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中
国
の
歴
史
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
素
晴
ら
し
い
芸
術
文
化
を
生
み
出
し

て
い
る
が
、
漢
・
唐
、
そ
し
て
、
皇
帝
と
し
て
最
後
と
な
る
清
の
三
つ
の
時
代
に
お
い
て
、
大

き
な
芸
術
文
化
の
活
動
が
特
記
さ
れ
る
。
そ
の
反
動
に
よ
り
、
漢
か
ら
の
脱
出
、
唐
か
ら
の
脱

出
、
清
か
ら
の
脱
出
と
、
各
時
代
か
ら
の
離
脱
が
次
な
る
時
代
の
芸
術
文
化
と
し
て
新
し
く
芽

生
え
て
い
る
。

特
に
、
漢
と
唐
の
あ
と
に
は
楷
書
を
は
じ
め
行
書
、
草
書
が
新
し
い
形
で
展
開
さ
れ
、
周
、

秦
、
漢
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
正
書
体
と
非
正
書
体
の
関
係
に
お
い
て
は
、
正
書

体
に
あ
た
る
楷
書
と
非
正
書
体
に
あ
た
る
行
書
・
草
書
は
見
事
な
発
展
を
見
せ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
聖
徳
太
子
や
空
海
は
中
国
の
文
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
、
そ
し
て
伝
え
、

新
し
い
日
本
文
化
を
築
き
あ
げ
た
。
近
代
書
の
父
と
い
え
る
日
下
部
鳴
鶴
に
お
い
て
も
日
本
に

新
し
い
書
芸
術
を
誕
生
さ
せ
る
原
動
力
の
種
を
ま
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
国
と
日
本
の
交
流

の
深
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
こ
の
著
書
の
焦
点
と
い
え
る
。
併
せ
て
臨
書
・
創
作
・
教

育
・
研
究
の
書
芸
術
の
四
つ
の
宝
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
、
自
負
し
て
い
る
。「
中
国
か
ら
伝

来
さ
れ
た
書
は
素
晴
ら
し
い
力
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
周
知
に
務
め
た
い
。
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※
詳
し
く
は
「
雁
塔
聖
教
序
に
関
す
る
記
録
」
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
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裂
と
統
一
の
狭
間
で
の
文
字

第
一
節

漢
か
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の
脱
出

（「隷書について」の１５頁から）（３１頁へ）
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（８６頁へ）
（１０８頁へ）
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（「隷書について」の１５頁から）（３１頁へ）
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こ
の
「
書
の
あ
ゆ
み
」

は
漢
が
終
わ
り
、
新
し
い
時
代
「
三
国
時
代
」
か
ら

始
ま
り
ま
す
。

書
体
の
分
類
か
ら
見
れ

ば
、
楷
書
の
仲
間
と
な
る

こ
の
時
代
の
代
表
的
な
文

字
②
の
薦
季
直
表
と
③
の

宣
示
表
は
古
文
の
篆
書
体

と
も
、
漢
時
代
の
隷
書
体

と
も
、
唐
時
代
の
楷
書
と

も
違
い
ま
す
。

漢からの脱出
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