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は
じ

め

に

中
国
に
お
け
る
芸
術
の
研
究
は
古
来
か
ら
文
学
、
音
楽
、
書
、
画

の

四
種
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
学
論
、
音
楽
論
、
書
論
、
画
論

と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
し
て
そ

の
四
種
は
互
い
に
密
接
に
関
連
し

て
発
展
し
た
が
、
究
極
的
に
は
た
と
え
ば
詩
書
画

一
体
論

の
如
く
本
質

論
と
し
て
は
同
様
の
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
造
形
芸
術
で
あ
る
書
と
絵
画
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
『
易
』

の
哲
学
を
ふ
ま
え
な
が
ら
古
く
か
ら
同
源
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

き
た
が
、
画
論
は
総
体
的
に
は
常
に
書
論
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
や
や

遅
れ
て
発
展
し
た
と
い
え
よ
う
。
書
論
は
漢
末
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
書

の
芸
術
性
が
高
ま
り
、
東
晋
の
王
義
乏

・
献
之
を
中
心
と
し
た
南
北
朝

の
書
の
発
展
を
受
け
て
多
く
形
成
さ
れ
、
こ
の
期
に
後
代
の
基
本
が
確

立
さ
れ
た
の
ち
唐
宋
代
に
飛
躍
発
展
し
た
。
そ
れ
に
対
し
画
論
は
絵
画

の
製
作
者
が
も
と
も
と
身
分
の
低
い
技
術
者
で
あ
る
画
工
と
呼
ば
れ
る

職
人
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
六
朝
以
後
に
士
大
夫
が
そ
の
製
作
に

関
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
登
場
し
、
右

の
書
論
形
成
の
あ
と
に
書
画

同
源
論
や
書
画

】
致
論
に
後
押
し
さ
れ
て
次

々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
国
の
芸
術
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
背
景
や
文
化
と
の
交

渉
等
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
が
変
遷
し
て
き
た
が
、
中
で
も
宗
教
と
の
関

連
も
看
過
で
き
な
い
重
要
点
で
あ
る
。
す
で
に
書
論
に
お
い
て
は
王
義

之
や
顔
真
卿
な
ど
著
名
書
家
と
道
教
と
の
関
連
、
あ
る
い
は
仏
教
発
展

に
伴
う
写
経
と
書
の
隆
盛
と
の
相
関
、
ま
た
宋
代
に
お
け
る
禅
と
革
新

書
道
の
関
連
等
が
指
摘
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
画
論
に
お

い
て
は
ま
だ
宗
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
は
形
而
下
の
も
の
が
多

く
非
常
に
乏
し
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
禅
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
例

え
ば
禅
宗
僧
侶
を
中
心
と
し
た
禅
余
技
、
禅
機
画
の
形
成
、
あ
る
い
は

明
代
の
董
其
昌
の

『
画
禅
室
随
筆
』
に
代
表
さ
れ
る
画
禅

一
致
説
の
完

成
等
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
禅
が
諸
文
化
に
最
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
宋
代
に
つ
い
て
は
余
り
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
書
論

も
画
論
も
宋
代
に
大
き
な
変
革
が
あ

っ
た
こ
と
は
先
賢

の
指
摘
の
と
お
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八
三

り
で
あ

り
、
ま
た
当
時
の
宋
朝
禅
の
諸
文
化

へ
の
影
響
の
大
き
さ
や
書

論

へ
の
影
響
を
鑑
れ
ば
、
宋
代
画
論

へ
の
禅
の
影
響
は
充
分
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
右
の
観
点
よ
り
、
宋
代
画
論
を
中
心

