
※  

本
論
は
、Craig C

lunas, Art in China , O
xford U

niversity Press, 2009

の
「
は
じ
め
に
」（Introduction

）
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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　「
中
国
美
術
」
は
き
わ
め
て
最
近
の
発
明
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い

百
年
の
歴
史
し
か
な
い
。
織
物
や
、
書
作
品
、
絵
画
、
彫
刻
、
陶
磁

器
、
そ
し
て
ほ
か
に
も
本
書
の
中
で
言
及
さ
れ
る
五
千
年
に
も
お
よ

ぶ
工
芸
・
芸
術
作
品
の
か
ず
か
ず
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

ら
の
た
く
さ
ん
の
品
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
そ
れ
を
「
中
国
美
術
」

と
よ
ぶ
と
い
う
考
え
は
、
き
わ
め
て
短
い
歴
史
し
か
も
っ
て
い
な

い
。
こ
の
国
の
歴
代
の
支
配
階
層
は
、
芸
術
に
つ
い
て
の
著
作
を
も

の
し
、
芸
術
品
を
収
集
し
、
芸
術
を
見
せ
消
費
す
る
こ
と
に
か
け
て

は
、
長
く
か
つ
洗
練
さ
れ
た
伝
統
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
九
世
紀
以
前
に
は
誰
ひ
と
り
と
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
対

象
が
同
一
の
研
究
分
野
に
ふ
く
ま
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
「
中
国
美
術
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
一
九
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
北
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い

ま
だ
に
西
欧
世
界
で
は
、
無
条
件
の
「
芸
術
」、
す
な
わ
ち
現
実
的

に
は
一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
を
中
心
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
や
世

界
の
ほ
か
の
地
域
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
「
芸
術
」
と
対
照
を
な
す
研

究
対
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
中
国
美
術
」
と
い
う
く
く
り
が
理
解
さ

れ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
）
1
（

ー
」
や
コ
ロ

ン
ビ
ア
特
別
区
の
ワ
シ
ン
ト
ン
に
あ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ

リ
ー 

オ
ブ 

ア
ー
）
2
（

ト
」
は
、
名
前
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
中
国
で
制
作
さ
れ
た
作
品
を
収
蔵
し
て
い
な
い
。

　「
中
国
美
術
」
が
一
九
世
紀
に
発
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
種
類
の
美
術
品
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、
価
値
を
評
価
し
た

西
洋
の
目
に
映
っ
た 

中
国
古
典
美
術

ク
レ
イ
グ
・
ク
ル
ナ
ス

（
翻
訳
＝
木
島
史
雄
）

●
●
●
●
●
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国
古
典
美
術
の
魅
力
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り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
発
言
は
み
な
あ

る
意
味
で
、「
中
国
」
そ
れ
自
体
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
東
洋
趣
味
を
も
つ
西
洋
人
た
ち
は
、
中
国

は
全
体
と
し
て
均
質
な
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
い
ち
ば
ん
本
質

的
な
部
分
は
、
外
国
人
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
と
考
え
て
い

た
。
い
っ
ぽ
う
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
人
思
想
家
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
芸
術

は
人
間
精
神
（
の
あ
ら
わ
れ
）
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
）
3
（

た
。
こ
の
両

者
が
で
あ
っ
て
、「
中
国
美
術
」（C

hinese art

）
と
い
う
独
特
の
述

語
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
中
国
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
だ
す
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
変
化
よ
り
も
連
続
性
、
ま
た
対
立

よ
り
も
調
和
、
そ
し
て
相
違
よ
り
も
本
質
的
な
均
質
性
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
が
、
時
間
的
／
地

域
的
を
問
わ
ず
受
け
入
れ
て
き
た
、
内
部
的
な
さ
ま
ざ
ま
の
実
際
上

の
相
違
点
が
無
視
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
中
国
と
「
西
欧
的
芸
術
の

伝
統
」
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
は
物

理
的
に
巨
大
な
国
で
あ
っ
て
、
気
候
風
土
も
生
態
環
境
も
い
ろ
い
ろ

で
あ
り
、
こ
の
書
物
が
記
す
こ
と
に
な
る
全
期
間
を
通
じ
て
、
社

会
・
宗
教
思
想
、
支
配
階
層
の
民
族
構
成
、
政
治
権
力
や
人
口
集
中

地
域
の
地
理
的
配
置
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
移
り
か
わ
っ

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
書
名
を
、「
中
国
美
術
」（C

hinese A
rt

）
で
は
な
く
「
中

国
の
美
術
（
あ
る
い
は
「
中
国
に
お
け
る
美
術
」）」（A

rt in C

）
4
（

hina

）

と
し
た
。
こ
と
さ
ら
に
そ
う
し
た
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
す
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な
わ
ち
非
常
に
範
囲
が
広
く
、
形
式
に
お
い
て
も
、
時
間
的
に
も
、

