廷
画
家
と
し

て
の
地
位
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
で
､
絵
を
創
作
す
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
る
こ
と

で
あ
り
､
外
国
人
と
し
て
も
そ
の
環
境
か
ら
離
脱
で
き
な
か
っ
た
｡

三
､
｢
百
駿
図
｣
　
に
関
わ
る
作
品

郎
世
寧
筆
｢
百
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

｢
百
駿
図
｣
以
外
に
'
郎
世
寧
は
馬
の
絵
に
つ
い
て
　
｢
八
駿
図
｣
　
(
図
版
1
1
)

と
い
う
題
で
描
い
た
作
品
が
五
枚
以
上
も
あ
る
が
､
北
京
故
宮
博
物
院
に
収
蔵

二
二
一



l　･

¥^¥i

図版11郎世寧｢八駿図｣絹本設色･北京故宮博物院蔵

さ
れ
た
も
の
　
(
制
作
年
代
不
詳
､
絹

本
､
設
色
､
一
六
六
×
五
一
.
二
)

は
別
名
｢
郊
原
牧
馬
図
｣
と
い
う
｡

八
頭
の
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
勢
の
馬
が
い

て
､
牧
人
が
一
人
画
面
の
端
に
い
る
｡

こ
の
絵
は
郎
世
寧
の
早
期
の
作
品
と

推
測
さ
れ
､
宛
正
年
間
で
｢
百
駿
図
｣

よ
り
も
早
-
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
作
品
は
西
洋
風
さ
が
濃
厚
で
あ

り
､
全
体
を
通
し
て
線
の
描
写
が
な

-
､
人
物
の
顔
と
服
装
は
色
彩
の
濃

淡
で
凹
凸
を
表
し
て
い
る
｡
馬
の
画

法
も
中
国
伝
統
の
表
現
手
法
と
異
な

り
､
そ
の
質
感
と
雛
の
変
化
は
重
ね

て
い
-
こ
と
で
立
体
感
を
作
り
上
げ

て
い
る
｡
バ
ッ
ク
は
ほ
と
ん
ど
色
で

全
体
を
表
現
し
､
余
白
は
残
っ
て
い

な
い
｡
郎
世
寧
の
多
-
の
作
品
の
上

に
　
｢
臣
朗
世
寧
恭
絵
｣
と
い
う
落
款

が
あ
り
､
名
前
の
前
に
　
｢
臣
｣
と
い

う
字
を
つ
け
て
い
る
の
は
､
清
朝
宮

廷
で
描
い
た
作
品
の
特
色
の
ひ
と
つ

図版12　郎世寧｢八駿図｣台湾

故宮博物院収蔵

で
あ
る
｡
こ
れ
は
皇
帝
の
為
に
創
作
し
た
も
の
と
い
う
意
味
を
示
す
｡
し
か
し

こ
の
　
｢
八
駿
図
｣
と
い
う
作
品
は
郎
世
寧
の
名
前
の
前
に
　
｢
臣
｣
と
い
う
字
が

書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
こ
と
で
こ
の
作
品
は
皇
帝
の
為
に
描
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
わ
か
る
｡
郎
世
寧
は
宮
廷
画
家
と
し
て
親
王
や
郡
王
　
(
地
方
の

王
様
)
　
と
交
流
が
あ
り
､
恐
ら
-
｢
八
駿
図
｣
　
は
彼
ら
の
為
に
措
か
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
｡

