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今
日
お
話
し
す
る
テ
ー
マ
は
、「
中
国
古
代
美
術
の
海
外
流
出
」
で
す
。
昨

年
一
年
間
長
期
研
修
を
い
た
だ
き
、
そ
の
テ
ー
マ
が
、「
中
国
古
代
考
古
美
術

資
料
の
調
査
と
研
究
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
中
国
の
い
わ
ゆ
る
文
物
が
海
外

に
大
量
に
流
れ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い

の
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
館
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
何
の
た
め
に
見

る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
博
物
館
の
も
の
が
、
い
つ
中
国
で
出
土
し
て
、
そ
の

博
物
館
に
い
つ
寄
贈
さ
れ
た
の
か
と
い
う
情
報
に
注
目
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
も
の
が
、
元
は
中
国
の
ど
こ
で
発
掘
さ
れ
、
い
つ
の

時
代
の
も
の
で
あ
る
の
か
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
歴
史
の
資
料
と
し
て
の
価
値
が

見
出
せ
ま
す
。

　

単
に
美
術
品
と
し
て
一
級
品
で
、
こ
れ
は
非
常
に
美
し
い
と
か
、
素
晴
ら
し

い
出
来
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
形
や
物
も
大
事
で
す
が
、

そ
れ
が
歴
史
的
に
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
意
味
付

け
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
作
業
を
一
年
間
し
て
き
ま
し
た
。

　

訪
れ
た
と
こ
ろ
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
も
含
ま
れ
ま
す
。
安
徽
省
の
博
物
館
は

現
在
は
安
徽
博
物
院
と
言
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
大
英

博
物
館
、
こ
こ
に
中
国
美
術
、
青
銅
器
、
玉
器
、
陶
磁
器
、
書
画
な
ど
、
一
九

世
紀
後
半
以
降
の
個
人
の
所
蔵
品
を
寄
贈
し
た
も
の
が
大
変
多
い
よ
う
で
す
。

　

ロ
ン
ド
ン
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
郊
外
に
は
ア
シ
ュ
モ
レ
ア
ン
美

術
・
考
古
学
博
物
館
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
変
古
く
、
一
六
八
三
年
に
は
成
立
し

て
い
る
と
い
う
博
物
館
で
す
。
こ
こ
に
も
、
個
人
の
寄
贈
の
中
国
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
あ
り
ま
す
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
、
こ
れ
は
一
八
五
一
年
に

ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
が
行
わ
れ
た
直
後
に
産
業
博
物
館
が
で
き
、
そ
れ
が
も

と
に
な
っ
て
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
と
な
り
、
そ
の
後
、
ビ
ク
ト
リ

ア
女
王
と
夫
の
ア
ル
バ
ー
ト
公
の
名
前
を
取
っ
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン

ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
と
改
名
さ
れ
、
こ
こ
に
も
た
く
さ
ん
の
中
国
か
ら
持

っ
て
き
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

パ
リ
に
行
き
ま
す
と
、
何
と
い
っ
て
も
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
と
い
う
人
物
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
集
め
た
ギ
メ
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
長
谷
川
正
子
さ
ん
と
い
う
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司
書
の
方
に
い
ろ
い
ろ
伺
い
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、
展
示
品

に
あ
る
種
の
記
号
が
付
い
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ギ
メ
美
術
館

に
は
、
一
九
四
五
年
に
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
あ
る
ア
ジ
ア
美
術
の
も
の
を
全
部

移
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
は
、
ル
ー
ブ
ル
に
行
っ
て
も
中
国
の
美

術
品
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
Ｍ
Ｇ
」
は
ギ
メ
個
人
が
も
と
も
と
購
入
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、「
Ｍ

Ａ
」
は
一
九
四
二
年
以
降
の
購
入
品
で
す
。「
Ａ
Ａ
」
は
、
一
九
三
二
年
か
ら

三
九
年
、
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の
ア
ジ
ア
芸
術
部
門
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
も

の
で
、
ギ
メ
美
術
館
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
Ｅ
Ｏ
」

と
い
う
の
は
、
一
九
三
二
年
以
前
の
ル
ー
ブ
ル
極
東
部
門
の
所
蔵
品
、
こ
れ
が

ギ
メ
の
美
術
館
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
れ
を
探
る
意
味
で
は
、

こ
の
「
Ｍ
Ａ
」「
Ｍ
Ｇ
」「
Ａ
Ａ
」「
Ｅ
Ｏ
」
と
い
う
の
は
大
変
重
要
で
す
。

　

同
じ
パ
リ
に
、
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
は
実

業
家
で
、
も
と
も
と
イ
タ
リ
ア
人
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
入
り
ア
ジ
ア
の
所
蔵

品
を
集
め
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
大
変
重
要
な
も
の
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
に
行
き
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
に
東
ア
ジ
ア
芸
術
博
物
館
、
日

本
で
は
、
ケ
ル
ン
市
立
東
洋
美
術
館
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
学
習
院
大
学
の
図
書

館
を
設
計
し
た
前
川
國
男
が
日
本
庭
園
と
建
物
を
設
計
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
ア

ジ
ア
の
美
術
品
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
美
術
品
も
含
め
て
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

北
京
に
行
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
、
一
九
九
八
年
に
設
立
さ
れ
た
博
物
館
、
保

利
（
パ
オ
リ
）
と
い
う
集
団
公
司
、
国
営
の
企
業
が
博
物
館
を
造
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
中
国
で
初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
す
。
保
利
芸
術
博
物
館
に
も
行
き
ま
し
た
。

　

こ
の
国
営
企
業
は
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
海
外
で
、
い
わ
ゆ
る

中
国
の
あ
る
種
の
軍
事
産
業
に
関
係
が
あ
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ

で
得
た
利
益
で
海
外
に
流
出
し
た
も
の
を
お
金
で
買
い
戻
す
と
い
う
こ
と
を
や

っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
博
物
館
に
あ
る
も
の
は
、
ど
こ
で
誰
か
ら
買

っ
た
か
と
い
う
情
報
は
全
く
表
に
は
出
て
い
ま
せ
ん
。

　

北
京
で
は
恭
王
府
博
物
館
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
清
朝

の
皇
族
の
奕
訢
と
い
う
、
西
太
后
と
同
時
期
に
、
西
太
后
と
権
力
を
二
分
し
た

と
い
う
清
朝
の
貴
族
の
邸
宅
で
す
。
大
変
広
大
な
敷
地
が
、
今
は
博
物
館
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
収
蔵
庫
が
あ
り
、
今
は
、
も
う
中
に
は
な
い
の
で

す
が
、
玉
器
を
入
れ
た
部
屋
、
磁
器
を
入
れ
た
部
屋
、
銅
、
錫
と
い
う
青
銅
器

を
入
れ
た
部
屋
な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
青
銅
器
が
二
万
五
九
三
七
点
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
常
品
で
は
、
白
玉
の
杯
が
一
二
〇
、
銀
の
お
椀
が

三
二
、
水
晶
の
杯
が
一
二
〇
、
金
を
象
眼
し
た
象
牙
の
箸
が
二
〇
〇
あ
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
一
二
年
、
日
本
の
山
中
商
会
が
こ
の
宝
蔵
庫
の
美

術
品
を
一
括
し
て
購
入
し
て
世
界
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

ロ
ン
ド
ン
の
ニ
ュ
ー
・
ボ
ン
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
は
、
山
中
商
会
の
ロ
ン
ド
ン

支
店
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
建
物
は
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
写
真
を
撮
っ

て
き
ま
し
た
。

　

国
家
博
物
館
は
か
つ
て
の
中
国
歴
史
博
物
館
で
、
天
安
門
広
場
に
あ
り
ま
す
。

現
在
、
海
外
所
蔵
の
中
国
美
術
品
に
大
変
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の

保
利
芸
術
博
物
館
は
、
買
い
戻
す
と
い
う
仕
事
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
、
調
査
を

し
て
、
大
変
豪
華
版
の
図
録
を
作
り
始
め
て
い
ま
す
。
大
英
博
物
館
、
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館
、
そ
し
て
、
日
本
の
住
友
の
泉
屋
博

古
館
の
図
録
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
海
外
の
中
国
文
物
に
関
心
を
持
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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研
修
中
に
、
日
本
の
国
内
の
美
術
館
、
博
物
館
に
も
度
々
足
を
運
び
ま
し
た
。

東
京
国
立
博
物
館
の
東
洋
館
に
は
、
中
国
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
、
唐
三
彩
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
一
九
三
二
年
、
非
常
に
早
い
時
代
に
、
横
河
民
輔
が
個
人
で
集
め
た
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
回
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
個
々
の
美