素
材
の
面
で
も
た
い
そ
う
異
な
っ
て
お
り
、
作
者
も
、
受
け
手
も
、

使
わ
れ
る
状
況
も
ず
い
ぶ
ん
と
か
け
は
な
れ
た
作
品
群
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
貫
通
す
る
よ
う
な
原
理
や
本
質
が
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
書
物
に
何
を
入
れ
、
何
を
は
ね
る
か

に
つ
い
て
も
、
動
か
し
が
た
い
断
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
著
者
の
気
力
と
読
者
の
忍
耐
と
、
そ
し
て
出
版
上
の
経
済

的
事
由
の
た
め
に
、
図
版
と
文
字
の
分
量
を
し
ぼ
ら
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。「
中
国
美
術
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、「
歴
史
的

に
い
っ
て
、
中
国
で
は
、
何
が
美
術
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
か
。
ま

た
誰
に
よ
っ
て
そ
う
み
な
さ
れ
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た

か
」
と
言
い
換
え
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
問
題
は
な
か
ろ
う
。
十
分
に

は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
こ
そ
が
、
本
書
を
つ
う
じ
て

投
げ
か
け
た
か
っ
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ど
う
定
義
し
て
み
て

も
、「
中
国
美
術
」（C

hinese A
rt

）
か
ら
は
み
だ
し
た
り
、
齟
齬
を

き
た
す
も
の
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
既
存
の
文
献
を
少
し
め

く
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ゆ
れ
な
く
安
定
し
た

語
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
中
国
美
術
」
を
考
え
る
こ
と
は
も
は
や

不
可
能
で
あ
っ
て
、
残
さ
れ
た
の
は
、
誰
が
ど
う
い
う
視
点
か
ら
枠

決
め
を
し
た
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中

国
の
士
人
層
は
、
こ
こ
千
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
、「
書
」
こ
そ
が
最

高
の
芸
術
で
あ
る
と
考
え
て
疑
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
か
た

や
英
語
で
書
か
れ
た
概
説
書
で
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
西
洋
の
伝

統
に
従
っ
て
、
自
分
た
ち
が
「
美
術
」（fine art

）
で
あ
る
と
考
え

る
彫
刻
の
ほ
う
に
、
よ
り
多
く
の
紙
面
を
ま
ま
割
い
て
い
る
。
し
か

も
彫
刻
と
い
う
も
の
自
身
、
議
論
の
多
い
分
野
な
の
で
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
人
の
学
者
ビ
ク
ト
ル
・
セ
ガ
レ
ン
（V

ictor Segalen, 1878 ‒ 
1

）
5
（

922

）
は
、『
偉
大
な
る
中
国
の
彫
像
』（The G

reat Statuary of 
C

〉
1
〈

hina

）
と
い
う
先
駆
的
な
業
績
を
も
の
し
た
人
物
で
あ
る
の
だ
が
、

彼
は
（
素
材
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
現
存
す
る
作
品
群
の
ほ
と
ん
ど

を
し
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）、
中
国
に
お
け
る
仏
教
彫
刻
を
完
全

に
除
外
し
て
扱
わ
な
か
っ
）
6
（

た
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
彫
刻
は
、「
全

く
中
国
的
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
か
ら
の
「
舶

来
も
の
」
で
あ
っ
て
、
か
つ
彼
自
身
が
賞
賛
し
て
や
ま
な
い
純
粋
に

中
国
土
着
の
作
品
に
た
い
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
悪
い
影
響
を
与
え
て
き

た
と
、
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
本
書
に
は
、
十
分
な
説
明
を
し
な
い
ま
ま
書
き
進
め
た

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
読
者
が
そ
れ
を
変
だ
と
思
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
本
書
の

中
で
は
、
建
物
に
つ
い
て
論
じ
な
か
っ
た
。「
建
築
」
は
、
二
〇
世

紀
に
な
る
ま
で
、
中
国
の
美
術
の
一
分
野
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本
書
で
と
り
あ
げ
た

（
建
築
と
同
じ
く
、
理
論
化
が
お
く
れ
た
）
ほ
か
の
分
野
ほ
ど
に

は
、
ひ
と
び
と
が
建
物
を
美
し
く
作
り
上
げ
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
も
の
を
書
物
に
採

る
か
除
外
す
る
か
は
、
書
物
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
し
ま
う



124

も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ふ
れ
な
い
で
お

く
。
し
た
が
っ
て
、
読
者
諸
賢
は
、
本
書
に
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
一
二
〇
あ
ま
り
の
諸
品
が
、
傑
作
と
し
て
由
緒
あ
る
規
範
を
示
し