も
う
l
点
｢
八
駿
図
｣
　
(
図
版
l
)
　
(
制
作
年
不
祥
､
1
四
〇
×
八
〇
､
台
北

故
宮
博
物
院
蔵
)
を
見
て
み
よ
う
｡
こ
の
作
品
の
表
現
は
､
巨
大
帝
国
の
支
配

者
と
し
て
の
皇
帝
に
と
っ
て
は
､
戦
争
に
不
可
欠
な
馬
は
何
よ
り
も
大
切
な
も

の
だ
っ
た
為
､
乾
隆
帝
は
郎
世
寧
に
し
ば
し
ば
馬
の
絵
を
描
か
せ
た
の
み
な
ら

ず
､
馬
一
頭
ず
つ
の
毛
並
み
や
向
き
や
ポ
ー
ズ
に
も
う
る
さ
-
注
文
を
つ
け
た

よ
う
で
あ
る
｡
わ
ず
か
八
頭
の
馬
だ
け
し
か
い
な
い
こ
の
絵
か
ら
も
そ
の
こ
と

が
わ
か
る
と
思
う
｡
大
き
な
柳
の
木
の
下
に
集
う
様
々
な
色
の
馬
が
い
て
､
あ

る
馬
は
座
っ
て
お
り
､
あ
る
馬
は
遊
ん
で
お
り
､
構
図
の
面
で
も
バ
ラ
ン
ス
の



と
れ
た
作
品
で
あ
る
｡
主
題
の
馬
は
西
洋
の
明
暗
法
で
描
か
れ
､
柳
の
描
写
は

中
国
伝
統
の
方
法
で
描
か
れ
て
い
る
｡
よ
っ
て
東
西
融
合
の
作
品
の
一
例
と
言

え
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
作
品
も
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
も
う
二
点
作
品
が
残
さ
れ
て
お

り
､
｢
雲
錦
八
駿
図
｣
　
(
図
版
c
o
^
i
　
(
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
)
　
と
題
名
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
も
宮
廷
の
馬
を
措
い
た
も
の
で
､
皇
帝
に
献
上
さ

れ
大
変
喜
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
郎
世
寧
が
同
じ
-
名
前
を
付
け
た
｢
八
駿
図
｣
　
(
図
版
5
)
　
(
絹
本
､
設

色
､
九
二
.
五
×
五
三
､
中
国
･
江
西
省
博
物
館
蔵
)
　
と
い
う
作
品
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
　
｢
八
駿
図
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
作
品
は
多
い
｡
八
駿
図
と
い
う
画

題
は
､
昔
､
西
周
穆
王
は
八
頭
の
良
い
馬
を
持
っ
て
い
て
､
彼
は
そ
の
八
頭
の

馬
に
乗
っ
て
西
に
旅
し
た
と
い
う
伝
説
に
由
来
す
る
｡
郎
世
牢
は
何
度
も
｢
八

駿
図
｣
と
い
う
絵
を
創
作
し
て
､
た
-
さ
ん
の
人
材
を
発
見
し
て
も
ら
お
う
と

い
う
意
味
を
表
す
他
､
皇
帝
が
八
頭
の
い
い
馬
に
乗
っ
て
世
界
中
ど
こ
に
で
も

自
由
自
在
に
行
け
る
こ
と
と
､
国
土
を
広
げ
る
こ
と
を
賛
美
す
る
意
味
を
持
た

.
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図版14　郎世寧｢八駿図｣絹本設色､

92.5×53　江西省博物館蔵

せ
た
｡
当
時
､
清
朝
の
康
田
川
､
宛
正
'

乾
隆
の
三
朝
は
国
力
も
強
く
国
も
繁
栄

し
て
お
り
､
特
に
西
域
を
平
定
し
て
か

ら
多
-
の
土
地
が
清
朝
に
繰
り
入
れ
ら

れ
た
｡
そ
の
時
の
皇
帝
は
そ
れ
を
自
慢

に
思
っ
た
｡
八
は
中
国
に
お
い
て
　
｢
発

展
｣
　
や
　
｢
発
達
｣
､
｢
発
財
｣
　
(
財
産
増

加
)
　
と
い
う
発
音
か
ら
と
っ
た
意
味
も

あ
り
､
こ
の
よ
う
な
絵
は
皇
帝
に
あ
る

満
足
感
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
た
､
こ
の
点
が
宮
廷
絵
画
と
民
間
絵

