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【参考】東京国立博物館蔵 竹虫図 

趙昌：北宋を代表する花鳥画家 

蘇
東
坡
の
絵
画
論 

 

❘
中
国
絵
画
入
門
よ
り
❘ 

こ
の
人
物
が
も
つ
中
国
文
化
史
上
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
る
。
こ
と
中
国
絵
画
理
論
だ
け
を
問
題
に
す
る

な
ら
、
彼
が
す
べ
て
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
詩
だ
け
で
、

中
国
絵
画
理
論
史
を
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
ど
、
こ
の
詩
は
重
要
な
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
。
蘇
東
坡
の
「
書
鄢
陵
王
主
簿
所
画
折
枝
」
を
、
二
首
と
も
に
あ
げ
て
お
く
。 

書
鄢
陵
王
主
簿
所
画
折
枝 

 

鄢
陵
の
王
主
簿
の
画
く
所
の
折
枝
に
書
す 

其

一 
 

 
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
年
） 

1

論
畫
以
形
似   

 
画
を
論
ず
る
に 

形
似

け

い

じ

を
以
っ
て
す
る
は 

 
 

2

見
與
兒
童
鄰 

 
 

見 け
ん 

児
童
と
隣 と

な

り
す 

 
 

 
 

3

賦
詩
必
此
詩 

 

詩
を
賦 ふ

す
る
に 
此
の
詩
を
必 ひ

つ

と
す
る
は 

 
 

4

定
非
知
詩
人 

 

定 さ
だ

め
て 

詩
を
知
る
人
に
非 あ

ら

じ  
 

 
 

5

詩
畫
本
一
律 

 

詩 

画 

本も

と
律
を
一 い

つ

に
す 

 
 

 

6

天
工
與
淸
新 

 

天
工

て
ん
こ
う

と 

清
新

せ
い
し
ん

と
な
り  

 
 

 

7

邊
鸞
雀
寫
生 

 

辺
鸞

へ
ん
ら
ん

の 

雀
は 

生
を
写
し 

 
 

 
 

8

趙
昌
花
傳
神 

 

趙

昌

ち
ょ
う
し
ょ
う

の 

花
は
神 し

ん

を
伝
う 

 
 

 
 

9

何
如
此
兩
幅 

 

何
ぞ
如し

か
ん 

此
の
両
幅

り
ょ
う
ふ
く

の 
 

 
 

 

10

疎
澹
含
精
勻 

 

疎
澹

そ

た

ん

に
し
て 

精
勻

せ
い
い
ん

を
含
む
に  

 
 

 

11

誰
言
一
點
紅 

 

誰
か
言
う 

一
点
の
紅 こ

う

の
み
と  

 
 

12

解
寄
無
邊
春 

 

解 よ

く 

無
辺
の
春
を
寄
す 

 
 

 
 

      

【参考】榛荊鵪鶉圖 邊鸞（傳）部分 

邊鸞：唐代中頃の花鳥画家 
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【
語
釈
】
○
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
五
十
二
歳
の
作
。
○
鄢
陵 

県
の
名
（
今
河
南
省
に
属
す
る
）
。

こ
れ
は
王
主
簿
の
出
身
地
で
あ
る
の
か
、
任
地
で
あ
る
の
か
不
明
。
○
王
主
簿…

王
は
姓
。
名
は
不
明
。

主
簿
は
官
名
で
地
方
の
属
官
で
あ
る
（
州
に
も
県
に
も
置
か
れ
た
）
。
○
折
枝…

草
木
の
全
休
で
な
く
、

折
り
取
っ
た
一
枝
を
画
く
も
の
。
○
形
似…

画
に
か
い
た
形
が
か
く
対
象
そ
の
も
の
に
似
て
い
る
こ

と
。
○
見…

見
識
、
見
解
。
○
賦
詩…

詩
を
作
る
こ
と
。
た
だ
し
特
に
題
を
与
え
ら
れ
て
作
る
こ
と
を

い
う
こ
と
が
あ
る
。
○
必
此
時…
此
と
は
た
ぶ
ん
題
を
さ
す
。
与
え
ら
れ
た
題
の
ご
く
せ
ま
い
範
囲
で

詩
を
作
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
に
は
他
の
解
釈
も
あ
り
う
る
。
○
本
一
律…