て
い
る
と
か
、
重
要
美
術
品
に
認
定
さ
れ
た
万
人
の
認
め
る
リ
ス
ト

で
あ
る
な
ど
と
は
考
え
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら

は
、
芸
術
の
さ
ま
ざ
ま
に
殊
な
る
歩
み
を
示
す
代
表
で
あ
る
に
過
ぎ

な
い
。
作
ら
れ
た
時
点
・
場
所
で
す
で
に
美
術
作
品
と
み
な
さ
れ
る

と
と
も
に
、
現
在
ま
で
ず
っ
と
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

も
の
も
あ
る
が
、
我
々
の
世
紀
に
な
っ
て
や
っ
と
重
要
だ
と
認
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
な
か
に
は
、
美
術
史
上
の
「
重

要
」
作
品
で
あ
る
か
ど
う
か
の
伝
統
的
な
規
範
か
ら
は
は
み
出
し
て

お
り
、
こ
の
書
物
の
よ
う
な
入
門
書
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
非
難
さ

れ
か
ね
な
い
も
の
も
あ
る
。
私
が
作
品
を
選
ぶ
際
に
用
い
た
原
則

は
、
大
昔
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
中
国
に
お
い
て
芸
術
で
あ
っ

た
、
と
現
在
の
我
々
が
考
え
る
も
の
、
そ
れ
ら
の
背
景
を
説
明
す
る

の
に
役
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
多
く

は
英
国
で
最
近
、
学
術
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
詳

細
に
つ
い
て
は
、
注
釈
や
書
目
に
細
か
く
記
し
て
お
い
た
。
こ
れ
ら

は
、
公
平
に
選
び
出
さ
れ
た
見
本
で
は
な
く
、（
本
書
に
お
け
る
叙

述
の
）
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
長
大
な
時
間
に
わ
た
る
中

国
美
術
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
制
作
さ
れ
た
作
品

の
ほ
と
ん
ど
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、

現
代
の
標
準
的
な
参
考
図
）
7
（

書
を
開
け
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
著
名
な

画
家
だ
け
で
一
万
三
千
人
以
上
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私

は
、
作
ら
れ
た
時
点
で
芸
術
と
し
て
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た

も
の
に
重
心
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
と
す
れ
ば
必
然
的
に
、
書
と
絵

画
に
あ
る
意
味
で
特
権
的
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
他
の
地
域
で
も
同
様
だ
が
、
中
国
で
も
「
中
国
美
術
」
が
、
現

在
で
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
素
材
を
用
い
た
も
の
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る

こ
と
は
、
私
も
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
ん
な
分
野
に

お
い
て
も
、
い
か
に
す
れ
ば
美
し
く
で
き
る
か
と
い
う
意
識
的
な
工

夫
は
、
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
世
俗
的
な
も
の

で
あ
れ
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
れ
、
双
方
を
彫
刻
と
し
て
扱
っ
て
よ

い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
作
品
の
パ
ト
ロ
ン
や
作
者
に

つ
い
て
我
々
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
何
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な

く
、
た
だ
現
存
す
る
有
形
の
証
拠
か
ら
、
何
ら
か
の
こ
と
を
、
組
み

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
本
の
構
成
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
説
明
を
し
て
お
い
た
方
が

い
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
の
本
の
構
成
が
、
完
全
に
は
時
代

順
に
も
テ
ー
マ
別
に
も
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
弁
解

も
不
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
提
示
し
た
作
品
の
集
め
方
が
、
そ
の
ま

ま
で
何
ら
か
の
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
集
め
方
が
、
他
の
構
成
よ
り
も
確
固
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
本
は
、
論
述
の
出
発
点
と
し
て
、
作

品
が
使
わ
れ
る
情
況
、
芸
術
品
が
創
造
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
社
会

的
・
物
質
的
環
境
に
従
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
議
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論
が
為
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
品
が
使
わ
れ
る
情
況
、
芸
術
品

が
創
造
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
社
会
的
物
質
的
環
境
と
い
っ
た
こ
と

は
、
ご
く
最
近
に
な
る
ま
で
、
中
国
美
術
の
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん

ど
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
中
国
的
で
あ
れ
、

西
洋
的
で
あ
れ
、
知
的
伝
統
の
中
で
ご
く
最
近
に
な
る
ま
で
、「
芸

術
」
と
機
能
は
両
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
九

世
紀
以
来
、
芸
術
作
品
は
機
能
を
も
た
な
い
何
者
か
、
も
し
く
は
、

そ
の
機
能
を
隠
し
た
り
、
機
能
を
取
り
除
い
た
り
す
る
と
い
う
視
点

で
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
の
章
で
は
、
芸
術
的
な
場
所
と
し
て
の
墓
の
あ
り
さ
ま
、
支