術
館
を
紹
介
し
て
い
く
よ
り
は
、
一
つ
の
歴
史
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
ま
と
め

て
お
話
し
た
方
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
年
表
に
従
っ
て
お
話
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

流
出
前
史

　

ま
ず
、「
流
出
前
史
」
と
は
、
一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
、
ま
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
が
ア
ヘ
ン
戦
争
、
そ
し
て
、
ア
ロ
ー
号
戦
争
で
中
国
、
北
京
に
入
り
、
そ

こ
で
得
ら
れ
た
文
物
を
海
外
に
持
ち
出
す
前
の
時
代
で
す
。
中
国
側
で
は
、
乾

隆
帝
が
大
変
中
国
の
文
物
に
造
詣
が
深
く
、
い
わ
ゆ
る
紫
禁
城
、
故
宮
に
所
蔵

し
て
あ
る
青
銅
器
を
調
査
し
て
図
録
を
作
り
ま
し
た
。「
西
清
古
鑑
」
と
い
う

本
が
一
七
四
九
年
に
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
青
銅
器
一
五
二
九
点
の
挿
絵
が
載
っ

て
い
ま
す
。
伝
世
の
中
国
青
銅
器
は
、
こ
れ
が
漢
の
時
代
で
あ
っ
た
り
、
秦
の

時
代
で
あ
っ
た
り
、
唐
の
時
代
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
宮
中

で
収
蔵
し
て
い
た
の
が
、
清
朝
の
特
に
乾
隆
帝
の
時
代
で
す
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
、
あ
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
開
催
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
に

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
（
在
位
一
七
四
〇
│
一
七
八
六
）
の
サ
ン
ス
ー
シ
宮
殿

が
あ
り
、
そ
こ
に
中
国
の
茶
館
（C

h
in

esisch
es T

eeh
a

u
s

）
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
聞
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
行
き
ま
し
た
。
茶
館
の
中
は
開
放
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、
中
国
の
文
化
に
対
し
て
、
あ

る
種
、
崇
拝
す
る
面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
（C

h
in

o
iserie

）

と
い
う
考
え
方
で
す
が
、
ま
さ
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
も
、
中
国
の
お
茶
を

こ
の
館
で
味
わ
い
ま
し
た
。
何
を
も
と
に
し
た
建
物
で
あ
る
の
か
ま
だ
私
も
検

証
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
少
し
怪
し
げ
で
す
。
こ
の
庭
に
は
、
雍
正
元
年
（
一
七

二
三
年
）
と
い
う
雍
正
帝
の
元
年
の
年
号
の
入
っ
た
青
銅
の
香
炉
の
台
が
一
つ

置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
略
奪
品
で
は
な
く
て
、
清
朝
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
で
す
。
茶
館

は
、
金
ぴ
か
の
、
こ
の
色
合
い
が
ま
た
ち
ょ
っ
と
異
様
な
色
使
い
な
ん
で
す
が
、

そ
の
屋
根
の
頂
上
に
あ
ぐ
ら
を
組
ん
で
、
足
を
組
ん
で
、
傘
を
持
っ
て
い
る
男

性
が
座
っ
て
い
ま
す
。
で
、
ま
た
、
顎
に
は
清
朝
人
の
ひ
げ
を
た
く
わ
え
た
人

物
の
像
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
シ
ノ
ワ
ズ
リ
と
い
う
の
は
、
一
七
世
紀
後
半
か

ら
一
九
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
中
国
文
化
に
対
す
る
あ
る
種
の
憧
れ
が
あ
り
、

そ
れ
は
、
陶
磁
器
で
あ
り
、
お
茶
で
あ
り
、
中
国
の
家
具
で
し
た
。

　

大
英
博
物
館
に
も
、
パ
ー
シ
バ
ル
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
の
中
国
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

あ
り
ま
す
。
大
変
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア

ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
も
、
陶
磁
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ガ

ラ
ス
の
中
に
無
造
作
に
詰
め
込
む
よ
う
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
、
陶
磁
器
に
対
す
る
収
集
を
盛
ん
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期
の
清
朝
の
時
代
、
出
土
品
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
中
国
国
家
博

物
館
の
大
孟
鼎
と
い
う
大
き
な
鼎
で
す
。
清
の
道
光
年
間
（
一
八
二
一
│
一
八

五
〇
）
に
、
陝
西
省

県
と
い
う
と
こ
ろ
で
単
独
で
出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
流

れ
が
、
こ
の
国
家
博
物
館
で
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
一
つ
の
例
と
し

て
大
変
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

県
で
出
土
し
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
郷
紳
と
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い
う
地
元
の
退
職
官
僚
、
科
挙
官
僚
の
地
方
の
名
士
が
そ
れ
を
保
持
し
て
所
蔵

し
て
い
た
。
や
が
て
、
太
平
天
国
の
乱
を
鎮
圧
し
、
西
洋
の
軍
事
技
術
を
導
入

し
た
洋
務
運
動
で
も
知
ら
れ
る
左
宗
棠
と
い
う
陝
西
総
督
に
な
っ
た
軍
人
が
そ

れ
を
所
有
し
た
。
そ
し
て
、
何
人
か
の
手
を
経
て
一
九
五
一
年
に
上
海
博
物
館

が
収
得
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
、
一
九
五
九
年
に
は
、
北
京
の
歴
史
博
物

館
に
移
管
さ
れ
た
。
清
朝
の
時
代
に
は
、
出
土
し
た
も
の
が
、
す
ぐ
中
央
に
献

上
さ
れ
ず
に
地
方
に
残
さ
れ
、
の
ち
に
博
物
館
に
入
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
流

れ
が
一
つ
あ
る
の
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。

①
一
九
世
紀
後
半
ア
ロ
ー
号
戦
争
後
の
清
朝
文
物
の
流
出

　

一
九
世
紀
後
半
の
ア
ロ
ー
号
戦
争
（
一
八
五
六
│
一
八
六
〇
）
後
、
清
朝
の

文
物
が
流
出
し
て
い
た
。
英
仏
連
合
軍
は
北
京
を
占
領
す
る
と
い
う
事
態
の
中

で
、
憧
れ
で
あ
っ
た
中
国
の
文
物
と
出
会
い
ま
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
（
在
位

一
八
五
二
│
一
八
七
〇
）
の
皇
后
の
ウ
ジ
ェ
ニ
ー
・
ド
・
モ
ン
テ
ィ
ジ
ョ
と
い

う
皇
后
の
収
集
品
が
、
パ
リ
の
郊
外
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
城
と
い
う
、
も

と
も
と
皇
帝
た
ち
の
避
暑
地
で
あ
り
、
狩
り
の
場
所
の
城
の
中
の
一
つ
の
部
屋

に
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、
小
さ
な
看
板
が
あ
り
、
ミ
ュ
ゼ
・
シ
ノ
ワ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
中
国
博
物
館
と
漢
語
表
記
が
し
て
あ
り
ま
す
。
博
物
館
に
し
て
は

小
さ
く
、
シ
ノ
ワ
ズ
リ
の
一
つ
の
中
国
趣
味
、
皇
后
の
部
屋
で
す
。
中
国
語
で

も
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
は
英
仏
連
合
軍
が
北
京
に
入
っ

た
と
き
に
略
奪
し
た
も
の
を
展
示
し
て
あ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
言
っ
て
い
ま

す
。

　

実
は
、
こ
こ
に
最
近
泥
棒
が
入
っ
て
持
っ
て
い
か
れ
た
と
い
う
情
報
が
あ
り

ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
い
う
こ
と
を
書
く
と
刺
激
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
戸
棚

に
は
、
実
は
す
ご
く
い
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
七
宝
の
類
だ
と
か
、

白
磁
の
お
椀
だ
と
か
、
白
玉
、
翡
翠
、
黄
金
製
の
壺
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

北
京
の
保
利
芸
術
博
物
館
に
は
、
こ
れ
は
、
レ
プ
リ
カ
の
十
二
支
、
獣
首
人

身
像
が
あ
り
ま
し
た
。
英
仏
連
合
軍
が
北
京
の
円
明
園
に
入
り
ま
し
た
。
円
明

園
の
西
洋
風
の
庭
園
に
噴
水
が
あ
り
、
噴
水
に
は
下
半
身
は
人
間
、
頭
は
十
二

支
の
動
物
の
銅
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
時
計
式
に
な
っ
て
い
て
、
時
刻
が
来

る
と
、
そ
こ
の
方
向
の
動
物
の
口
が
水
を
出
す
、
そ
の
よ
う
な
か
ら
く
り
の
あ

る
も
の
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
略
奪
に
あ
っ
て
世
界
中
に
散
ら
ば
っ
た
の
で