に
検
討

を
加
え
そ
こ
に
お
け
る
禅
の
影
響
を
指
摘
し
た
い
。

気
韻

生

動

に

つ

い
て

中
国
画
論
は
大
胆
に
規
定
す
れ
ば
写
実
主
義
を
中
心
と
し
た
古
典
的

な
も
の
と
、
宋
以
後
の
精
神
性
を
重
視
し
た
い
わ
ば
写
意
主
義
を
中
心

と
し
た
も
の
に
大
別
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら

一
貫
し
て
中
国
絵
画

の
本
質

的
主
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
に

「
気
韻
生
動
」
が
あ

げ
ら
れ

る
。
こ
の

こ
と
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
南
斉

の
謝
赫
で
あ

る
。
即
ち
彼
の

『
古
画
品
録
』
に
、

画
に
六
法
あ
り
と
錐
も
能
く
尽
く
該
る
も
の
牢
に
し
て
、
古
よ
り
今
に
及
ぶ

ま
で
各
々
一
節
を
善
く
せ
り
。
六
法
と
は
何
ぞ
や
、

一
、
気
韻
生
動
是
な

り
。
二
、
骨
法
用
筆
是
な
り
。
三
、
応
物
象
形
是
な
り
。
四
、
随
類
賦
彩
是

な
り
。
五
、
経
営
位
置
是
な
り
。
六
、
伝
移
模
写
是
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
謝
赫
は
六
法
の
第

一
と
し
て
気
韻

生
動
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
そ
の
概
念
は
非
常

に
抽
象
的

で
は
っ
き

り
は
し
て
い
な
い
。
後
に
続
く
陳
代
の
銚
最
の

『
続
画
品
』
、

あ

る

い

は
唐
代
の
釈
彦
係
の

『後
画
録
』
、
李
嗣
真
の

『
続
画
品
録
』

(
1
)

に
も

「気
韻
」
の
語
は
見
当
ら
ず
、
初
唐
以
前
の
気
韻
生
動
の
概
念
規

定
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
銚
最
も
彦
係
も

「六
法
」
の
語
は
使

用
し
て
お
り
、
謝
赫
の
絵
画
論
が
中
国
絵
画
論
の
基
本
と
な
り
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
こ
の
気
韻
生
動
論
を
明
確
化
し
尚
且
つ
前
面
に
推
し
立
て

た
の
が
、
九
世
紀
半
ば
の
張
彦
遠
で
あ

る
。
『
歴
代
名
画
記
』
巻

一
の

「論
画
六
法
」
に
お
い
て
、
謝
赫
の
六
法
を
引

い
た
あ
と
、

古
の
画
は
、

或
い
は
能
く
其
の
形
似
を
移
し
て
、
而
も
其
の
骨
気
を
尚
べ

り
。
形
似
の
外
を
以
て
其
の
画
に
求
む
れ
ば
、
此
れ
俗
人
と
道
う
べ
き
こ
と

難
し
。
今
の
画
は
、
縦
い
形
似
を
得
る
も
、
而
も
気
韻
生
ぜ
ず
。
気
韻
を
以

て
其
の
画
に
求
む
れ
ば
、
則
ち
形
似
は
其
の
間
に
在
り
。

と
述
べ
、
形
似
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
気
韻
を
と
ら
え
そ
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
。
即
ち
気
韻
と
は
形
似
と

い
う
外
面
的
な
も
の
に
対

し
、
目
に
見
え
な
い
内
面
的

・
精
神
的
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
し
て
、

台
閣
、
樹
石
、
車
輿
、
器
物
に
至
り
て
は
、
生
動
の
擬
す
べ
き
無
く
気
韻
の

伜
し
く
す
べ
き
無
し
。
直
だ
位
置
向
背
を
要
す

る
の
み
。
…
…
中
略
…
…
鬼

神
人
物
に
至
り
て
は
、
生
動
の
状
す
べ
き
有
り
、
韻
を
須
ち
て
而
る
後
に
全

し
。
若
し
気
韻
周
か
ら
ず
し
て
空
し
く
形
似
を
陳
ね
、
筆
力
未
だ
邉
か
ら
ず

し
て
空
し
く
賦
彩
を
善
く
す
る
の
み
な
ら
ば
、
妙
な
る
に
非
ず
と
謂
わ
ん
。

な
る
言
か
ら
す
れ
ば
気
韻
は
、
描
か
れ
る
も

の
に
存
在
し
て
お
り
、
し

か
も
無
生
物
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち

気
韻
生
動
と
は
作
家
を
主
体
と
す
れ
ば
、
生
物
で
あ
る
客
体
の
生
命
の

響
き
が
躍
動
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
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八
四