図版13　郎世寧｢雲錦八駿図｣

台湾故宮博物院蔵

郎
世
寧
筆
｢
百
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

画
及
び
文
人
絵
画
と
の
違
い
で
あ
る
｡

郎
世
寧
は
　
｢
百
駿
図
｣
を
創
作
し
て
か
ら
'
皇
帝
か
ら
直
接
に
褒
め
ら
れ
て

い
ろ
い
ろ
な
奨
励
品
を
貰
い
､
｢
三
品
宮
｣
　
の
役
職
を
受
け
た
の
で
､
宮
廷
画

院
の
中
で
目
覚
ま
し
い
地
位
を
築
い
た
｡
従
っ
て
彼
は
皇
帝
の
愛
す
る
馬
の

,
r
l
/
I

｢
八
駿
図
｣
を
描
き
､
さ
ら
に
､
一
七
四
八
年
に
描
か
れ
た
　
｢
十
駿
図
｣
　
に
よ
っ

て
馬
が
郎
世
寧
の
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
｢
十
駿

図
｣
以
外
に
も
馬
を
主
題
と
す
る
絵
画
は
た
-
さ
ん
あ
る
が
'
｢
十
駿
図
｣
を

見
て
み
れ
ば
'
恐
ら
-
曹
覇
､
張
萱
､
韓
斡
､
趨
孟
癌
､
李
公
麟
の
影
響
を
受

け
た
の
だ
ろ
う
か
と
推
測
で
き
る
｡
こ
の
作
品
は
早
期
に
描
か
れ
た
｢
百
駿
図
｣

と
表
現
方
法
が
違
っ
て
お
り
､
光
線
が
消
失
し
､
明
暗
も
な
く
な
り
､
無
理
矢
.

理
に
東
洋
の
絵
画
意
識
に
入
り
込
ん
で
い
る
｡
｢
十
駿
図
｣
　
の
中
の
　
｢
弄
豪
壌
｣

二
二
三



図版15　郎世寧｢十駿図｣の｢霧毒味｣
絹本･着色･台北故宮博物院蔵
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図版16　郎世寧｢十駿図｣の｢雪点鵬｣
絹本･着色･台北故宮博物院蔵
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図版17　郎世寧｢十駿図｣の｢奔零騎｣
絹本･着色･台北故宮博物院蔵

二
二
四

(
図
版
1
5
)
､
｢
雪
点
鶴
｣
(
図
版

1
6
)
､
｢
奔
寄
寓
｣
(
図
版
1
7
)
､

｢
赤
花
鷹
｣
(
図
版
18
)
､
｢
爾
雲

駿
｣
(
図
版
3
)
(
絹
本
着
色
､

｢
臣
郎
世
寧
｣
と
｢
恭
画
｣
の

印
鑑
が
押
し
て
あ
る
｡
)
な
ど

は
､
全
て
皇
帝
の
愛
馬
で
あ
る
｡

描
か
れ
た
馬
は
主
体
が
鮮
明
で
､

背
景
を
省
略
し
て
､
画
面
の
馬

の
姿
は
｢
百
駿
図
｣
の
よ
う
な

活
発
さ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
｡
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図版18　郎世寧｢十駿図｣の｢赤花鷹｣
絹本･着色･台北故宮博物院蔵
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図版19　郎世寧｢十駿図｣の｢爾雲駿｣
絹本･着色･台北故宮博物院蔵

し
か
し
表
現
方
法
を
み
て
み
る
と
'
西
洋
の
明
暗
を
な
-
し
中
国
絵
画
の
線

の
表
現
を
使
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
明
暗
を
あ
ま
り
使
わ
な
-
て
も
､
郎
世