す
。
保
利
は
、
こ
れ
を
香
港
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
幾
つ
か
買
い
取
り
ま
し
て
、

今
、
本
物
が
倉
庫
に
あ
り
ま
す
。
四
つ
の
水
時
計
、
豚
、
中
国
で
は
イ
ノ
シ
シ

で
は
な
く
て
、
十
二
支
は
豚
で
す
。
そ
し
て
、
猿
、
虎
、
牛
の
頭
像
が
並
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
購
入
し
て
い
く
の
が
、
こ
の
保
利
集
団
の
博
物

館
で
す
。

　

こ
の
時
期
に
、
例
え
ば
大
英
博
物
館
に
一
八
八
三
年
に
寄
贈
さ
れ
た
漢
代
の

燭
台
が
あ
り
ま
す
。
金
・
銀
で
作
ら
れ
た
、
台
の
と
こ
ろ
が
金
、
そ
の
ほ
か
は

銀
で
す
。
一
八
八
三
年
と
書
い
て
あ
る
情
報
は
、
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い

う
と
、
こ
れ
は
ま
だ
出
土
し
て
、
考
古
学
的
な
発
掘
を
し
た
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
北
京
に
あ
る
ど
こ
か
の
宮
殿
や
紫
禁
城
か
、
ど
こ

か
に
あ
る
も
の
を
海
外
に
、
あ
る
種
、
略
奪
し
て
持
っ
て
い
っ
た
も
の
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
所
蔵
品
は
、
ア
ロ
ー
戦

争
で
、
英
・
仏
の
将
軍
た
ち
が
持
ち
帰
っ
て
ロ
ン
ド
ン
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
や

り
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
入
手
し
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
同
じ
燭
台
は
、
い
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わ
ゆ
る
伝
世
品
と
言
っ
て
、
地
下
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
非
常
に
色
合
い
も
よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
美
術
館
に
も
あ
り
ま
す
。
青
銅
壺
一

八
九
六
年
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
情
報
が
あ
り
、
こ
れ
も
、
考
古
学
的
な
出
土

品
で
は
な
く
て
、
伝
世
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
英
博
物
館
の
青
銅
製
の
動
物
は
、
一
八
八
三
年
、
一
八
八
二
年
の
収
蔵
品
で

す
。
青
銅
で
、
金
で
象
眼
し
て
い
る
動
物
を
あ
し
ら
っ
た
も
の
で
す
。

　

一
つ
は
何
か
の
台
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
動
物
で
す
。
も
う
一
つ
は
ト
ラ
か
、

牛
か
、
何
か
動
物
の
、
い
わ
ゆ
る
闘
争
文
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

ノ
ー
ザ
ン
チ
ャ
イ
ナ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
左
側
は
南
中
国
、
右
側
が
北
中
国

と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
闘
争
文
様
と
い
う
の
は
一
般
に
北
の
中
国

で
作
ら
れ
た
の
で
、
そ
う
い
う
情
報
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
同
じ
く

セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
で
一
八
九
六
年
で
す
か
ら
、
伝
世
品
の
鼎
で
す
。

　

私
の
話
の
中
に
、
岡
倉
天
心
と
、
天
心
に
付
き
添
っ
て
中
国
に
行
っ
た
早
崎

稉
吉
、
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
木
村
武
山
の
話
を
所
々
入
れ
て
い
き
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
私
が
海
外
の
美
術
・
文
物
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
天
心
の
弟

子
で
あ
る
木
村
武
山
と
い
う
お
弟
子
さ
ん
が
、
大
量
に
中
国
の
文
物
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
の
を
三
年
以
上
前
か
ら
少
し
調
査
を
続
け
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

早
崎
は
、
一
八
九
三
年
、
岡
倉
天
心
と
一
緒
に
中
国
へ
入
り
ま
し
た
。
一
八

九
三
年
に
初
め
て
岡
倉
天
心
と
早
崎
稉
吉
は
中
国
に
入
り
ま
し
た
。
三
カ
月
か

け
て
中
国
を
旅
行
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
な
文
物
と
出
会
っ
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
、
購
入
す
る
と
い
う
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

早
崎
は
、
そ
の
後
、
東
京
の
博
物
館
や
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
仕
事
で
中
国

に
入
っ
て
、
北
京
の
古
美
術
商
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
書
画
、
陶
器
、
青
銅
器
を

購
入
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
天
心
は
、
一
九
一
三
年
、
大
正
二
年
に
亡
く
な

り
ま
す
の
で
、
天
心
の
あ
と
、
彼
は
、
細
川
護
立
な
ど
と
の
関
係
で
、
そ
の
早

崎
が
入
手
し
た
も
の
が
日
本
に
も
あ
る
。

②
二
〇
世
紀
初
頭
義
和
団
事
件
後
の
清
朝
文
物
の
流
出

　

次
の
時
期
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
義
和
団
事
件
後
の
清
朝
の
文
物
の
流
出
で

す
。
ア
ロ
ー
号
戦
争
に
続
い
て
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
一
年
、
こ
れ
は
、

欧
米
列
強
、
日
本
も
含
め
て
、
義
和
団
と
い
う
一
種
の
民
衆
反
乱
が
あ
っ
た
と

き
に
、
そ
れ
を
鎮
圧
す
る
と
い
う
名
目
で
北
京
に
入
り
ま
し
た
。

　

ケ
ル
ン
の
美
術
館
に
布
製
の
旗
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
〇
〇

年
か
ら
一
九
〇
一
年
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
明
ら
か
に
義
和
団
事
件
に
関
係

の
あ
る
、
何
か
記
念
品
の
よ
う
な
旗
で
す
が
、
列
強
が
北
京
に
、
四
万
五
〇
〇

〇
の
八
カ
国
の
連
合
軍
が
入
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
一
年
近
く
北
京
に
い
ま
し

た
の
で
、
そ
の
と
き
に
、
ま
た
た
く
さ
ん
の
文
物
を
外
に
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

旗
の
数
は
、
も
し
か
し
た
ら
北
京
議
定
書
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス

ペ
イ
ン
も
参
加
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
一
カ
国
が
関
係
あ
る
も
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

こ
の
時
期
に
、
虎こ

ゆ
う

と
い
う
、
大
変
面
白
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ゆ
う

と
い
う

の
は
、
青
銅
の
お
酒
を
入
れ
る
器
で
す
が
、
取
っ
手
が
あ
り
ま
す
。
取
っ
手
の

あ
る
も
の
を

と
言
い
ま
す
。
ト
ラ
の
形
を
し
て
い
る
の
で
、
虎

と
呼
び
ま

す
。
こ
れ
が
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
美
術
館
に
あ
り
ま
す
。

　

セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
の
美
術
館
の
も
の
は
、
辛
亥
革
命
後
に
流
出
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
、
京
都
の
泉
屋
博
古
館
に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
住
友
家
が
一
九
〇
三
年
に
購
入
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
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り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
九
〇
三
年
に
購
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
義
和
団
事

件
直
後
に
流
出
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

非
常
に
よ
く
似
た
も
の
で
す
が
、
細
か
く
比
較
し
て
み
る
と
、
全
く
同
じ
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
青
銅
器
と
い
う
の
は
、
同
じ
も

の
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
粘
土
で
焼
い
た
型
で
作
る
の
で
す
が
、
い
っ
た
ん

そ
の
中
に
青
銅
を
注
入
し
た
ら
、
型
を
壊
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ

の
も
の
か
ら
型
を
作
っ
て
同
じ
も
の
を
作
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
同
じ
大
き

さ
で
同
じ
も
の
を
作
る
の
は
難
し
い
で
す
。
じ
っ
く
り
比
べ
て
い
っ
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
ど
う
も
同
じ
型
で
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

　

日
本
に
あ
る
も
の
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
も
の
、
こ
れ
が
、
非
常
に
密
接
な

関
係
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。
で
、
流
出
と
い
っ
て
も
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ

り
ま
す
。
骨
董
商
が
購
入
し
た
も
の
を
、
先
ほ
ど
の
山
中
商
会
の
よ
う
に
、
そ

れ
を
購
入
品
と
し
て
海
外
の
博
物
館
が
購
入
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。
左
側
は
私
が
撮
っ
た
写
真
で
、
右
側
が
泉

屋
博
古
館
の
図
録
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
。
最
初
は
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
か
な
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
ラ
の
口
の
真
ん
中
に
人

物
の
頭
が
あ
り
、
左
に
顔
を
向
け
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
の
手
が
ト
ラ
の
口
の

両
側
に
あ
り
、
ト
ラ
の
前
足
の
爪
が
人
物
の
背
に
あ
り
ま
す
。
ト
ラ
は
後
ろ
足

で
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
が
、
ト
ラ
の
口
を
開
け
た
中
に
頭
を
入
れ
る
よ