と
い
う

の
が
彦
遠
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
続
く
五
代
の
荊
浩

は

『筆

法
記
』

で
、

気
は
心
随
い
筆
運
び
、
象
を
取
っ
て
惑
わ
ず
。
韻
は
跡
を
隠
し
て
形
を
立
て

ず
儀
を
備
え
て
俗
な
ら
ず
。

と
、
気
と
韻
を
別

々
に
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
意
は
今

一
つ
は

っ

き
り
せ
ず
彦
遠
の
い
う
気
韻
と
同
様
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

心
が
随
う

の
が
描
か
れ
る
も
の
に
対
し
て
と
理
解
す
る
な
ら
ぽ
、
気
韻

(
2
)

は
描
か
れ
る
客
体
に
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
宋
代
に
な
る
と
、
こ
の
気
韻
生
動
の
解
釈
は
大
き
く
変
化

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
に
郭
若
虚
の

『
図
画
見
聞

誌
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
は

「論
気
韻
非
師
」
に
お
い
て
、

六
法
は
精
論
な
り
、
万
古
移
ら
ず
、
而
し
て
骨
法
用
筆
以
下
五
法
は
学
ぶ
可

し
。
其
気
韻
の
如
く
は
必
ら
ず
生
知
に
あ
り
、
固
よ
り
巧
密
を
以
て
す
べ
か

ら
ず
、
復
た
歳
月
を
以
て
到
る
可
か
ら
ず
。
黙
契
神
会
、
然
る
を
知
ら
ず
し

て
然
る
な
り
。…
…
中
略
…
…
人
品
す
で
に
高
し
、
気
韻
高
か
ら
ざ

る
を
得

ず
。
気
韻
す
で
に
高
し
、
生
動
至
ら
ざ
る
を
得
ず
。

と
述
べ
、
ま
た

「論
製
作
楷
模
」
に
お
い
て
も
、

お
お
む
ね
図
画
の
風
力
気
韻
は
固
よ
り
そ
の
人
に
在
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
他

「論
用
筆
得
失
」
に
お
い
て
も
、

凡
そ
画
の
気
韻
は
游
心
に
本
づ
き
、
神
彩
は
用
筆
よ
り
生
ず
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
に
よ
れ
ば
、
若
虚
の
い
う
気

韻
は
先

の
彦
遠
の
い
う
客
体
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
作
者
で
あ
る
主

体
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
は

っ
き
り

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

主
体
で
あ
る
作
者
に
存
す
る
気
韻
は
、
当
然
人
格
そ
の
も
の
の
反
映
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
格
と
は
換
言
す

れ
ば
、
そ
の
人
の
心
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
気
韻
生
動
と
は
本
来

主
体
に
存
在
す
る
も
の
で
、
そ
の
反
映
と
し
て
描
か
れ
た
る
も
の
に
存

在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
彦
遠
の
い
う
気
韻
生
動
と
若

虚
の
い
う
そ
れ
と
は
、
む
し
ろ
立
場
が
逆
転

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

郭
若
虚
の
気
韻
生
動
論
は
右
の
如
く
張
彦
遠

の
も
の
と
は
大
き
く
異
な

る
が
、
若
虚
に
先
立
つ
郭
煕
に
も
既
に
若
虚
的
思
考
が
み
ら
れ
る
。
郭

熈
は
北
宋
画
院
の
宮
廷
画
家
と
し
て
、
ま
た
そ
の
著

『
林
泉
高
致
』
は

正
統
的
山
水
画
論
と
し
て

つ
と

に
有
名
で
あ

る
が
、
そ
の
中
の

「画

意
」
に
、

然
れ
ど
も
静
居
燕
坐
し
て
、
明
窓
浄
几
あ
り
、

一
姓
の
炉
香
に
万
慮
消
沈
す

る
に
因
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
佳
句
の
好
意
も
亦
た
看
て
出
で
ず
。
幽
情
美
趣
も

亦
た
想
い
て
成
ら
ず
。
即
ち
画
の
主
意
も
亦
た
豊
に
及
び
易
か
ら
ん
や
。
境

界
已
に
熟
し
、
心
手
已
に
応
じ
て
、
方
に
始
め
て
縦
横
度
に
中
り
、
左
右
原

に
逢
わ
ん
。

の
如
く
述
べ
て
い
る
。
郭
熈
は
気
韻
生
動
と

い
う
言
葉
は
使

っ
て
い
な

い
が
、
作
画

に
お
い
て
は
や
は
り
主
体
で
あ
る
作
者
に
重
点
が
置
か
れ
、

そ
の
結
果
心
を
重
視
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
右

の
如
き
作
画
態
度
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
郭
若
虚
以
降
の
中
国
画
論

