
日
本
の
書
芸
術
論

鶴

田

一

雄

番
道
の
歴
史
を
香
道
史
と
言
い
ー
理
論
を
番
諭
と
言
う
｡
中
国
の
藩
論
は
､
六
朝

時
代
に
文
学
論
や
芸
術
論
が
同
時
期
に
発
生
す
る
中
で
確
立
さ
れ
た
｡
そ
れ
ら
を
編

暮
し
た
の
が
､
唐
の
張
彦
速
で
､
啓
に
お
い
て
は
　
『
法
番
要
録
』
十
巻
､
画
に
お
い

て
は
『
歴
代
名
画
記
』
が
あ
る
｡
『
法
審
要
録
』
に
は
､
六
朝
時
代
か
ら
唐
代
ま
で
の

主
な
藩
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
　
『
中
国
番
論
大
系
』

(
二
玄
社
)
に
収
載
さ
れ
､
詳
細
な
註
釈
が
あ
る
｡
な
お
､
『
中
国
啓
論
大
系
』
に
は
､

宋
代
以
後
清
朝
ま
で
の
番
論
も
網
羅
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
体
系
化
が
な
さ

れ
た
と
い
え
よ
う
｡

一
方
､
日
本
の
藩
論
に
つ
い
て
は
､
一
般
に
古
代
で
は
空
海
の
｢
番
は
散
な
り
｣

や
『
大
木
抄
』
を
挙
げ
る
｡
江
戸
時
代
で
は
､
市
河
米
庵
や
浮
田
東
江
の
書
論
が
翠

げ
ら
れ
ー
る
｡
た
だ
し
､
江
戸
期
の
藩
論
は
､
中
国
か
ら
移
入
さ
れ
て
翻
刻
さ
れ
た
和

刻
本
の
出
版
が
盛
ん
に
な
り
､
そ
れ
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
｡
全
く
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
論
で
は
な
く
､
中
国
の
音
論
を
基
礎
に
し
て
､
そ
れ
に
各
々
の
解
釈
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
｡

明
治
時
代
に
な
る
と
､
中
林
梧
竹
の
　
『
梧
竹
堂
審
話
』
が
あ
る
が
､
そ
れ
と
て
唐

の
孫
過
庭
『
番
譜
』
な
ど
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
｡
要
す
る
に
､
日
本
の
審
論
は
､

中
国
の
藩
論
に
比
べ
て
量
的
に
も
少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
こ
で
番
に
限

ら
ず
､
も
っ
と
範
囲
を
広
げ
て
文
学
論
や
芸
術
論
の
中
か
ら
､
注
目
す
べ
き
論
を
抽

出
し
て
み
た
い
｡
そ
れ
は
､
中
国
に
お
け
る
審
諭
が
､
発
生
期
に
お
い
て
文
学
論
や

他
の
芸
術
論
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
か
ら
､
日
本
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
視
点
が

成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
左
の
よ
う
に
大
き
-
三
つ
に
分
け
て
述
べ
て
み
た
い
｡

(
〓
　
古
代
の
文
学
論
･
芸
術
論

(
二
)
　
江
戸
時
代
の
文
学
論
･
芸
術
論

(
二
一
)
　
近
現
代
の
文
学
論
･
芸
術
論

こ
こ
で
は
､
(
1
)
　
を
中
心
に
述
べ
る
｡

(
〓
　
古
代
の
文
学
論
･
芸
術
論

わ
が
国
の
文
学
論
は
､
歌
論
を
中
心
に
し
て
発
達
し
た
｡
そ
れ
は
､
和
歌
が
文
字

の
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
中
性
に
な
る
と
､
連
歌
論
が
発
達
し
た
が
､
そ
れ

も
歌
論
の
影
響
が
強
い
｡
ま
た
近
世
の
俳
論
も
歌
論
や
連
歌
論
の
強
い
影
響
を
受
け

て
い
る
｡
し
か
し
､
俳
許
に
お
い
て
は
､
芭
蕉
の
存
在
が
大
き
-
､
彼
の
出
現
に
よ

り
芸
術
と
し
て
確
立
し
た
よ
う
に
､
俳
論
も
ま
た
芭
蕉
の
出
現
に
よ
っ
て
独
自
の
境

地
を
開
拓
し
た
｡

そ
も
そ
も
わ
が
国
で
は
､
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
は
､
中
国
の
書
物
が
招