う
な
か
た
ち
で
す
。

　

こ
れ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
、
こ
の
ト
ラ
は
、
ト
ラ
に
似
て
い
な
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
の
説
明
だ
と
、
母
ト
ラ
に
似

た
ネ
コ
科
の
動
物
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
母
ト
ラ
か
と
い
う
と
、
一
説

に
、
子
ど
も
に
乳
を
あ
げ
て
い
る
姿
で
あ
る
と
し
、
ト
ラ
が
子
ど
も
に
乳
を
あ

げ
る
と
い
う
伝
説
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
ど
う
見
て
も
、
こ
の
人
物

は
、
乳
を
飲
む
よ
う
な
子
ど
も
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

　

男
の
子
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
足
を
、
こ
の
ト
ラ
の
前
足
の
甲
の
と
こ
ろ
に

乗
せ
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
と
し
が
み
つ
い
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
ト
ラ
が
人

間
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
饕と
う

餮て
つ

の
語
源
に
関
係
す
る
、
人
間
を
食

べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
羅
振
玉
の
説
で
す
。

し
か
し
、
ど
う
も
両
方
が
お
互
い
に
情
感
を
通
じ
て
い
る
よ
う
な
、
非
常
に
じ

ゃ
れ
合
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ
に
私
に
は
思
え
ま
す
。

　

よ
く
見
ま
す
と
ト
ラ
の
牙
が
見
え
ま
す
。
前
の
歯
は
、
泉
屋
の
も
の
は
比
較

的
そ
ろ
っ
て
い
る
。
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
の
も
の
は
少
し
欠
け
て
い
ま
す
。
細
か
く

見
る
と
違
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
鏡
の
場
合
に
は
、
同
笵
鏡
と
い
う

言
葉
が
あ
っ
て
、
同
じ
鋳
型
か
ら
同
じ
も
の
を
作
る
。
い
っ
た
ん
型
を
壊
し
て

も
作
る
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
同
笵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
は
重
要
な
情
報
は
、
湖
南
省
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
湖
南
省
、
泉

屋
の
も
の
は
寧
郷
と
い
う
県
名
ま
で
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
湖
南
省
で
、

同
じ
と
こ
ろ
で
作
っ
た
も
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
、
泉
屋
の
も
の
の
ほ
う
が
彫

り
が
深
く
て
精
巧
で
す
の
で
、
こ
れ
を
作
っ
た
の
ち
に
、
こ
れ
を
基
に
、
観
察

し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
こ
れ
を
作
っ
た
の
か
な
と
、
そ
ん
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

湖
南
省
で
は
、
お
墓
の
中
か
ら
出
土
せ
ず
に
、
山
の
中
に
こ
う
い
う
も
の
を

埋
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
山
と
か
川
と
か
、
自
然
を
祭
祀
す
る
と
き
に
、
こ

の
道
具
を
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
殷
墟
な
ど
の
北
方
で
は
、
被
葬
者
の
墓

の
中
に
入
れ
る
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い
る
。
湖
南
省
で
は
、
動
物
を
丸
ご
と

表
現
し
た
青
銅
器
が
多
い
の
で
す
。

　

岡
倉
天
心
に
は
四
人
の
弟
子
が
い
ま
す
が
、
木
村
武
山
は
、
一
番
若
い
弟
子
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で
す
。
天
心
は
、
ボ
ス
ト
ン
に
行
き
、
大
英
博
物
館
に
も
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
当
時
何
を
見
て
き
た
の
か
大
変
気
に
な
り
ま
す
。
弟
子
の
一
人
の
下
村
観
山

は
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
ま
し
た
が
、
木
村
武
山
は
、
北
茨
城
の
五
浦
に
移
っ

た
日
本
美
術
院
で
創
作
活
動
を
し
ま
し
た
。

　

武
山
は
一
九
〇
七
年
に
阿
房
劫
火
と
い
う
作
品
を
描
き
ま
し
た
。
武
山
の
作

品
と
い
う
の
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
傾
向
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
明
治
時

期
に
は
、
歴
史
画
を
よ
く
描
き
、
大
正
に
な
っ
て
静
物
画
、
そ
し
て
昭
和
に
な

っ
て
仏
教
画
を
描
き
、
一
九
四
二
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
武
山
の
作
品
で
最
初
に
大
変
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
歴
史
画
で
す
。
阿

房
劫
火
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
阿
房
宮
と
い
う
宮
殿
が
、
項
羽
に
攻
め
ら
れ
て
焼

か
れ
る
と
い
う
場
面
を
見
事
に
描
い
た
、
大
変
に
素
晴
ら
し
い
迫
力
の
あ
る
作

品
で
す
。
で
も
、
よ
く
見
ま
す
と
、
な
ぜ
武
山
は
阿
房
宮
を
描
け
た
の
か
な
と

疑
問
を
持
ち
ま
す
。
阿
房
宮
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
宮
殿
か
わ
か
ら
な
い
は

ず
で
す
。
作
品
を
よ
く
見
る
と
、
木
造
の
建
物
が
あ
り
、
レ
ン
ガ
状
の
城
壁
が

あ
り
ま
す
。
武
山
は
、
中
国
の
現
地
を
見
て
い
ま
せ
ん
が
、
早
崎
稉
吉
の
写
真

を
見
て
い
ま
す
。

　

早
崎
は
一
九
〇
五
年
に
西
安
に
行
き
ま
す
。
西
安
は
今
で
も
明
・
清
時
代
の

城
壁
が
残
っ
て
い
る
街
で
す
。
早
崎
稉
吉
は
古
写
真
を
撮
っ
て
い
ま
す
。
古
代

に
は
な
い
レ
ン
ガ
造
り
の
城
壁
と
城
楼
の
建
物
に
火
を
つ
け
て
燃
や
し
た
の
が
、

阿
房
劫
火
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
ま
し
た
。
阿
房
宮
の
遺
跡
に
は
何
も
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
早
崎
も
古
跡
よ
り
渭
水
を
臨
ん
だ
ん
だ
と
い
う
写
真
を
持
っ
て

帰
り
ま
し
た
。
恐
ら
く
武
山
は
明
治
の
古
写
真
を
見
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

③
辛
亥
革
命
後
一
九
一
〇
年
代
の
清
朝
文
物
の
流
出

　

次
の
時
期
は
、
一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
起
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
す
。
中

国
の
近
代
史
の
混
乱
と
と
も
に
、
中
国
の
文
物
が
海
外
へ
流
出
し
て
い
き
ま
す
。

辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
〇
年
代
に
、
清
朝
の
文
物
が
数
多
く
流
出
し
ま
し
た
。

北
京
の
故
宮
の
あ
る
建
物
を
見
学
し
ま
し
た
。
建
福
宮
と
い
う
建
物
で
す
。
こ

こ
で
は
、
一
九
二
三
年
六
月
に
火
災
が
起
き
ま
し
た
。
今
は
建
て
直
し
て
い
ま

す
。
こ
の
火
災
が
起
き
た
と
こ
ろ
が
保
存
さ
れ
、
火
災
が
起
き
た
こ
の
柱
の
上

が
炭
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
九
二
三
年
の
辛
亥
革
命
後
も
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
溥
儀
は
、
こ
こ
に

住
み
続
け
て
い
ま
し
た
。
宦
官
た
ち
が
宮
殿
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
文
物
を
こ
っ

そ
り
外
に
持
ち
出
し
て
売
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
発
覚
す
る
の
を
恐

れ
て
、
宦
官
た
ち
が
こ
の
宮
殿
を
焼
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
も
と

も
と
乾
隆
帝
の
文
物
を
所
蔵
し
て
あ
る
宮
殿
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
大
変
惜
し

い
こ
と
に
、
火
災
で
だ
い
ぶ
紛
失
し
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
外
に
流
れ
て
い
ま

し
た
。

　

こ
れ
は
、
ギ
メ
美
術
館
に
は
巨
大
な
青
銅
象
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
動
物

を
丸
ご
と
表
現
し
た
青
銅
器
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
、
巨
大
な
象
で
す
。

殷
の
時
代
の
も
の
で
、
高
さ
が
六
四
セ
ン
チ
、
長
さ
が
九
六
セ
ン
チ
、
非
常
に

か
わ
い
ら
し
い
象
で
す
が
、
こ
れ
は
お
酒
を
入
れ
る
容
器
で
す
。
大
量
の
酒
が

入
り
ま
す
。
背
中
の
と
こ
ろ
に
本
来
ふ
た
が
あ
る
の
で
す
が
、
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
像
は
ア
ジ
ア
象
の
よ
う
で
す
。