に
お
け
る
気
韻
生
動
は
、
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す
べ
て
主
体
で
あ
る
作
者
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宋
代
に

お
け

る

韓
拙
の

『
山
水
純
全
集
』
や
郡
椿
の

『画
継
』
は
勿
論

の
こ

と
、
主
客
合

一
傾
向
の
強

い
元
明
清
代
の
画
論
も
広
義
に
は
す
べ
て
同

一
方
向
を
向
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

宋

代
画
論

と
禅

一
般

に
中
国
に
お
い
て
画
と
禅
の
結
び
つ
き
は
禅
余
技
と
い
っ
た
方

向
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
梁
楷
や
牧
難
と
い
っ
た
画
僧
そ
の
も
の
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
画
論
と
禅
と
い
う
観
点
か
ら

は
明
代
の
董
其
昌
の

『
画
禅
室
随
筆
』
が
余
り
に
も
有
名
な
た
め
、
明

代
以
降

に
は
じ
め
て
顕
著
に
な
る
と
す
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
書
論

に
お
い
て
禅
の
影
響
は
北
宋
時
代
に
顕
著
に
あ

ら
わ

れ

て
お

り
、

一
方

で
そ
れ
以
前
か
ら
書
画

一
体
論
、
書
画
同
源
論
が
敷
衛
し
て

い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
画
論
に
お
い
て
も
少
く
と
も
北
宋
代

ま
で
湖
る

こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
蘇
載
、
黄
庭
堅
は
最
も
重
要
な
人
物
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
書
家
と
し

て
宋
代
革
新
書
家
の
両
雄
で
あ
る
が
、
ま
た
書
論
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ

れ
卓
抜
し
た
見
識
を
有
し
て
お
り
、
後
世
文
人
の
祖
と
も
い
う
べ
き
人

物
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
は
絵
画
に
関
し
て
も
非
常
に
注
目
す
べ
き
論
を

展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

蘇
戦
の
絵
画
観
は
、
例
え
ば

『書
郡
陵
王
主
簿
所
画
折
技
二
首
』

の

冒
頭
の
、

画
を
論
ず
る
に
形
似
を
以
て
す
る
は
、
見
児
童
と
郡
し
。

な
る
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
形
似
を
第

一
義
と
し
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
写
実
主
義
を
真
向

か
ら
否
定
し
た
も
の
で
あ

る
。
『そ
し
て
簑
管
谷
幅
竹
記
』
の
、

竹
を
画
く
に
は
必
ず
先
ず
成
竹
を
胸
中
に
得
て
、
筆
を
執
る
。

と
い
う
如
く
、
主
体
で
あ
る
作
者
の
意
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た

同
様
に

『書
陳
懐
立
伝
神
』
に
お
い
て
も
、

薫
然
と
し
て
筆
墨
の
外
に
意
あ
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

「
新
意
」
と
い
う
言
葉
で
よ
り
具
体

的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『書
呉
道
子
画
後
』
に
、

新
意
を
法
度
の
中
に
出
し
、
妙
理
を
豪
放
の
外
に
寄
す
。

と
あ
る
如
く
・
作
画
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
新
意
を
出
す
こ
と
だ
と
強

調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
は

『
践
呉
道
子
地
獄
変
相
』
に
も
そ
の
ま

ま
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「新
意
」
こ
そ
彼
の
書
論
に
お
い
て
も

最
も
強
調
さ
れ
る
と
じ
う
な
の
で
あ

る
。
蘇
載
は
元
豊
三
年

(
一
〇
八

○
)
黄
州
へ
流
さ
れ
る
が
、
例
え
ぽ
小
訓
瀦

氏
は
こ航

よ
り
元
豊
八

年
の
間
に
彼
の
芸
術
が
成
熟
し
た
と
さ
れ
、
中
田
勇
次
郎
氏
も
こ
れ
よ

り
元
祐
八
年

(
一
〇
九
三
)
の
間
に
彼
の
秀
れ

た
書
作
品
が
集
中
し

て

(
4
)