寧
は
東
西
折
衷
に
よ
り
巧
妙
に
馬
の
立
ち
姿
を
構
成
し
三
次
元
の
透
視
法
を

駆
使
し
て
描
い
た
の
で
､
同
じ
-
す
ぼ
ら
し
い
馬
の
作
品
を
作
り
出
し
た
｡

尚
､
画
面
に
は
乾
隆
皇
帝
が
詩
を
書
き
込
み
落
款
も
押
し
て
あ
る
｡
し
か
も

満
族
の
文
字
と
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
文
字
と
漢
文
に
よ
り
絵
の
タ
イ
ト
ル
と
大

き
さ
の
説
明
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
点
に
中
国
各
時
期
の
馬
の
表
現
と
大
き

な
違
い
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

郎
世
寧
は
そ
の
生
涯
の
中
で
た
-
さ
ん
の
馬
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た

が
､
同
じ
画
風
の
絵
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
つ
ま
り
､
そ
も
そ
も
郎
世

寧
は
西
洋
の
明
暗
法
を
使
っ
た
写
実
的
な
画
風
だ
っ
た
が
､
宮
廷
画
家
に
な
っ



て
か
ら
合
作
し
た
中
国
人
画
家
は
そ
う
で
は
な
-
､
常
に
そ
の
こ
と
が
自
己
の

中
で
矛
盾
と
し
て
あ
り
､
ま
た
絵
の
画
面
の
中
で
対
立
し
､
無
理
に
中
国
風
に

迎
合
し
よ
う
と
し
た
｡
従
っ
て
唯
一
初
期
の
作
品
で
あ
る
　
｢
百
駿
図
｣
が
郎
世

寧
の
個
性
と
独
創
性
が
発
拝
さ
れ
た
作
品
と
言
え
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な

作
品
の
制
作
は
長
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
､
彼
が
単
独
で
完
成
さ
せ
た
作
品

は
少
な
-
な
っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
郎
世
寧
個
人
の
責
任
で
は
な
-
､
中
国
の
宮

廷
生
活
の
中
で
大
変
多
-
の
制
限
が
あ
っ
た
の
で
､
自
由
に
創
作
活
動
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
為
で
あ
ろ
う
｡

美
術
史
上
で
郎
世
寧
は
非
常
に
独
特
な
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
｡
今
日
の
中

国
美
術
史
の
中
で
､
彼
は
西
洋
画
家
と
言
わ
れ
る
が
､
彼
は
単
な
る
西
洋
人
で

は
な
-
､
油
絵
の
写
実
絵
画
の
技
法
を
持
ち
､
且
つ
美
意
識
も
西
洋
風
で
あ
っ

た
｡
し
か
し
西
洋
美
術
史
の
中
で
は
彼
の
地
位
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
原
因
は
彼

が
若
い
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
て
､
西
洋
美
術
史
の
中
か
ら
失
わ
れ
た
た
め

で
あ
る
｡
し
か
し
東
西
美
術
交
流
史
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
､
郎
世
寧
は
確
か
に

重
要
な
画
家
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

終
わ
り
に

｢
百
駿
図
｣
　
の
中
で
郎
世
寧
は
東
西
折
衷
の
技
法
を
使
っ
た
｡
｢
百
駿
図
｣

以
降
､
郎
世
寧
は
宮
廷
画
家
と
し
て
の
地
位
を
守
る
た
め
に
､
西
洋
絵
画
の
素

材
を
放
棄
し
､
中
国
の
水
墨
画
技
法
を
学
び
､
中
国
の
絵
画
道
具
を
使
っ
た
が
､

そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
も
中
国
の
絵
画
と
は
表
現
が
違
っ
て
い
た
｡
一
七

(S)

四
三
年
二
月
l
日
､
王
致
誠
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
書
い
た
手
紙
の
中
に

二
人
の
西
洋
画
家
と
し
て
中
国
画
院
に
い
る
の
は
確
か
に
困
難
が
あ
る
｡
そ

の
困
難
は
信
仰
の
衝
突
だ
け
で
は
な
-
､
絵
画
の
技
法
を
妥
協
し
な
け
れ
ば
な

(3)