　

殷
の
時
代
は
象
の
造
形
が
非
常
に
多
く
、
殷
墟
の
辺
り
に
も
、
か
な
り
象
が

い
た
よ
う
で
す
。
象
形
文
字
の
甲
骨
文
字
の
中
に
も
象
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ド
象
は
イ
ン
ド
に
い
る
か
ら
イ
ン
ド
象
で
す
が
、
中
国
に
も
、
在
来
の
象
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が
ど
う
や
ら
い
た
よ
う
で
す
。
殷
墟
の
婦
好
墓
と
い
う
女
性
の
墓
か
ら
も
、
玉

で
作
っ
た
象
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
英
博
物
館
に
は
石
で
作
っ
た
象
も
あ
り

ま
す
。

　

唐
三
彩
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
美
術
館
に

打
馬
球
の
女
俑
の
唐
三
彩
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
一
四
年
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い

う
情
報
が
あ
り
ま
し
た
。
寄
贈
者
の
名
前
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

女
性
が
馬
に
乗
っ
て
い
る
格
好
を
見
る
と
、
女
性
も
ポ
ロ
競
技
と
い
う
競
技

を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
唐
三
彩
の
打
馬
球
女
俑
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
と
か
ら
写
真

を
撮
っ
た
も
の
を
整
理
し
て
い
ま
し
た
ら
、
こ
こ
に
も
非
常
に
似
た
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
台
北
の
故
宮
博
物
院
に
も
似
た
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。
唐
三
彩
で
女
性
が
ポ
ロ
競
技
を
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

打
馬
球
と
い
う
の
は
、
打
球
を
打
つ
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
ボ
ー
ル
を
打
ち
な
が

ら
す
る
ポ
ロ
競
技
の
こ
と
で
す
。
ギ
メ
美
術
館
の
も
の
は
唐
三
彩
で
は
な
く
て
、

加
彩
と
い
う
、
焼
い
た
上
に
絵
具
を
塗
っ
た
も
の
で
す
。
唐
三
彩
は
、
う
わ
ぐ

す
り
に
鉛
を
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、
光
沢
が
そ
の
ま
ま
残
り
ま
す
。
加
彩
俑
は
、

光
沢
は
な
く
な
っ
て
、
色
も
あ
せ
て
い
ま
す
。

　

ポ
ロ
競
技
と
い
う
の
は
、
馬
の
上
で
は
非
常
に
動
き
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
馬
が
全
然
動
い
て
い
な
い
の
は
奇
妙
で
す
。
ギ
メ
の
加
彩
俑
は
、
非
常
に

迫
力
が
あ
っ
て
、
七
体
の
打
馬
球
俑
が
、
下
に
置
け
ず
、
い
わ
ゆ
る
ギ
ャ
ロ
ッ

プ
状
態
で
駆
け
て
い
ま
す
の
で
、
壁
に
貼
り
付
け
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
七
頭

が
二
つ
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
戦
っ
て
い
る
よ
う
に
展
示
し
て
い
ま
す
が
、
ひ

っ
く
り
返
せ
ば
同
じ
方
向
で
す
。

　

唐
三
彩
の
発
見
は
、
実
は
、
新
し
く
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
九
年
に
河

南
省
の

べ
ん

洛ら
く

鉄
道
と
い
う
、
鄭
州
と
洛
陽
の
間
に
鉄
道
の
敷
設
工
事
を
行
な
っ

た
と
き
に
大
量
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
洛
陽
と
い
う
の
は
、
唐
の
時

代
の
副
都
市
、
副
都
で
あ
る
わ
け
で
す
。
長
安
の
ほ
か
に
、
洛
陽
に
も
同
じ
よ

う
な
都
を
置
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
唐
三
彩
と
い
う
の
は
、
主
に
都
で
作
ら

れ
ま
す
。
最
近
で
は
、
そ
の
窯
元
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

唐
三
彩
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
九
年
以
降
に
博
物
館
に
入
っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
帝
室
博
物
館
が
唐
三
彩
の
壺
を
初
め
て
購
入
し
た
の
は
、
一
九
〇
九
年

ご
ろ
で
す
。
随
分
早
い
時
代
に
日
本
に
も
入
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
九
一
四
年
に
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
美
術
館
に
入
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う

か
た
ち
で
出
土
し
た
も
の
で
す
。
考
古
学
的
な
発
掘
で
は
な
く
、
土
木
工
事
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
が
売
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

木
村
武
山
が
一
九
〇
六
年
ご
ろ
に
唐
美
人
の
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
私
は
、

何
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
か
な
、
な
ぜ
唐
の
女
性
を
描
け
る
の
か
な
と
思
い
ま
し

た
。
別
の
画
家
は
、
唐
美
人
と
言
い
な
が
ら
、
漢
代
の
女
性
の
よ
う
な
姿
で
描

い
た
り
、
ち
ょ
っ
と
間
違
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
武
山
の
も
の
は
正
し
い
の
で

す
。
つ
ま
り
、
唐
の
時
代
の
加
彩
女
性
俑
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

唐
三
彩
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
出
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う

唐
の
女
性
を
ち
ょ
っ
と
現
代
風
に
描
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

漢
代
の
女
性
は
、
日
本
の
和
服
に
近
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
唐
の
女
性
は
、

胸
の
開
い
た
も
の
を
着
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
武
山
は
、
ど

こ
か
で
、
こ
の
唐
三
彩
か
加
彩
俑
な
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う

な
も
の
を
見
て
描
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
突
き
止
め
て
は
い
な
い

の
で
す
が
、
年
代
か
ら
し
て
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ケ
ル
ン
の
美
術
館
に
は
あ
ま
り
参
考
に
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
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一
点
だ
け
気
に
な
り
ま
し
た
。
殷
の
時
代
の
男
子
の
頭
像
で
す
。
殷
の
こ
と
は
、

中
国
で
は
商
と
い
い
ま
す
。
一
九
一
五
年
に
西
安
で
漢
口
に
在
住
し
て
い
た
ド

イ
ツ
人
が
購
入
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
殷
の
時
代
の
大
理
石
の
頭
の
像
は
多

分
首
か
ら
下
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
な
ぜ
西
安
で
骨
董

と
し
て
出
回
っ
て
い
た
の
か
は
謎
で
す
。
先
ほ
ど
の
虎

の
ト
ラ
の
口
の
中
に

入
っ
て
い
る
男
性
と
髪
型
が
そ
っ
く
り
で
す
。

④
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
考
古
発
掘
草
創
期
の
流
出

　

次
の
時
期
は
、
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
で
す
。
実
際
に
考
古
学
的
な
発

掘
が
始
ま
り
ま
し
た
。
河
南
省
の
輝
県
と
い
う
と
こ
ろ
で
東
周
時
代
、
す
な
わ

ち
春
秋
時
代
の
墓
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
三
六
年
当
時
の
発
掘
現
場
の
写

真
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
殷
墟
の
発
掘
も
始
ま
り
ま
す
が
、
正
式

な
発
掘
と
同
時
に
盗
掘
が
行
わ
れ
ま
す
。
正
式
な
発
掘
隊
が
入
る
前
に
流
れ
て

い
た
り
、
あ
る
い
は
、
発
掘
が
始
ま
っ
て
か
ら
も
横
流
し
す
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
、
海
外
に
流
出
し
て
い
ま
す
。

　

北
京
の
国
家
博
物
館
の
子
龍
鼎
は
、
一
九
二
〇
年
河
南
省
の
輝
県
で
出
土
し

た
も
の
と
い
う
情
報
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
子
龍
鼎
と
い
う
の
は
、
子
龍
と

い
う
文
字
の
入
っ
て
い
る
鼎
の
こ
と
で
す
。
高
さ
一
〇
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

直
径
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
非
常
に
大
き
な
円
形
の
鼎
で
す
。

　

情
報
に
よ
り
ま
す
と
、
山
中
商
会
が
こ
れ
を
購
入
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

発
掘
さ
れ
た
と
き
に
、
骨
董
商
が
入
手
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
日
本
の

民
間
に
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
千
石
唯
司
と
い
う
方
で
、
神
戸
、
芦
屋
在
住
の

電
気
会
社
を
し
て
い
る
社
長
さ
ん
で
す
。
そ
の
方
が
購
入
収
集
し
た
青
銅
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
、
鏡
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

子
龍
鼎
が
二
〇
〇
七
年
に
大
阪
美
術
倶
楽
部
で
公
開
さ
れ
ま
す
と
、
み
ん
な

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
中
国
側
は
、
上
海
博
物
館
の
専
門
家
を
調
査
に
派
遣
し