い
る
と
さ

れ
る
。
右
の

『書
呉
道
子
画
後
』

は
元
豊
八
年
、
『
賊
呉
道

子
地
獄
変
相
』
は
元
豊
六
年
の
作
で
あ

り
、
ま
さ

に
こ

の
時
期
で
あ

る
。
蘇
載
が

「
東
披
居
士
」
と
号
し

た

の
は
元
豊
五
年
の

こ
と

で
あ

り
、
禅
と
の
接
触
を
深
め
た
の
は
こ
れ
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。
東
林
常

八
五
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総
を
中
心
と
し
た
彼
と
禅
僧
と
の
交
流
は
、
彼
の
詩
、
書
、
画
に
お
け

る
主
体
的
精
神

の
強
調
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
、
芸
術
の
根
源
を
作
者

の
心
源
に
お
く
い
わ
ゆ
る
精
神
芸
術
の
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
黄
庭
堅
も
独
特

の
表
現
で
も
っ
て
彼
の
絵
画
観
を
示
し
て
い

る
。
『
題
子
謄
枯
木
』
に
お
い
て
、

胸
中
元
と
自
ら
丘
墾
有
り
、
故
に
老
木
の
風
霜
に
幡
ま
る
を
作
す
。

と
述
べ
、

ま
た

『題
七
才
子
画
』

に
お
い
て
も
、

山
谷
曰
く
、

一
丘

一
堅
自
ら
須
ら
く
其
の
人
の
胸
に
あ
る
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
黄
庭
堅
は

「胸
中
の
丘
墾
」
を
強
調
す

る
が
、
そ
れ
は

『道
藤
師
画
墨
竹
序
』
に
お
け
る
、

妙
を
筆

に
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
当
に
妙
を
心
に
得
べ
し
。

と
い
う
心
の
強
調
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は

『題
趙
公

佑
画
』
に
お
い
て
、

余
れ
初
め
よ
り
未
だ
嘗
て
画
を
識
ら
ず
。
然
れ
ど
も
禅
に
参
じ
て
無
功
の
功

を
知
り
、
道
を
学
ん
で
至
道
の
煩
な
ら
ざ
る
を
知
る
。

と
述
べ
、
参
禅
弁
道
の
後
、
絵
画
に
理
解
が
進
ん
だ
こ
と
を
明
言
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
黄
庭
堅
は
各
種
僧
伝
に
も
晦
堂
祖
心
の
法
嗣
と
し
て

伝
記
が
載

せ
ら
れ
て
い
る

一
方
、
多
く
の
禅
者
の
塔
銘
も
記
し
て
お
り

古
来
か
ら
禅
門
と
の
深

い
関
わ
り
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
書
論
に
お
い

て
も
か
っ
て
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
禅
の
影
響
は
多
大
な
も
の
が
存
す

(
5
)

る
の
で
あ

る
。
さ
す
れ
ば
右
の
彼
の
画
論
に
お
け
る
心
の
強
調
は
、
禅

の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か

か
る
蘇
戟

・
黄
庭
堅
の
絵
画
論
は

「
胸
中
の
成
竹
」
、
「
胸
中
の
丘
墾
」

と
表
現
は
若
干
異
な
る
が
、
と
も
に
形
似
よ
り
も
作
者

の
主
体
的
精
神

を
最
重
要
視
す
る
点
で

一
致
し
て
お
り
、
彼
ら
が
禅

の
影
響
を
受
け
精

神
芸
術
の
理
論
化
と
定
着
を
促
し
た
こ
と
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。で

は
蘇

・
黄
の
精
神
芸
術
的
画
論
と
前
述
北
宋
代

の
画
論
と
は
如
何

に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
郭
熈

に
つ
い
て
両
者
が
共
に
非

常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ぽ
蘇
載
は

『
郭
煕
秋
山
平

遠
』
に
お
い
て
、

こ
の
間
に
句
あ
り
て
人
の
識
る
無
し
。

と
述
べ
、
そ
の
画
の
響
き
を
讃
え
、
黄
庭
堅
は

『
題
郭
熈
山
水
扇
』

に

お
い
て
、

便
ち
江
山
に
面
し
、
意
を
取
り
て
成
す
。

と
述
べ
、
ま
さ
に
そ
の
画
の
精
神
性
を
高
く
評
価
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