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
｣
　
と
あ
っ
た
｡
そ
の
問
題
は
実
に
西
洋
風
と
中
国
風
と

い
う
二
つ
の
美
学
の
概
念
の
衝
突
で
あ
る
が
､
彼
は
実
際
の
宮
廷
の
馬
を
ス
ケ
ッ

チ
し
て
､
中
国
で
身
に
付
け
た
知
識
と
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
っ

て
､
い
き
い
き
と
し
た
躍
動
感
の
あ
る
自
然
な
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
る
｡

郎
世
寧
筆
｢
百
駿
図
｣
(
台
湾
･
故
宮
博
物
院
蔵
)
に
つ
い
て

注

(
-
)
　
｢
清
宮
洋
画
家
｣
二
〇
〇
二
年
山
東
画
報
出
版
社
(
二
〇
〇
二
年
一
月
)
一
〇
五
頁
｡

(
-
)
　
も
と
も
と
円
明
園
は
､
｢
暢
春
園
｣
と
い
わ
れ
'
明
代
に
万
歴
帝
(
一
四
代
)
　
の
外

祖
父
が
｢
清
華
園
｣
と
名
づ
け
た
庭
園
の
l
角
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
康
駈
州
帝
が
手
を
加

え
　
(
一
七
〇
九
年
)
､
さ
ら
に
薙
正
帝
は
こ
こ
を
皇
太
后
の
住
居
と
し
､
特
に
円
明
園

だ
け
を
別
に
拡
張
し
(
一
七
二
五
年
)
'
離
宮
と
し
て
政
務
を
行
っ
た
｡
そ
の
.
後
も
乾

隆
帝
も
造
園
を
続
け
､
新
た
に
長
春
園
､
給
春
園
が
設
け
ら
れ
た
｡
総
面
積
は
三
五
〇

万
と
｢
願
和
園
｣
よ
り
広
-
､
借
景
技
法
(
他
の
園
内
の
建
物
や
自
然
を
風
景
の
一
つ

と
す
る
こ
と
)
を
凝
ら
し
た
園
内
に
は
全
部
で
四
〇
景
の
風
景
が
あ
り
､
そ
の
l
　
つ
一

つ
に
四
文
字
の
名
称
を
つ
け
､
額
に
掲
げ
て
い
た
｡
後
に
八
景
増
や
し
四
八
景
と
す
る

が
､
眺
め
る
人
の
気
持
ち
が
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
｢
景
｣
　
に
は
な
ら
ず
､
人
の
　
｢
情
｣

に
趣
を
お
い
た
四
八
景
の
庭
園
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
英
仏
連
合
軍
の
略
奪
と
破
壊
で
そ

の
姿
は
完
全
に
失
わ
れ
た
｡

(
-
)
　
承
徳
は
北
京
か
ら
東
北
に
二
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
る
｡
内
モ
ン
ゴ
ル
高