ま
し
た
。
結
局
、
香
港
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け
ら
れ
、
香
港
の
人
が
購
入
し
、

最
終
的
に
は
、
二
〇
〇
六
年
に
国
家
博
物
館
が
こ
れ
を
入
手
し
ま
し
た
。
金
額

は
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
円
で
言
う
と
何
十
億
円
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

ほ
ど
の
値
が
付
く
大
変
な
も
の
で
す
。
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
が
、
文
字
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
価
値
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

東
京
国
立
博
物
館
に
は
、
殷
墟
か
ら
発
掘
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
白
大
理
石

の
怪
獣
の
置
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
時
々
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

安
徽
省
博
物
院
に
は
、
一
つ
の
巨
大
な
鼎
が
あ
り
ま
す
。
一
九
三
三
年
に
楚

の
王
墓
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
、
鉄
道
の
敷
設
工
事
で
発
見
さ
れ

た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
今
で
も
、
何
か
建
築
す
る
た
め
に
土
地
の
調
査

を
す
る
と
、
墓
に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
水
害
が
出
土
の
契
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。
安
徽
省
の
寿
県
で
は
、
一

九
三
三
年
に
大
水
害
が
起
き
ま
し
た
。
寿
県
の
城
壁
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
近
く
水

に
没
す
る
よ
う
な
事
態
で
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
楚
の
王
の
幽
王
（
在
位
前
二

三
七
│
前
二
二
八
）
と
い
う
一
番
最
後
の
こ
ろ
の
王
で
す
。
幽
王
、
哀
王
、
負

芻
と
続
き
、
負
芻
の
と
き
に
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。
地
下
に
墓
を
造
り
ま
す

が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
出
土
品
が
露
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
盗
掘
さ
れ

た
り
し
ま
し
た
。
最
大
級
の
円
鼎
で
す
。
先
ほ
ど
も
最
大
級
と
申
し
ま
し
た
が
、

楚
の
鋳
客
と
い
う
鋳
物
の
職
人
が
製
造
し
た
と
い
う
大
き
い
鼎
で
す
。
こ
れ
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
横
に
、
一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
五
八
年
に
毛
沢
東
が
安
徽

省
の
博
物
館
に
訪
れ
た
と
き
の
写
真
で
す
。
い
か
に
こ
れ
が
大
き
い
か
と
い
う
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こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
毛
沢
東
が
発
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ

ん
な
大
き
な
鼎
だ
っ
た
ら
、
牛
一
頭
を
煮
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
。

少
し
大
げ
さ
で
す
が
、
古
代
で
は
、
豚
だ
と
か
、
牛
だ
と
か
、
羊
を
煮
て
、
先

祖
の
た
め
に
さ
さ
げ
る
器
で
、
下
か
ら
加
熱
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
牛
一
頭
を

屠
殺
し
て
、
こ
れ
で
煮
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
毛
沢
東
が
言
っ

た
言
葉
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。

　

こ
の
鼎
が
発
見
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
に
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
疎
開
し
ま
す
。

故
宮
の
文
物
も
、
ま
ず
南
京
に
行
っ
て
、
そ
の
後
、
四
川
省
に
入
り
ま
す
。
そ

の
文
物
と
一
緒
に
こ
の
大
き
な
鼎
が
四
川
省
に
入
り
ま
し
た
。
日
中
戦
争
に
よ

っ
て
、
北
京
に
あ
っ
た
物
が
南
京
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
四
川
省
に
入
っ
て
い
く
。

こ
れ
は
安
徽
省
の
も
の
で
す
が
、
一
緒
に
こ
れ
が
疎
開
し
た
と
い
う
こ
と
も
初

め
て
知
り
ま
し
た
。

　

同
時
に
発
見
さ
れ
た
青
銅
の
鼎
が
東
京
国
立
博
物
館
に
あ
り
ま
す
。
伝
安
徽

六
安
市
寿
県
出
土
、
一
九
三
〇
年
代
朱
家
集
李
三
孤
堆
楚
国
大
墓
の
出
土
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
一
九
三
三
年
の
水
害
に
よ
る
盗
掘
で
出
た
も
の
で

す
。
こ
れ
は
古
美
術
商
の
坂
本
五
郎
氏
の
母
親
が
東
博
に
寄
贈
し
た
も
の
で
す
。

坂
本
五
郎
氏
は
、
多
く
の
青
銅
器
を
奈
良
の
国
立
博
物
館
に
寄
贈
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
も
の
が
日
本
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

永
青
文
庫
に
あ
る
銀
人
立
像
は
一
九
二
八
年
に
洛
陽
の
金
村
と
い
う
墓
か
ら
出

土
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
大
雨
に
よ
り
遺
跡
が
露
出
し
た
の
で
す
。
盗
掘
さ
れ

て
、
こ
れ
が
Ｃ
・
Ｔ
・
ル
ー
と
い
う
パ
リ
在
住
の
中
国
系
の
骨
董
商
が
購
入
し

て
、
パ
リ
に
い
た
細
川
護
立
が
、
そ
の
も
の
を
見
て
購
入
し
た
と
い
う
も
の
で

す
。

　

夾
き
ょ
う

紵ち
ょ

大
鑑
は
、
先
ほ
ど
の
輝
県
で
発
掘
さ
れ
、
大
倉
集
古
館
が
所
蔵
し
て
い

る
も
の
で
す
。
今
現
在
は
、
大
倉
集
古
館
が
工
事
中
で
す
の
で
、
東
京
の
国
立

博
物
館
に
委
託
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
大
き
な
漆
器
の
大
鑑
と
い
う
大

き
な
器
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
ギ
メ
美
術
館
に
も
あ
り
ま
す
。
一
九
二
三

年
に
山
西
省
輝
県
李
峪
村
な
ど
で
出
土
し
た
も
の
と
い
う
も
の
が
い
く
ら
で
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
記
号
で
言
い
ま
す
と
、
ル
ー
ブ
ル
の
ア
ジ
ア
美
術
部
門

が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
一
九
三
二
年
か
ら
三
六
年
に
所
蔵
し
て
い

た
も
の
で
す
。
一
九
二
三
年
に
は
っ
き
り
と
山
西
省
で
出
土
し
た
も
の
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
の
、
二
頭
の
羊
が
背
中
を
合
わ
せ
て
い
る
尊
と
い
う
お
酒
を
入
れ
る
青

銅
器
が
あ
り
ま
す
。
大
英
博
物
館
と
根
津
美
術
館
に
あ
り
、
武
山
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
も
あ
る
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
武
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
の

は
、
こ
ち
ら
を
似
せ
て
作
っ
た
複
製
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

根
津
美
術
館
と
大
英
博
物
館
が
一
緒
に
並
べ
て
展
示
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

若
干
違
う
の
で
す
が
、
造
形
の
構
成
は
同
じ
で
す
。
こ
れ
は
、
や
は
り
湖
南
省

で
出
土
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ブ
ル
が
入
手
し
て
ギ
メ
に
移
管
さ
れ
た
も
の
に
、
洛
陽
の
金
村
で
出
土

し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
漆
器
の
台
に
、
青
銅
の
怪
獣
が
支
え
て
い
ま
す
。
一

九
二
三
年
に
洛
陽
金
村
で
出
土
し
て
、
大
雨
に
よ
っ
て
盗
掘
さ
れ
、
海
外
に
流

出
し
た
も
の
で
す
。

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
一
九
三
六
年
に

入
手
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の
情
報
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
の
ち
に
一
九

七
七
年
、
中
国
の
殷
墟
に
あ
る
小
屯
一
八
号
墓
か
ら
同
じ
よ
う
な
、

げ
ん

と
い
う
、

青
銅
の
蒸
し
器
で
、
下
に
水
を
沸
騰
さ
せ
て
、
上
が
せ
い
ろ
に
な
っ
て
い
る
も

の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
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ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
も
の
も
殷
墟
で
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
、
大
変
面
白
い
展
覧
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
ロ

ン
ド
ン
中
国
芸
術
国
際
展
覧
会
と
い
う
展
覧
会
、
こ
れ
は
一
つ
の
基
準
に
な
り

ま
す
。
中
国
内
外
の
全
出
品
の
目
録
が
あ
り
、
全
部
で
三
〇
七
九
点
の
図
版
が

あ
り
、
小
田
部
英
勝
氏
か
ら
お
借
り
し
て
い
る
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。
中
国

側
は
故
宮
博
物
院
に
あ
る
伝
世
品
の
ほ
か
に
、
出
土
し
た
ば
か
り
の
も
の
を
展

示
し
ま
し
た
。
河
南
省
博
物
館
で
所
蔵
し
て
い
た
新
鄭
で
出
土
し
た
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
安
徽
省
図
書
館
、
ま
だ
博
物
館
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
図
書
館
が