来
さ
れ
た
｡
そ
の
中
に
詩
学
に
関
す
る
　
『
詩
経
』
　
や
『
文
選
』
な
ど
が
あ
-
､
そ
れ

ら
の
影
響
で
　
『
懐
風
藻
』
　
や
『
万
葉
集
』
が
編
ま
れ
た
｡

平
安
初
期
に
は
漢
詩
文
が
盛
ん
で
､
『
文
聾
秀
麗
集
』
､
『
凌
雲
集
』
､
『
経
国
集
』
な

ど
が
編
纂
さ
れ
､
空
海
の
　
『
文
鎮
秘
府
論
』
も
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
あ
る
｡
こ

れ
ら
の
漢
詩
隆
盛
の
中
､
和
歌
復
興
の
機
運
が
出
て
､
『
古
今
和
歌
集
』
が
登
場
す
る
｡

そ
れ
は
､
漫
詩
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
､
大
和
歌
の
本
質
と
基
準
を
出
そ
う
と
す

る
意
図
が
見
ら
れ
る
｡

『
古
今
和
歌
集
』
の
序
は
､
そ
の
後
の
和
歌
や
歌
論
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
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た
C
具
体
的
に
は
､
威
名
序
に
ー

展
開
に
つ
い
て
は
､
久
松
潜

l
校
注

｢歌
論
集
｣
解
読

(岩
波
薬
店
)
を
参
照
願
い

た
い
O

動
天
地
ー
感
鬼
神
､
化
人
倫
､
利
夫
姉
ー
巣
食
於
和
歌
O
和
歌
有
六
凝
O

山
口

風
'
二
日
朕
ー
三
日
比
ー
四
日
興
ー
五
日
雅
､
六
日
甥
｡

①

鴨
長
明

｢無
名
抄
｣
(『日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
杏
店
)

と
あ
-
､
こ
れ
は
､
『詩
経
』
の
大
序
に

｢動
天
地
感
鬼
神
､
黄
近
於
縛
｣
と
あ
り
ー

ま
た
同
番
に

｢先
王
以
足
軽
夫
婦
､
成
孝
敬
摩
人
倫
業
教
化
移
風
俗
｣
と
あ
る
｡
ま

た
和
歌
の
六
轟
に
つ
い
て
も

｢希
有
六
兼
喪
｣
と
し
て
ー
項
目
も
全
く
同
文
で
あ
る
｡

『古
今
和
歌
集
』
は
ー
『詩
碑
』
に
範
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
｡
な
お
､
『古
今
和
歌

娘
』
英
名
序
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
､
同
番
の
仮
名
序
で
は
､

鴨
長
明
の
歌
論
番
に
は
､
｢無
名
抄
｣
と

｢登
玉
集
｣
が
あ
る
o
｢豊

上
張
｣
は
短

-
'
未
完
成
と
も
い
わ
れ
る
｡
｢無
名
抄
｣
は
､
七
八
段
の
中
に
歌
論
､
歌
語
ー
歌
人

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
述
べ
ら
れ
､
随
筆
的
歌
論
と
し
て
評
価
が
商
い
E｡'

そ
の
中
か
ら
注
目
す
べ
き
諭
を
左
に
挙
げ
る
｡

力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
､

H
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
恩
は

せ
ー
男
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
､
猛
き
武
士
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
ー
歌

な
り
｡

と
い
う
｡
漢
文
を
大
和
言
葉
に
蔽
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
､
戴
名
序

が
先
か
仮
名
序
が
先
か
に
つ
い
て
は
藩
論
の
分
か
れ
る
所
で
あ
る
｡

一
方
､
平
安
時
代
初
期
か
ら
行
わ
れ
た
歌
合
は
､
批
評
の
基
準

(判
詞
)
が
求
め

ら
れ
ー
歌
静
を
発
展
さ
せ
た
｡
中
世
に
お
い
で
は
､
藤
原
氏
を
中
心
と
し
た
歎
族
の

嚢
過
と
武
士
の
台
頭
に
よ
-
封
建
制
鹿
が
確
立
す
る
｡
特
に
平
家
の
興
亡
は
､

3
股

の
人
に
も
無
常
観
が
漂
い
､
そ
の
結
果
仏
教
に
傾
倒
し
て
い
く
｡
そ
れ
が
歌
論
に
ち

影
響
を
与
え
､
幽
玄
と
無
心
と
い
う
観
念
が
中
心
に
な
る
｡
中
世
歌
瀞
で
は
､
藤
原

俊
成
の
存
在
が
大
き
い
｡
俊
成
は
長
命
で
､
激
動
の
世
を
生
き
､
そ
れ
が
歌
静
に
皮

映
し
て
い
る
｡
俊
戒
の
歌
論
は
､
子
の
定
家
に
よ

っ
て
進
展
し
た
｡
そ
の
よ
う
な
流

れ
の
中
に
鴨
長
明
の

『無
名
抄
』
が
あ
る
｡
な
お
､
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
歌
論
の