原
と
華
北
平
原
の
境
に
広
が
る
山
々
と
'
ゆ
っ
た
り
流
れ
る
武
烈
河
の
ほ
と
り
に
あ
る
､

と

う

こ

さ

ん

じ

ゅ

う

き

ょ

う

ど

も

う

こ

歴
史
の
あ
る
文
化
都
市
で
あ
る
｡
東
胡
'
山
戒
､
旬
奴
､
蒙
古
等
の
少
数
民
族
が
､
相

次
い
で
こ
の
地
を
訪
れ
､
統
治
し
た
｡
清
朝
(
一
六
四
四
年
～
一
九
二
年
)
　
の
時
代



こ

う

き

け

ん

り

ゅ

う

て

い

に
は
､
康
配
州
､
乾
隆
帝
が
毎
年
夏
､
避
暑
を
兼
ね
て
こ
の
地
で
政
務
を
行
っ
た
｡
こ
の

K
I
K
3

清
朝
の
時
代
に
承
徳
州
が
も
う
け
ら
れ
､
辛
亥
革
命
の
時
代
に
は
熱
河
特
別
区
が
成
立
､

新
中
国
当
初
に
は
熱
河
省
と
な
っ
た
が
'
そ
の
後
河
北
省
の
管
轄
に
｡
そ
し
て
一
九
九

三
年
に
地
区
と
市
が
合
併
し
､
現
在
の
承
徳
市
と
な
っ
た
｡
承
徳
避
暑
山
荘
は
､
別
名
､

｢
承
徳
離
宮
｣
　
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
｡
皇
帝
は
､
一
年
の
う
ち
半
年
は
こ
こ
で
王
公
貴

族
や
外
国
の
使
節
と
会
見
し
た
り
'
政
務
を
行
っ
た
り
､
避
暑
地
と
し
て
過
ご
し
て
い

た
｡

う

す

い

(
4
)
　
郎
世
寧
が
好
ん
で
乗
っ
て
い
た
馬
は
烏
駐
と
い
う
が
'
そ
の
名
の
由
来
は
｢
力
は
山

を
抜
き
　
気
は
世
を
蓋
う
　
時
利
あ
ら
ず
　
雄
逝
か
ず
　
経
の
逝
か
ざ
る
を
奈
何
す
べ

き
　
虞
や
虞
や
汝
を
奈
何
せ
ん
｣
と
い
う
､
項
羽
の
詩
で
あ
る
｡

(
-
)
　
｢
民
不
富
､
国
亦
不
言
､
為
一
国
之
君
､
不
可
有
違
民
意
｣
か
ら
の
翻
訳
｡
｢
宮
廷
画

師
郎
世
寧
｣
作
家
出
版
社
二
〇
〇
四
年
一
月
一
八
〇
頁
｡

(
-
)
　
銭
徳
明
宣
教
師
(
ジ
ー
ン
･
ジ
ョ
ゼ
フ
)
(
J
e
a
n
-
J
o
s
e
p
h
-
M
a
r
i
e
 
A
m
i
o
t
1
7
1
8
-

1
7
9
3
)
が
l
七
五
四
年
l
〇
月
1
七
日
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
っ
た
手
紙
に
こ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
｡
｢
中
国
の
皇
帝
を
喜
ば
せ
る
為
､
チ
ャ
イ
エ
(
C
h
a
-
i
r
)
　
牧
師
が
有
名

な
目
覚
ま
し
時
計
を
発
明
し
た
｡
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
土
で
も
大
き
な
奇
跡
と
し

て
見
ら
れ
､
芸
術
品
と
し
て
献
上
さ
れ
た
｡
　
　
　
　
　
｣
(
蒋
友
仁
)
　
(
M
i
c
h
e
l

B
e
n
o
i
t
1
7
1
5
-
1
7
7
4
)
　
の
第
三
通
便
り
で
､
｢
イ
エ
ズ
ス
会
士
書
簡
集
｣
第
二
四
巻

(
カ
ニ
エ
･
フ
ェ
ラ
マ
リ
ヨ
ン
出
版
社
1
九
九
七
年
)
　
で
あ
る
)
｡
ま
た
､
イ
ギ
-
ス
の

ジ
ョ
ー
ジ
三
世
か
ら
清
朝
皇
帝
に
｢
天
像
儀
｣
が
贈
ら
れ
た
｡
当
時
､
中
国
に
派
遣
さ

れ
た
メ
ン
バ
ー
の
ウ
イ
レ
ン
･
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
が
そ
の
　
｢
天
像
儀
｣
を
ス
ケ
ッ
チ
し

た
｡
現
在
､
そ
の
天
像
儀
は
ロ
ン
ド
ン
大
英
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
銭
徳
明