所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
の
寿
県
で
出
土
の
青
銅
器
で
す
。

そ
う
い
う
も
の
を
、
実
は
、
最
初
は
北
京
に
あ
る
も
の
は
一
時
期
南
京
に
移
し
、

南
京
か
ら
英
軍
の
サ
フ
ォ
ー
ク
と
い
う
、
巡
洋
艦
に
載
せ
て
ロ
ン
ド
ン
ま
で
運

ん
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
ロ
ン
ド
ン
側
は
、
欧
米
に
あ
る
も
の
を
展
示
し
ま
し

た
。
そ
の
図
録
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
白
黒
写
真
で
す
が
、
大
変
役
に
立
ち
ま

す
。
泉
屋
博
古
館
の
虎

と
セ
ル
ニ
ュ
ス
キ
の
虎

が
、
同
時
に
出
品
さ
れ
て

い
ま
す
。
日
本
か
ら
も
、
数
は
少
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
永
青
文
庫
だ
と
か
、

泉
屋
だ
と
か
、
京
都
帝
国
大
学
と
か
が
出
品
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
出

品
し
て
い
ま
す
。
双
羊
尊
も
日
英
双
方
が
出
品
し
ま
し
た
。

　

ど
う
い
う
ふ
う
に
並
べ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
出
合
う

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
一
九
三
五
年
、
一
九
三
六
年
段
階
に
、
こ
う
い
う
も
の

が
既
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た
と
い
う
、
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
意
味
で
は
大
変
貴

重
な
図
録
で
す
。

　

一
九
三
四
年
、
ル
ー
ブ
ル
か
ら
ギ
メ
に
移
管
さ
れ
た
も
の
に
、
戦
国
早
期
の

銅
壺
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
大
変
面
白
い
の
は
、
ち
ょ
っ
と
赤
っ
ぽ
い
の
で
す

け
れ
ど
も
、
青
銅
で
作
り
、
非
常
に
細
か
く
画
像
を
銅
だ
け
の
赤
い
状
態
で
は

め
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
象
眼
し
て
い
る
の
で
す
。
金
・
銀
を
象
眼
す
る
の
で

は
な
く
て
、
純
銅
を
青
銅
の
上
に
象
眼
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
画
像
は
見
え

な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
陸
戦
と
か
、
水
戦
と
か
、
戦
争
の
場
面
と
か
、
そ
れ

か
ら
女
性
が
桑
の
木
に
登
っ
て
、
桑
の
葉
を
採
る
場
面
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
お

祭
り
を
し
て
い
る
場
面
と
か
、
そ
う
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
な
も
の
が
、
保
利
の
北
京
の
博
物
館
に
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
ら
入

っ
て
き
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
で
す
。
多
少
形
は
違

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
画
像
は
似
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
か
た
ち
で

保
利
に
あ
る
も
の
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
と
い
う
の
を
探
っ
て
い
く
面
白

さ
は
あ
り
ま
す
。

　

ギ
メ
美
術
館
の
青
銅
の
剣
で
す
。
ギ
メ
美
術
館
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語

と
中
国
語
で
説
明
を
表
記
し
て
い
ま
す
の
で
、
大
変
助
か
り
ま
す
。
一
九
二
三

年
に
、
山
西
省
の
李
峪
村
で
出
土
し
た
、
金
を
象
眼
し
、
ト
ル
コ
石
を
は
め
込

ん
だ
銅
剣
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
一
九
二
三
年
に
出
土
し
た
と
は
っ
き
り
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ル
ー
ブ
ル
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ギ
メ
美
術
館
の
盤
と
い
う
器
で
す
。
一
九
〇
三
年
に
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

入
っ
て
、
大
戦
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
入
っ
た
と
い
う
情
報
で
す
が
、
こ
の
「
Ｍ

Ａ
」
が
、
一
九
四
二
年
以
降
に
ル
ー
ブ
ル
が
購
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
英
博
物
館
の
一
九
三
一
年
に
出
土
し
た
庚
侯
銅
簋き

で
す
。
河
南
省
の
浚
県

で
出
土
し
た
西
周
時
代
の
も
の
で
す
。
こ
れ
が
面
白
い
の
は
、
康
侯
と
い
う
周

の
一
族
が
衛
と
い
う
国
に
封
じ
ら
れ
た
、
そ
の
諸
侯
の
康
侯
の
銅
器
の
器
で
す

が
、
こ
れ
と
同
じ
康
侯
の
銘
文
が
入
っ
た
も
の
は
中
国
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
実
は
里
帰
り
し
て
展
示
し
た
際
に
、
中
国
側
で
大
変
騒
が
れ
ま
し
た
。
大
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英
博
物
館
に
あ
る
一
〇
〇
の
展
示
品
か
ら
歴
史
を
た
ど
る
と
い
う
展
覧
会
が
日

本
で
ま
ず
開
催
さ
れ
、
そ
れ
が
北
京
に
も
行
き
ま
し
た
。
北
京
の
人
た
ち
が
こ

れ
を
目
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
、
同
じ
康
侯
の
青
銅
器
が
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
中
国
の
人
に
は
関
心
の
あ
る
も
の
で

す
。

　

こ
れ
も
大
変
面
白
い
、
大
英
博
物
館
が
持
っ
て
い
る
、
河
南
省
浚
県
で
一
九

三
二
年
に
出
土
し
た
陶
器
で
す
。
東
京
国
立
博
物
館
の
東
洋
館
に
も
類
似
し
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。
東
京
国
立
博
物
館
の
説
明
で
は
、
春
秋
戦
国
期
の
彩
釉
壺

で
、
絵
の
具
で
色
合
い
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
模
様
を
貼
り
付
け
て
い
る
の
で

す
。
溶
け
た
ガ
ラ
ス
を
陶
器
の
表
面
に
幾
層
に
も
貼
り
付
け
て
装
飾
し
た
も
の

で
す
。
ガ
ラ
ス
質
成
分
が
風
化
し
て
白
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
れ
が
、
中

国
安
徽
省
の
六
安
市
寿
県
で
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
で
す
。

こ
の
類
似
品
が
大
英
博
物
館
に
も
あ
り
ま
し
た
。
出
土
地
は
若
干
違
う
の
で
す

が
、
こ
の
画
像
の
模
様
と
い
う
の
は
、
非
常
に
ギ
リ
シ
ャ
的
な
文
様
が
入
っ
て

き
て
い
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ヤ
文
化
が
早
期
に
中
国
に
入
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
の
で
私
も
注
目
し
て
い
ま
す
。

⑤
日
中
戦
争
時
期
（
一
九
三
七
〜
一
九
四
五
）
の
流
出

　

寺
内
寿
一
と
い
う
親
子
で
陸
軍
大
臣
と
な
っ
た
正
毅
の
長
男
と
木
村
武
山
が

大
変
懇
意
に
し
て
い
た
。
そ
の
関
係
で
何
か
中
国
か
ら
文
物
が
来
て
い
る
の
か

な
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
習
院
大
学
史
料

館
で
も
寺
内
家
の
文
書
や
古
写
真
の
資
料
を
寄
贈
さ
れ
整
理
し
て
い
ま
す
。

　

三
六
年
に
、
武
山
は
、
寺
内
陸
軍
大
臣
の
た
め
に
武
神
像
と
い
う
神
武
天
皇

像
を
描
き
ま
し
た
。
寺
内
家
に
あ
る
写
真
が
学
習
院
大
学
の
資
料
館
に
寄
贈
さ

れ
て
い
ま
す
。
木
村
家
も
二
人
の
写
真
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
武
山
は
武
神
像

を
随
分
た
く
さ
ん
描
い
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
写
真
を
見
る
と
、
大
変
二
人
が

懇
意
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

寺
内
寿
一
は
、
一
九
三
七
年
か
ら
三
八
年
、
北
支
那
方
面
軍
の
司
令
官
と
し

て
北
京
に
駐
在
し
ま
し
た
。
滞
在
中
に
あ
る
文
物
と
出
合
い
ま
す
。
大
同
を
占

領
し
た
と
き
に
、
大
同
の
石
仏
、
つ
ま
り
雲
崗
の
石
窟
と
出
会
い
ま
す
。
そ
れ

を
何
と
か
保
存
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
親
し
く
し
て
い

た
末
永
雅
雄
と
い
う
考
古
学
者
に
相
談
し
ま
す
。
そ
し
て
、
京
都
帝
国
大
学
の

グ
ル
ー
プ
が
こ
こ
に
入
り
、
詳
細
な
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