（
詩
を
作
る
の
も
画

を
か
く
の
も
）
本
来
、
そ
の
や
り
か
た
は
一
つ
で
あ
る
。
律
は
規
則
。
一
律
と
は
同
一
の
法
則
あ
る
い

は
理
念
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
法
則
・
理
念
の
内
容
は
次
の
句
に
示
さ
れ
る
。
Ｏ
天
工…

人

工
に
対
す
る
語
。
無
技
巧
の
技
巧
と
も
い
う
べ
き
も
の
。
わ
ざ
と
ら
し
い
技
巧
の
な
い
真
の
た
く
み

さ
。
○
清
新…

に
ご
り
け
の
な
い
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
新
し
さ
。
○
辺
鸞…

唐
代(

八
世
紀
末)

の
画
家
。

京
兆(

長
安
の
周
辺
地
区)

の
人
。
花
鳥
画
の
名
手
で
あ
り
。
官
史
と
し
て
は
右
衛
長
史(

近
衛
部
隊
の

事
務
官)

と
な
っ
た
。
○
趙
昌…

宋
の
真
宗
の
世(

九
九
八―

一
〇
二
二
）
の
画
家
。
漢
州(

四
川
省
広

漢
県)

の
人
。
花
の
彩
色
画
に
名
が
あ
り
、
自
か
ら
「
写
生

い
き
う
つ
し

の
趙
昌
」
と
称
し
た
。
Ｏ
何
如…

こ
こ
で

は
不
如
と
同
じ
く
、
及
ば
な
い
義
。
○
両
幅…

二
枚
。
王
主
簿
が
か
い
た
画
が
二
枚
あ
っ
た
の
で
、
蘇

軾
は
一
枚
ず
つ
に
一
首
の
詩
を
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
疎
澹…

澹
は
淡
に
同
じ
。
濃
厚
で
な
い
こ

と
。
疎
は
こ
み
い
っ
て
い
な
い
こ
と
。
○
精
匀…

精
は
行
き
と
ど
い
て
い
る
こ
と
。
匀
は
平
均
し
て
。

む
ら
が
な
い
こ
と
。
○
解
寄…

 

解
は…

…

す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
助
動
詞
。
寄
は
託
す
る

こ
と
。
○
無
辺…

無
限
と
い
う
の
と
同
じ
。 

語
釈
の
み
中
国
詩
人
選
「
蘇
軾
」
小
川
環
樹
注
よ
り
抄
出 

 

【
解
釈
】
絵
画
を
論
じ
る
の
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
そ
ん
な
見
解
は
子
供
同
然
。
詩

を
詠
む
の
に
詩
題
の
描
写
に
と
ら
わ
れ
る
の
は
決
し
て
詩
を
本
当
に
わ
か
っ
て
い
る
人
で
は
な
い
。

詩
と
絵
画
は
も
と
も
と
同
じ
原
理
の
も
の
、
天
工
と
清
新
と
が
そ
の
勘
所
。
辺
鸞
の
雀
の
絵
は
い
き
い

き
と
し
た
す
が
た
を
写
し
、
趙
昌
の
花
の
絵
は
花
の
心
を
も
伝
え
る
が
、
こ
の
王
主
簿
の
二
幅
の
絵

が
、
ま
ば
ら
な
筆
致
と
淡
彩
で
精
妙
な
趣
を
も
つ
の
に
は
か
な
わ
な
い
。
誰
が
言
っ
た
の
か
、
ほ
ん
の

少
し
紅
色
が
ぬ
っ
て
あ
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
。
は
て
し
な
く
広
が
る
春
を
伝
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。 
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其

二  
1

瘦
竹
如
幽
人 

痩
竹

そ
う
ち
く

は 

幽
人
の
如
く 

 
 

 
 

2

幽
花
如
處
女 

幽
花

ゆ

う

か

は 

処
女

し
ょ
じ
ょ

の
如
し 

 
 

 

3

低
昂
枝
上
雀 

低
昂

て
い
こ
う

す 

枝
上
の
雀 

 
 