○手
を
習
ふ
に
も

｢劣
-
の
人
の
文
字
は
ま
ね
び
安
-
､
我
よ
-
L
-
ざ
ま
の

人
の
手
跡
は
習
ひ
似
す
る
事
難
し
｣
と
い
へ
-
0

eた
と

へ
ば
､
能
番
の
番
け
る
仮
名
の
し
大
字
の
ご
と
L
rJ
さ
せ
る
点
を
加

へ
､
筆
を
坂

へ
る
所
も
な
け
れ
ど
､
只
安
ら
か
に
こ
と
少
な
に
て
､
し
か
も

妙
な
り
と
｡

〇一
詞
に
多
-
の
理
を
龍
め
､
現
さ
ず
し
て
深
き
心
ざ
L
を
尽
す
､
見
ぬ
世
の

事
を
面
影
に
浮
べ
ー
い
や
し
さ
を
倍
-
て
優
を
現
し
､
を
ろ
か
な
る
や
う
に

て
妙
な
る
理
を
棲
む
れ
ば
こ
そ
､
心
も
及
ば
ず
詞
も
足
ら
ぬ
時
､
是
に
て
恩

ひ
を
述
べ
､
僅
三
十

一
字
が
中
に
天
地
を
動
か
す
徳
を
具
し
､
鬼
神
を
和
む

る
術
に
て
は
侍
れ
｡
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と
あ
る
o
歌
を
作
る
こ
と
と
､
手
習

(学
番
)
と
は
､
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と
の

主
張
で
あ
る
｡



②

『風
姿
花
伝
臨
蒜
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
番
店
)

『風
姿
花
伝
』
は
､
世
阿
弥
が
著
し
た
現
存
す
る
液
古
の
能
楽
番
で
あ
る
が
､
一
子

相
伝
の
番
と
し
て
､
観
世
家
､
金
春
家
な
ど
に
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
が
､
明
治

四
二
年
ー
吉
田
来
任
校
注
の

『能
楽
古
典
世
阿
弥
十
六
郎
輿
』
に
よ
っ
て
学
界
に
紹

介
さ
れ
､
昭
和
二
年
十

一
月
､
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
て

一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
｡

『風
姿
花
伝
』
は
七
簾
か
ら
成
-
､
第
三
鯖
ま
で
は
応
永
七
年

二

七
〇
〇
年
)I

世
阿
弥
が
三
七
歳
の
作
で
あ
る
｡
第
四
､
五
箇
は
ー
応
永
九
年

二

四
〇
二
年
)､
世

阿
弥
が
三
九
歳
の
作
で
あ
る
｡
第
六
､
七
簾
の
成
立
は
不
明
だ
が
､
他
と
同
じ
頃
に

成
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
同
番
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
､
西
尾
実
氏
は
'

第
三
の
末
で
奥
書
を
し
､
著
名
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
､
以
上
三
筒
の

内
容
を
組
織
か
ら
見
て
も
､
風
姿
花
伝
の
原
形
は
､

一
応
第
三
ま
で
で
完
結
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(『能
楽
論
集
』
解
説
､
岩
波
昔
店
)
｡
世
阿
弥
は