寺
内
寿
一
は
、
北
京
で
戦
災
の
被
災
に
金
一
万
円
を
寄
贈
し
た
お
礼
と
し
て
、

傀
儡
政
権
の
北
京
市
の
市
長
か
ら
西
周
時
代
の
青
銅
の
鼎
を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
か
っ
て
、
寺
内
家
か
ら
今
は
別
の
と
こ

ろ
へ
行
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
寺
内
が
、
時
々
、
笠
間
の
武
山
の
う
ち
を

訪
問
し
て
い
ま
す
。
軍
用
便
で
、
随
分
木
箱
を
送
っ
た
と
い
う
、
武
山
の
弟
子

の
証
言
が
あ
り
ま
す
。

　

木
村
武
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
か
な
り
の
も
の
は
複
製
品
だ
と
い
う
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
学
習
院
大
学
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
写
真
、
寺
内
司
令
官
と

副
官
が
並
ん
で
お
り
、
後
ろ
に
木
箱
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
木
箱
を
逆
さ
に

し
て
見
ま
す
と
、
二
八
部
隊
の
高
級
副
官
贈
と
い
う
宛
名
が
書
い
て
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
高
級
副
官
は
服
装
か
ら
推
定
し
て
も
、
八
月
か
ら
一
二
月
の

間
に
寺
内
は
大
同
に
入
っ
た
の
か
な
と
推
測
し
ま
す
。
何
を
持
っ
て
き
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
大
同
で
は
、
雲
崗
の
石
窟
を
視
察
し
て
い
ま
す
。

　

武
山
は
一
九
四
二
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
前
に
、
寿
一
は
、
頻
繁
に
笠
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間
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
三
七
年
に
大
同
の
石
窟
で
撮
っ
た
写
真
も
あ
り
ま
す
。

第
二
〇
窟
の
前
の
写
真
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
武
山
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、
京
都
大
学
の
総
合
資
料
館
と
共

有
し
て
い
る
大
変
面
白
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
紅
山
と
い
う
と
こ
ろ
で
発
見
さ

れ
た
出
土
石
器
で
す
。
わ
れ
わ
れ
も
京
都
大
学
ま
で
行
き
ま
し
て
確
認
し
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
た
く
さ
ん
の
石
器
の
中
に
非
常
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
う
い
う
も
の
も
寿
一
を
通
し
て
入
っ
て
き
た
も
の
か

な
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
北
京
の
国
家
博
物
館
に
四
頭
の
羊
を
か
た
ど
っ
た
尊
と
い
う
器
が
あ

り
ま
す
。
一
九
三
八
年
に
出
土
し
ま
し
た
。
私
が
中
国
文
明
の
展
覧
会
を
二
〇

〇
〇
年
に
開
催
し
た
と
き
に
、
大
変
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
の
で
、
展
示
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
全
く
の
出
来
の
悪
い
複
製
品
で
す
。
や
っ
ぱ
り
本
物
は
、
素

晴
ら
し
い
で
す
。
本
物
の
青
銅
器
の
つ
く
り
と
い
う
の
は
、
大
変
迫
力
が
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
も
く
ぎ
付
け
に
な
る
も
の
で
す
。

　

以
上
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
海
外
に
あ
る
も
の
で
、
ど
こ
で
出
土
し
て
、

い
つ
博
物
館
が
入
手
し
た
も
の
か
と
い
う
の
を
整
理
し
て
い
く
と
、
海
外
に
あ

る
も
の
で
も
、
歴
史
の
資
料
と
し
て
使
え
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
中
国
の

も
の
が
世
界
中
に
分
散
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
調
査
が
必
要
な
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
。
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【中国古代美術の海外流出関係年表】

流出前史
＊乾隆帝（在位 1735～1795）
＊シノワズリ（中国趣味）chinoiserie　17世紀後半～19世紀初め　陶磁器・茶・家具

○ポツダム・サンスーシ宮殿中国茶館
＊フリードリッヒ大王（在位 1740～1786）

○大盂鼎（1821～1850／陝西 県礼村／中国国家博物館）
① 19世紀後半アロー号戦争後の清朝文物の流出
1856年　アロー号戦争、英仏軍出兵
1859年　英仏軍北京を占領、文物略奪

○パリ郊外フォンテーヌブロー城中国博物館
＊ナポレオン 3世（在位 1852～1870）
　皇后ウジェニー・ド・モンティジョ（在位 1853～1870）

○円明園十二支獣首（保利芸術博物館）
1879年　ギメ美術館、リヨンに創設

○金銀製前漢燭台（1883／大英博物館）
1888年　ギメ美術館、パリに移転
1889年　ギメ、中国訪問
1893年　岡倉天心、早崎稉吉中国訪問
＊エミール・ギメ（1838～1918）
＊アンリ・セルニュスキ（1821～1896）
＊岡倉天心（1863～1913）
＊早崎稉吉（1874～1956）
1894年　ギメ、中国訪問
1896年　セルニュスキ遺品青銅器
1898年　セルニュスキ美術館公開される
1899年　ギメ、エドアール・シャバンヌと中国訪問
② 20世紀初頭義和団事件後の清朝文物の流出
1900年～01　義和団事件

○虎 （湖南寧郷／1903年／泉屋博古館）
1905～1909　河南省 洛鉄道敷設工事中に陶俑出土

○早崎稉吉古写真　西安城・阿房宮古跡（1905）
○木村武山　唐美人（1906頃）、阿房劫火（1907）

1906～1907年　岡倉天心中国美術品収集
1909年　東京帝室博物館はじめて唐三彩の壺を購入
1910年　岡倉天心ボストン美術館中国・日本美術部長
③辛亥革命後 1910年代の清朝文物の流出
1911年　辛亥革命

○象形尊（湖南／1911年／ギメ美術館）
1912年　山中商会、恭王府の美術品購入

○恭王府博物館
岡倉天心収集（1912／ボストン美術館）

1914年　ギメ、ヴィクトル・セガレンと中国訪問、セガレン始皇帝陵を撮影
○打馬球女俑唐三彩（1914年／セルニュスキ美術館）
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○大理石男子頭像（1915／西安／ケルン東アジア芸術博物館）
④ 1920～30年代の考古発掘草創期の流出
1920年　○子龍鼎（1920年代／河南省輝県／山中商会）

○双羊尊（湖南／1920年代／大英博物館・根津美術館）
○虎 （湖南／1920／セルニュスキ美術館）

1923年　故宮建福宮大火（故宮文物の流出）
山西省渾源県李峪村で暴風雨によって大量に青銅器・玉器が発掘され、海外に流出する。
河南省新鄭県李家楼で旱魃時に井戸を掘り鄭国の古墓露出
○西周青銅盤（1923／大英博物館）

1926～1929年　梅原末治、欧米流出の青銅器調査
＊細川護立購入（1926～1927）

1927年　河南省博物館設立
1928年　河南省安陽の殷墟発掘（～1937年）と流出

○饕餮文紋方 （伝殷墟出土／根津美術館）
○大理石製動物（1937／大英博物館）（東京国立博物館）
○ （1965／大英博物館、1938／V&A博物館）
河南省洛陽金村で大雨によって盗掘され、出土品が海外に流出する
（ルーブル美術館、永青文庫）
ギメ美術館国立美術館となる
＊木村武山　鴻門の樊噲（1930／野間美術館）

1931 　　満州事変
故宮文物上海へ移送

1932年　河南省浚県辛村で衛国貴族墓発掘
○康侯銅簋（1931浚県辛村出土／大英博物館）
横川民輔陶俑コレクションが帝室博物館に寄贈され始める
○嵌紅銅礼射宴飲狩猟紋銅壺（1934／ルーブル美術館）

1933年　安徽省寿県で水害、李三孤堆楚幽王墓盗掘
○鋳客大鼎（1933／安徽博物院）
○蟠螭紋鼎（1933／東京国立博物館）

1935年　6月　上海からロンドンまで展覧会文物運搬（英国軍艦 Suffolk）
ロンドンで中国芸術国際展覧会開催（11．28～36年）

1936年　河南省輝県瑠璃閣で東周墓発掘
湖南省長沙小呉門外楚墓で越王州句剣出土（アメリカ・フォッグ美術館）
○越王州句剣（1947／大英博物館）越王矛（大英博物館）
○金象嵌越王銅矛（永青文庫）

⑤日中戦争時期（1937～1945）の流出
1937年 7月 7日　盧溝橋事件

＊寺内寿一　北支那方面軍司令官（1937．8～38．12）
○木村武山コレクション　石器・青銅器・玉器
○四羊銅方尊（1938／湖南／中国国家博物館）

1939年　故宮文物四川省へ移送
1945年　故宮文物南京に移送

ルーブル美術館のアジア美術がギメ美術館に移管