郭
熈
は
前
述
の
如
く
気
韻
生
動
と

い
う
言
葉
は
使
わ
な

い
が
、

『林
泉
高
致
』
の

「
山
水
訓
」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
彦
遠
の

「
論

画
六
法
」
に
お
け
る
山
水
、
樹
石
は
位
置
、
向
背
に
注
意
す
る
の
み
と

(
6

)

い
う
立
場
と
は
大
き
く
異

っ
て
お
り
、

一
方

で
そ
の
作
画
態
度
も
ま
さ

に
禅
的
境
地
を
要
す
る
点
で
蘇
載
に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
何
と

な
れ
ば
蘇
載
は

『
贈
東
林
総
長
老
』
の

渓
声
は
便
ち
是
れ
長
広
舌
、
山
色
は
豊
清
浄
身
に
非
ざ
ら
ん
や
。

と
い
う
有
名
な
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
宋
期
に
明
確
に
な
っ
て

632



中
国
画
論

に
お
け

る
禅

の
影
響

(長
谷

川
)

八
七

き
た
無
情
説
法
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
お
り
、
郭
熈

に
共
感
を
覚
え

て
も
至
極

当
然
で
あ

っ
た
。
ま
た
黄
庭
堅
の

『
践
郭
熈
画
山
水
』

に
、

郭
煕
元
豊
の
末
に
顕
聖
寺
悟
道
者
の
た
め
に
十
二
幅
の
大
屏
を
作
す
。…
…

中
略
…
…
余
嘗
て
子
謄
兄
弟
を
招
い
て
共
に
こ
れ
を
観
る
。
子
由
歎
息
す
る

こ
と
終
日
な
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
宮
廷
画
家
で
は
あ

っ
た
が
禅
家
と
の
交
渉

は
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ぽ
彼
が

す
ぐ
後
に
出
現
す
る
蘇

・
黄
の
禅
的
境
界
に
培
わ
れ
た
精
神
芸
術
の
先

駆
者
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
も
そ
れ
程
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
宋
代
画
論
に
お
い
て
特
徴
的
気
韻
生
動
論
を
主
張
し
た
郭

若
虚
に

つ
い
て
は
、
そ
の
紀
伝
が
不
明
の
た
め
彼
と
禅
と
の
関
係
は
定

か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
気
韻
生
動
論
に
お
け
る
作
者
の
主

体
性
の
重
視
、
心
の
重
視
と
い
っ
た
特
徴
は
そ
の
ま
ま
禅
的
特
徴
と
い

っ
て
も
過

言
で
は
な
か
ろ
う
。
当
時
の
知
識
人
は
何
ら
か
の
形
で
禅

の

影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
最
右
翼
で
あ
る
蘇
戦

・
黄
庭
堅
の
画
論
と

若
虚
の
そ
れ
の
近
似
性
を
考
え
れ
ば
、
時
間
的

に
も
無
理
を
生
ぜ
ず
禅

の
影
響
の
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。
今
、
当
時

の
知
識
人
と
の
幅

広
い
交
流

で
知
ら
れ
る
覚
範
恵
洪
の

『
石
門
文
学
禅
』
巻
七
の
中
に
興

味
深
い
も

の
が
窺
わ
れ
る
。
「贈
別
若
虚
」
な
る
詩
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

内
容
は
い
わ
ゆ
る
哀
悼
の
文
章
だ
が
、
非
常
に
抽
象
的
で
若
虚
が
如
何

な
る
人
物

か
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
時
間
的
に
符
合
す
る
こ
と
、

若
虚
と
い
う
名
が
非
常
に
珍
し
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
詩

　
　
　

文
は
郭
若
虚
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
非
常

に
高
い
。

い
ず
れ

に
せ
よ
現
時
点
で
は
資
料
的
限
界
か
ら
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と

ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
若
虚
に
続
く
画
論
が
作
者
を
主
体
と
す

る
方
向
で

一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
が
後
に
董
其
昌
の

『画
禅
室
随
筆
』

に
お
け
る
、

画
家
の
六
法
、

一
に
気
韻
生
動
。
気
韻
は
学
ぶ
べ
か
ら
ず
。
此
れ
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
之
を
知
る
な
り
、
自
ら
天
授
あ
り
。
然
れ
ど
も
亦
学
び
得
る
処