『風
姿
花
伝
』

の
他
に
も
二

一
種
の
能
楽
啓
を
著
し
た
｡

こ
こ
で
は
､
世
阿
弥
の

『風
姿
花
伝
』
を
挙
げ
る
が
､
そ
れ
を
通
読
す
る
と
､
｢花
｣

と
言
う
語
が
頻
出
す
る
O
同
書
中
に
､

一
五
六
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
o
そ
の

中
に
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
草
花
の

｢花
｣
や

｢花
や
か
｣
な
ど
の
修
飾
語
も
含

ま
れ
る
が
､
世
阿
弥
が
能
楽
の
理
想
と
し
た

｢花
｣
が
､
そ
れ
程
ま
で
に
使
用
さ
れ

て
い
る
の
は
驚
き
で
あ
る
｡

そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
を
左
に
挙
げ
る
｡

た
だ
､
人
ご
と
に
､
こ
の
時
分
の
花
に
迷
ひ
て
､
や
が
て
､
花
の
失
す
る
を

も
知
ら
ず
O
初
心
と
申
す
は
こ
の
比
の
事
な
り
｡
(第

二

〇さ
れ
ば
､
肝
要
､
こ
の
道
は
､
た
だ
､
花
が
能
の
命
な
る
を
､
花
の
失
す
る

を
も
知
ら
ず
､
本
の
名
望
ば
か
-
を
頼
む
事
､
古
き
馬
手
の
､
返
す
返
す
誤

り
な
り
｡
物
数
を
ば
似
せ
た
り
と
も
ー
花
の
あ
る
や
う
を
知
ら
ざ
ら
ん
は
､

花
咲
か
ぬ
時
の
草
木
を
集
め
て
見
ん
が
如
し
｡
万
木
千
草
に
お
い
て
､
花
の

色
も
皆
々
異
な
れ
ど
も
､
面
白
L
と
見
る
心
は
､
同
じ
心
な
り
｡
(第
三
)

○時
分
の
花

･
声
の
花

･
幽
玄
の
花
､
か
や
う
の
傭
々
は
人
の
日
に
も
見
え
て

れ
ど
も
'
そ
の
態
よ
り
出
で
来
る
花
な
れ
ば
､
咲
く
花
の
如
-
な
れ
ば
'
ま

た
､
や
が
て
散
る
時
分
あ
り
｡
(第
三
)

e先
づ
､
七
歳
よ
り
以
来
､
年
来
稽
古
の
候
々
'
物
ま
ね
の
品
々
を
､
よ
く
よ

く
心
中
に
当
て
て
分
ち
覚
え
て
､
能
を
尽
し
､
工
夫
を
極
め
て
後
､
こ
の
花

の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る
べ
し
｡
こ
の
物
数
を
極
む
る
心
､
即
ち
､
花
の
種
な

る
べ
し
｡
さ
れ
ば
'
花
を
知
ら
ん
と
恩
は
ば
､
先
づ
､
種
を
知
る
べ
し
｡
花

は
心
､
種
は
態
な
る
べ
し
｡
(第
三
)

●た
だ
､
花
は
'
見
る
人
の
心
に
珍
し
き
が
花
な
り
｡
し
か
れ
ば
､
花
伝
の
花

の
段
に
､
｢物
数
を
極
め
て
'
工
夫
を
尽
し
て
後
､
花
の
失
せ
ぬ
所
を
ば
知
る

べ
し
｡｣
と
あ
る
は
､
こ
の
口
伝
な
り
｡
さ
れ
ば
'
花
と
て
別
に
は
な
き
も
の

な
り
｡
(第
七
)

●一
､
秘
す
る
花
を
知
る
事
｡
秘
す
れ
ば
花
な
り
､
秘
せ
ず
ば
花
な
る
べ
か
ら

ず
､
と
な
-
｡
こ
の
分
け
目
を
知
る
事
､
肝
要
の
花
な
り
｡
(第
七
)
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以
上
で
あ
る
が
､
世
阿
弥
が
い
か
に

｢花
｣
と
い
う
語
に
想
い
を
託
そ
う
と
し
た
か

が
理
解
で
き
よ
う
｡
ま
た
､
世
阿
弥
の

｢花
｣
に
つ
い
て
は
'
表
き
よ
し
氏
は
､

◎

時
分
の
花
を
誠
の
花
と
知
る
心
が
'
其
実
の
花
に
な
は
遠
ざ
か
る
心
な
り
｡



世
阿
弥
伝
潜
に
お
け
る

｢花
｣
の
用
例
は

『風
姿
花
伝
』
に
偏

っ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
澱
阿
弥
が
思
考
の
進
展
に
伴

っ
て

｢花
｣
か
ら
幽
玄
な
ど
の
別
の

概
念
に
静
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
刊風
姿
花

伝
』
で
｢花
｣
に
つ
い
て

山
応
の
説
明
を
終
え
た
世
阿
弥
は
ー
後
の
伝
番
で
は
｢幽

玄
｣
や

｢却
来
｣
と
い
っ
た
思
想
を
通
し
て
､
｢花
｣
を
咲
か
せ
る
こ
と
を
よ
-

商
い
次
元
で
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(『陶
文
畢
』
聯
輿
世
阿
弥
､
第
三
五
巻
三
号
ー
拳
燈
社
)｡
た