配
者
の
宮
廷
、
宗
教
的
な
儀
式
の
寺
院
や
祭
壇
、
上
層
階
級
の
社
交

生
活
や
交
際
、
そ
し
て
さ
い
ご
に
商
品
市
場
と
い
っ
た
も
の
を
記
述

の
枠
組
み
と
し
て
設
定
し
た
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
排
除
し
あ
う
わ
け

で
は
な
く
、
多
く
の
作
品
は
幾
つ
か
の
見
出
し
の
下
に
登
場
す
る

し
、
実
際
い
く
ら
か
の
も
の
は
、
一
度
な
ら
ず
言
及
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
提
示
さ
れ
た
作
品
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
意
味

づ
け
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
う
変
化
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
配

慮
し
た
。
こ
の
書
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
芸
術
作

品
」
と
し
て
の
価
値
づ
け
は
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
ま
た

ま
現
代
が
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

原
注
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〉 V. Segalen (tr. E

. L
evieux ), The G

reat Statuary of China , 
C

hicago and London, 1978 .

訳
注

（
1
） T

he N
ational G

allery. 

英
国
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
国
立
の
西
洋

絵
画
展
示
館
。
一
八
二
四
年
に
設
立
さ
れ
、
一
二
六
〇
年
か
ら
一
九

〇
〇
年
ま
で
の
西
欧
絵
画
を
二
〇
〇
〇
点
以
上
所
蔵
。
所
蔵
品
は
主

要
な
西
欧
絵
画
の
学
派
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
よ
く
知
ら
れ
た
画
家
た
ち

の
作
品
が
含
ま
れ
て
お
り
、
作
品
は
時
代
別
に
四
つ
の
棟
に
分
け
て

メ
イ
ン
・
フ
ロ
ア
（M

ain Floor

）
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

 
http://www.nationalgallery.org.uk/default.htm

（
2
） N

ational G
allery of A

rt. 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
に

あ
る
国
立
の
西
洋
美
術
展
示
館
。
一
九
二
八
年
に
設
立
さ
れ
、
西
洋

各
地
の
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
な
ど
を
展
示
。
中
国
で
き
の
美
術
品
は

展
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ン
コ
ー
ル
な
ど
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
彫
刻

類
は
展
示
さ
れ
て
い
る
。http://www.nga.gov/

（
3
） G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770 ‒1831 . 

こ
の
芸
術
を

人
間
精
神
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
主
張
は
、
か
れ
の
『
美
学
講
義
』
中

に
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
直
接
そ
れ
に
当
た
る
文
章
は
発

見
で
き
て
い
な
い
。
一
般
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
の
定
義
は
「
人

間
精
神
の
あ
ら
わ
れ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
原
文
の

“art as the soul of a people

”
は
、
訳
し
て
し
ま
え
ば
、「
人
間
精
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神
と
し
て
の
芸
術
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
意
味

が
不
分
明
な
の
で
、
右
の
よ
う
に
訳
し
た
。

（
4
） 
こ
の
「
は
じ
め
に
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で

の
中
国
の
美
術
に
関
す
る
書
物
は
、“C

hinese A
rt

”
と
い
う
書
名

を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ほ
か
に
“A

rt of C
hina

”
と
い
う
の

も
あ
る
が
、
こ
の
書
物
の
“A

rt in  C
hina

”
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、

き
わ
め
て
刺
激
的
か
つ
示
唆
的
で
あ
る
。

（
5
） 

原
著
は
セ
ガ
レ
ン
の
没
年
を
一
九
二
二
年
と
す
る
が
、
こ
れ
は

一
九
一
九
年
の
あ
や
ま
り
。

（
6
） 

『
偉
大
な
る
中
国
の
彫
像
』
の
原
著
は
、Chine, la grande 

statuaire ; suivi de Les origines de la statuaire de C
hine , Paris: 

Flam
m

arion, 1996 .
 

　
セ
ガ
レ
ン
に
つ
い
て
は
、研
究
論
文
や
翻
訳
著
作
集
も
出
て
い
る
。

渡
邊
芳
敬
「
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
論
の
現
在
│
│
セ
ガ
レ
ン
研
究

⑴
」『
人
文
論
叢
：
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
研
究
紀

要
』
第
九
号
、
一
九
九
二
年

『
セ
ガ
レ
ン
著
作
集
』
全
八
巻
、
清
水
徹
・
木
下
誠
・
渡
辺
諒
編

集
、
水
声
社

（
7
） 

兪
剣
華
『
中
国
美
術
家
人
名
辞
典
』
上
海
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
八
一
年
。