 
 

4

搖
蕩
花
閒
雨 
揺
蕩

よ
う
と
う

す 

花
間
の
雨 

 
 

 
 

5

雙
翎
決
將
起 

双
翎

そ
う
れ
い 

決
と
し
て
将
に
起
た
ん
と
す 

 
 

 

6

衆
葉
紛
自
舉 

衆
葉

し
ゅ
う
よ
う 

紛
と
し
て
自

み
ず
か

ら
挙
が
る 

 
 

 

7

可
憐
采
花
蜂 

可
憐

か

れ

ん

な
り 

采
花
の
蜂 

 
 

 
 

8

淸
蜜
寄
兩
股 

清
蜜 

両
股

り
ょ
う
こ

に
寄
す 

 
 

 
 

9

若
人
富
天
巧 

若
か
く
の
ご
と

き
人 

天
巧

て
ん
こ
う

に
富
む 

 
 

 
 

10

春
色
入
毫
楮 

春
色 

毫
楮

ご
う
ち
ょ

に
入
る 

 
 

 
 

11

懸
知
君
能
詩 

懸
は
る
か

に
知
る 

君
が
詩
を
能
く
す
る 

を 
 

 
 

12

寄
聲
求
妙
語 

声
を
寄
す 

妙
語

み
ょ
う
ご

を
求
む  

読
み
下
し
文 

国
会
図
書
館 

国
訳
漢
文
大
成
よ
り
抄
出 

【
語
釈
】
○
搖
蕩…

揺
れ
動
く
。 

○
毫
楮…

筆
と
紙
。 

○
懸…

は
る
か
に
。
遠
く
。 

こ
の
第
一
首
の
冒
頭
、「
形
が
似
て
い
る
か
ど
う
か
で
絵
を
論
じ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
絵
画
は
形
を
超
え

た
も
の
を
求
め
る
と
い
う
形
象
無
視
の
歴
史
と
言
っ
て
も
よ
い
流
れ
を
た
ど
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ

れ
は
こ
こ
に
極
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

ま
た
第
二
首
の
最
後
、
「
こ
の
絵
の
作
者
は
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
絵
が
描
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

き
っ
と
詩
も
作
れ
る
に
違
い
な
い
」
と
い
う
発
想
も
、「
詩
画
一
如
」
の
考
え
方
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

蘇
東
坡
に
は
「
王
維
の
絵
を
見
て
み
る
と
、
絵
の
中
に
詩
が
あ
り
、
王
維
の
詩
を
読
む
と
、
詩
の
中
に

絵
が
あ
る
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
の
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

蘇
東
坡
は
安
史
の
乱
で
壮
烈
な
忠
誠
心
を
見
せ
た
顔
真
卿
の
書
を
高
く
評
価
す
る
。「
書
は
顔
真
卿

に
極
ま
っ
た
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
ご
つ
ご
つ
し
た
感
じ
の
顔
真
卿
の
書
は
、
彼
の
精
神
に

ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
た
ま
た
ま
」
で
あ
っ
て
、
無
骨
粗
雑
な
人
間
が
、
き
わ
め

て
繊
細
な
書
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
蘇
東
坡
は
そ
の
「
人
格
の
表
出
」
と
し
て
の
書
画
を
高
く
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
文
人
が

描
い
た
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
、
「
文
人
画
」
が
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

や
せ
た
竹
は
幽
居
す
る
人
の
如
く 

ひ
っ
そ
り
と
咲
く
花
は
処
女
の
如
く 

雀
が
と
ま
っ
て
上
下
す
る
枝 

花
間
に
降
る
雨
に
打
た
れ
て
揺
れ
動
く
葉 

つ
ば
さ
を
ひ
ろ
げ
て
飛
び
立
て
ば 

葉
は
紛
然
と
せ
り
あ
が
る 

花
に
や
っ
て
き
た
蜂
の
可
憐
な
こ
と 

清
冽
な
る
蜜
を
両
足
に
つ
け
て 

こ
の
画
人
は
天
巧
に
富
み 

春
の
景
色
が
筆
と
紙
に
と
け
こ
ん
で
い
る 

君
が
詩
を
能
く
す
る
こ
と
は 

と
お
く
か
ら
で
も
わ
か
る 

こ
の
詩
を
寄
せ
て
返
詩
を
待
と
う 
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天
工
と
清
新 