だ
､
世
阿
弥
の
給
は
､
自
ら
の
役
者
と
し
て
の
経
験
か
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
0

に
随

っ
て
刀
を
改
め
､
臨
池
､
字
に
迷

っ
て
筆
を
変
ず
｡
字
に
家
隷
八
分
の

輿
ー
奥
行
草
革
の
別
有
-
｡
写
す
る
に
臨
み
て
規
を
殊
に
す
､
大
小

､
に
非

ず
｡
物
に
対
し
､
事
に
随

っ
て
其
の
体
衆
多
な
-
｡
寧
然
と
し
て
惣
べ
造
る

こ
と
能
-
せ
ず
｡
(巻
四
)

○字
字
の
法
身
盈
盈
た
る
月
の
暇
を
引
き
､
旬
句
の
本
質
は
嚇
嚇
た
る
日
光
を

職
に
せ
む
｡
智
鏡
を
心
台
に
懸
げ
､
醍
醐
を
宝
殿
に
嘗
め
ん
｡'
十
世
の
川

風
､
万
方
の
六
趣
､
有
頂
無
間
､
鱗
服
羽
衣
､
気
を
吐
き
身
を
保
ち
艮
眠
永

酵
せ
る
も
の
､
同
じ
く
我
我
の
幼
炎
を
覚

っ
て
､
頓
に
如
如
の
実
相
に
人
ら

ん
｡
(巻
七
)

③

『性
麓
塊
臨
(珊日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
番
店
)

『性
露
盤
』
は
､
空
海
の
漢
静
文
娘
で
あ
る
｡
間
藤
に
は

二

三
簾
を
収
め
る
が
､

空
海
の
作
と
し
て
確
実
な
も
の
は

一
〇
八
蘭
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
､
日
本
人
が
番
い

た
漢
静
文
と
し
て
は
第

一
級
で
あ
る
と
の
評
価
が
あ
-
､
ま
た
平
安
初
期
の
政
治
､

経
済
､
文
化
､
宗
教
な
ど
の
状
況
を
知
る
上
で
も
食
盤
な
史
料
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､

『性
露
盤
』
の
中
か
ら
､
注
目
す
べ
き
静
を
左
に
挙
げ
る
｡

初
め
の

｢番
は
散
な
り
｣
と
は
'
察
3g]の

『筆
論
』
の
語
で
あ
-
'
心
の
解
放
を

艶
い
た
も
の
で
あ
る
O
第
二
の
項
で
は
､

一
般
に

｢弘
法
は
筆
を
選
ば
ず
｣
と
言
う

が
､
こ
こ
で
は

｢能
尊
家
は
必
ず
良
い
筆
を
用
い
る
｣
と
説
い
て
い
る
O
第
三
の
項

は
､
文
学
的
表
現
を
用
い
､
『世
説
新
語
』
の
表
現
と
も
似
て
い
る
｡

68

以
上
､
古
代
の
文
学
論
や
芸
術
論
を
紹
介
し
た
が
､
特
に
世
阿
弥
の

『風
姿
花
伝
』

は
'
｢花
｣
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
能
楽
に
お
け
る
理
想
の
姿
が
集
約
さ

れ
て
お
り
興
味
深
い
｡

◎古
人
の
筆
給
に
云
く
､
｢番
は
散
な
り
｣
｡
但
締
轟
を
以
て
能
L
と
す
る
に
非

ず
｡
必
ず
須
く
心
を
機
物
に
遊
ば
し
め
､
傾
砲
を
散
逸
す
､
法
を
四
時
に
取

り
､
形
を
万
頻
に
象
る
べ
し
｡
(中
略
)
戒
が
日
く
､
｢輩
翰
華
経
は
轡
へ
ば

締
家
の
格
律
の
如
し
｣
｡
帝
に
声
を
調

へ
､
病
を
避
る
制
あ
り
｡
番
も
病
を

除
き
､
理
に
会
ふ
遣
あ
り
｡
薄
人
声
と
嫡
と
を
解
さ
ざ
れ
ば
､
誰
か
静
汁
を

編
ま
ん
｡
尊
者
病
理
に
明
か
な
ら
ず
は
ー
何
ぞ
番
評
に
預
ら
ん
｡
(巻
節
三
)