(
ジ
ー
ン
･
ジ
ョ
ゼ
フ
)
(
J
e
a
n
-
J
o
s
e
p
h
-
M
a
r
i
e
 
A
m
i
o
t
1
7
1
8
-
1
7
9
3
)
　
フ
ラ
ン
ス

イ
エ
ズ
ス
会
の
教
士
で
､
一
七
四
〇
年
中
国
に
い
っ
た
｡
天
文
学
者
､
作
家
｡
彼
は

｢
満
文
文
法
｣
､
｢
満
文
辞
書
｣
な
ど
の
中
国
を
関
す
る
著
作
を
編
纂
し
た
､
そ
の
中
､

特
に
彼
は
北
京
に
い
た
宣
教
師
た
ち
と
と
も
に
共
同
で
中
国
雑
纂
｣
を
編
纂
し
た
｡
蒋

友
仁
は
フ
ラ
ン
ス
･
ア
ウ
ツ
ン
に
生
ま
れ
'
父
は
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
大
臣
で
あ
る
｡
彼

は
1
七
三
七
年
三
月
一
八
日
ナ
ン
シ
学
院
で
数
学
を
学
び
'
そ
の
後
､
天
文
学
を
学
ん

二
二
六

だ
｡
1
七
四
四
年
七
月
1
二
日
ラ
-
ア
ン
号
船
に
乗
っ
て
中
国
に
着
い
た
｡
著
名
な
円

明
園
の
｢
大
水
法
｣
(
噴
水
池
)
は
郎
世
撃
と
彼
が
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
｡

(
7
)
　
｢
P
E
I
N
T
R
E
S
J
E
S
U
I
T
B
S
E
N
C
H
I
N
E
M
I
C
H
E
L
B
E
U
R
D
E
L
E
Y
｣
(
P
a

A
n
t
h
e
s
e
1
9
9
7
)
か
ら
の
中
国
語
の
翻
訳
で
あ
る
｡
｢
西
方
発
見
中
国
｣
　
(
二
〇
〇
二

年
一
月
)
　
二
一
頁
｡

(
-
)
　
作
品
は
も
と
も
と
北
京
宮
殿
養
心
殿
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
が
､
そ
の
後
日
本
に
渡
り

個
人
の
収
蔵
家
杉
村
勇
造
氏
の
所
有
と
な
っ
て
現
在
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
｡

(
-
)
　
原
資
料
は
｢
郎
世
寧
画
第
五
集
｣
(
台
北
国
立
博
物
院
出
版
)
　
で
あ
る
｡
こ
の
資
料

は
東
京
国
立
博
物
館
の
文
献
で
あ
る
｡

(
S
)
　
ア
ッ
テ
レ
　
二
七
〇
二
～
一
七
六
八
)
漢
名
は
王
致
誠
｡
フ
ラ
ン
ス
の
人
｡
ジ
エ
ス

イ
ッ
ト
教
団
の
宣
教
師
と
な
っ
た
｡
乾
隆
三
年
(
一
七
三
八
)
　
に
渡
清
し
た
｡
乾
隆
帝

に
仕
え
て
内
廷
画
師
と
な
っ
た
｡
馬
や
人
物
を
描
-
の
を
得
意
と
し
､
｢
十
駿
図
｣
や

｢
守
護
天
使
｣
な
ど
を
描
い
た
｡
朗
世
寧
ら
と
と
も
に
｢
乾
隆
西
域
武
功
図
｣
を
合
作

し
た
｡
の
ち
に
北
京
で
没
し
た
｡
(
｢
中
国
史
人
物
事
典
｣
清
そ
の
二
よ
り
)

ォ
)
　
｢
イ
エ
ズ
ス
会
士
書
簡
集
｣
第
2
4
巻
(
カ
ニ
エ
･
フ
ェ
ラ
マ
-
ヨ
ン
出
版
社
一
九
九

七
年
)
｡
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