 
さ
ら
に
、
こ
の
詩
に
現
れ
る
「
天
工
（
＝
天
巧
）
と
清
新
」
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
。 

 

天
工
と
は
、「
天
が
世
界
を
生
成
変
化
さ
せ
て
い
る
そ
の
巧
み
さ
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
天
は
「
人
為
」
の
対
語
で
あ
る
。
蘇
東
坡
は
し
ば
し
ば
「
天
真
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
、

天
と
は
人
為
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
「
自
然
（
お
の
ず
か
ら
し
か
り
＝
「
あ
る
が

ま
ま
」
）
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
工
＝
巧
」
と
い
う
、
本
来
「
天
」
と
は
結
び
つ
か
な
い
言
葉

を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
言
葉
で
、
い
わ
ば
「
自
然
な
技
巧
」
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
概
念
な
の
だ
。
実
は

こ
の
「
自
然
な
技
巧
」
と
い
う
発
想
は
中
国
文
化
に
お
け
る
技
術
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
理
念
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
「
自
然
＝
天
然
」
と
「
人
工
」
の
問
題
は
、
す
で
に
書
の
理
論
に
お

い
て
六
朝
時
代
に
問
題
に
さ
れ
、
天
然
と
人
工
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
と
も
に
評
価
で
き
る
作
品
が

理
想
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
蘇
東
坡
は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
融
合
し
て
、
一
つ
の
創
作
の
原
理
と

し
て
考
え
て
い
る
。 

 

で
は
、
自
然
な
「
巧
」
、
あ
る
い
は
自
然
な
技
術
と
は
一
体
何
な
の
か
。 

そ
の
モ
デ
ル
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
春
に
は
花
が
咲
き
秋
に
は
木
々
が
色
づ
く
、
と
い
う
の
が
、
ま

さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
人
間
が
や
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

 

中
国
の
芸
術
家
は
し
ば
し
ば
「
造
化
と
一
体
に
な
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く

こ
の
気
の
造
形
力
と
一
体
に
な
っ
て
造
形
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。 

 

ま
た
こ
の
蘇
東
坡
の
詩
で
は
、
清
蜜
と
い
う
言
葉
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
清
」
は
「
濁
」
と

の
対
比
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
澄
ん
だ
蜂
蜜
、
ピ
ュ
ア
な
蜂
蜜
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
濃
密
な

清
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
日
本
人
は
も
ち
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、「
清
」
に
対
し
て
、

す
ぐ
に
水
墨
の
あ
っ
さ
り
し
た
絵
画
を
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。 

「
中
国
絵
画
入
門
」
岩
波
新
書
二
〇
一
四
年
刊 

宇
佐
美
文
理
よ
り
抄
出 

〘
余
談
〙
蘇
軾
の
弟
子
の
育
て
方 

一
一
〇
一
年
七
月
二
十
八
日
、
蘇
東
坡
は
常
州
で
生
を
終
え
た
。
三
歳
年
下
の
蘇
轍
は
、
長
文
の

「
墓
誌
銘
」
を
兄
の
為
に
書
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

平
生
、
交
友
に
篤
く
、
財
を
軽
ん
じ
て
施
し
を
好
む
。（
略
）
其
の
人
の
於
け
る
や
、
善
を
見
て
は
之

を
称
し
、
及
ば
ざ
る
を
恐
る
る
が
如
し
。
不
善
を
見
て
は
之
を
斥
け
、
尽
く
さ
ざ
る
を
恐
る
る
が
如
し
。

義
を
見
て
は
敢
え
て
為
す
に
勇
に
し
て
、
其
の
害
を
顧
み
ず
。
此
れ
を
用 も

っ

て
し
ば
し
ば
世
に
苦
し
む
。

然
れ
ど
も
終
に
以
て
恨
と
為
さ
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

蘇
東
坡
一
〇
〇
選 

石
川
忠
久
よ
り
抄
出 

 