あ
り
。
万
巻
の
書
を
読
み
、
万
巻
の
道
を
行
き
、
胸
中
に
塵
濁
を
脱
去
す
れ

ば
、
自
然
に
丘
墾
内
に
営
ま
れ
、
立
う
に
鄭
那
を
成
し
、
手
に
随
っ
て
写
出

す
れ
ば
皆
山
水
の
た
め
に
神
を
伝
う
。

の
如
き
、
最
重
要
な
気
韻
す
ら
胸
中
の
塵
濁

を
脱
去
す
る
と
い
う
禅
…機

に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
に
連

っ
て
い
る
こ
と
は
看
過

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

お

わ
り

に

以
上
宋
代

の
画
論
と
禅
に
つ
い
て
そ
の
代
表
的
と
思
わ
れ
る
も
の
を

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
た
が
、
宋
代
画
論
の
特
徴
と
し
て

は
次
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
つ
に
は
気
韻
生
動
論
が
大
き

く
変
化
し
気
韻
が
作
者
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

も
う

一
つ
は
他
の
芸
術
分
野
と
同
様

に
専
門
家
だ
け
で
な
く
士
大
夫
を

中
心
と
し
た
知
識
階
級
が
大
き
く
関
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
が
次
第

に
主
流
と
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
従
来
の
専
門
家
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に
よ
る
画
論
の
み
で
な
く
題
践
等
を
中
心
と
し
た
広
範
な
考
察
が
必
要

と
な

っ
て
く
る
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
蘇
載

・
黄
庭
堅
は
絵
画
に
つ

い
て
は
本
来
余
技
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
画
論
は
後
世

へ
の
影
響
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
非
常
に
重
大
な
意
味
を
も

っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
彼
ら
の
芸
術
論
が
禅
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
は
小
論

で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
宋
代
の
禅
の
隆
盛
を
考
え
る
と
他
の

画
論
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
宋
代
画
論
は
大
き
く
い
え
ば
芸
術
の
根
源
を
作

者
の
心
源

に
お
く
と
い
う
点
で
す
べ
て

一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が

ま
さ
に
禅
的
影
響
の
産
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
宋
代
書
道

が
す
べ
て
人
間
性
の
発
露
と
い
う
意
味
で

「宋
人
は
意
を
取
る
」
と
称

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
画
論
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
小
論
は
ほ

ん

の

一
端
を
示
し

た
に
過
ぎ

ず
、
今
後

は
よ
り
広
範
か
つ
深
遠
な
考
察
を
加
え
た
い
。

1

『
続
画
品
』
謝
赫

の
章

に
気
韻

の
語
が

使
わ
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

津
逮
秘
書

本
で
は

「気
運
」

と
な

っ
て

い
る
。

2

原
文

は

「
心
随
筆
運
」

で
あ

る
が

ど
う
読
み
下
す
か

で
意
味
が
変

化
す

る
。
『
山
水
純
全
集
』

で
は

「
随
形
運
筆

」
と
し

て
い
る
。

3

『
蘇
載
』

(岩
波
書
店
)
上
巻

の
解

説

に
詳
し

い
。

4

『
中
国
書
論
集
』

(
二
玄
社
)
「
蘇
東

披

の
書
と
書
論
」

に
詳
し

い
。

5

拙
稿

「
宋
代
書
道
と
禅
思
想
」

(『
全

国
大
学
書
道

学
会
研
究
集
録
』

昭

和
六

一
年
度
)
を
参
照
さ
れ

た

い
。

6

「蓋

し
身
山
川

に
即
き

て
こ
れ
を
取
れ
ぽ
、
則

ち
山
水

の
意

度
見

は
る
」

の
言

の
如

く
、

山
水

に
真
理
が

存
在
す

る
と
し
て
い
る
。

7

こ

の
他

に
も

『
石
門
文
字
禅
に
』

は

「次
韻
曽
英

発
兼

簡
若
虚
」
な

る

も

の
も
収
め
ら
れ

て
い
る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

宋
朝
禅
、

気
韻
生
動
論
、
蘇
軾
、

黄
庭
堅

(
正
眼
短
期
大
学
助

教
授
)
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