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は
じ
め
に

　

中
国
で
生
ま
れ
た
書
は
東
ア
ジ
ア
各
国
に
伝
播
し
て
い
く
中
で
、

そ
の
土
地
、
地
域
の
文
化
、
風
土
の
影
響
を
受
け
、
独
自
の
発
展
を

し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
日
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
に
お
い
て
は
、

各
国
の
書
文
化
が
直
面
す
る
共
通
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
一
番
の
問
題
は
、
書
文
化
の
根
源
を
な
す
、
文
字
を
「
書

く
」
こ
と
の
持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
薄
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

欧
米
か
ら
ペ
ン
、
鉛
筆
の
文
化
が
入
っ
て
く
る
ま
で
は
、
毛
筆
が

筆
記
具
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
文
字
を
書
く
場
合
に
使
わ

れ
る
筆
記
具
は
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
鉛
筆
な
ど
の

硬
筆
で
あ
る
。
日
常
的
に
毛
筆
を
使
用
す
る
こ
と
は
専
門
の
書
家
以

外
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
「
打
つ
」、

液
晶
画
面
に
「
触
る
」、
マ
イ
ク
に
「
話
す
」
こ
と
で
必
要
な
文

字
、
文
章
を
作
成
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で

は
、
フ
ォ
ン
ト
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
上
で
作
り
上

げ
た
文
字
が
、
街
中
の
看
板
、
書
籍
雑
誌
、
商
品
広
告
、
ス
マ
ホ
画

面
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
で
我
々
の
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

今
で
も
メ
モ
を
と
り
、
手
紙
を
書
く
と
い
う
よ
う
に
、
文
字
を
「
書

く
」
局
面
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
第
に
少
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
比
例
す
る
よ
う
に
、
伝
統
的
文
化
で
あ
る
書
は

人
々
に
と
っ
て
か
け
離
れ
た
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

中
国
文
化
圏
で
は
書
は
書
〉
1
〈

法
と
呼
ば
れ
、
今
日
も
数
多
く
の
書
法

家
、
書
法
愛
好
家
が
書
に
親
し
み
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
中
国
の
文

化
、
精
神
を
代
表
す
る
伝
統
芸
術
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
に
お
け
る 
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書
く
」こ
と
の
意
味
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産
に
登
録
さ
れ
た
（
日
本
書
道
も
書
家
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
登
録

を
目
指
し
て
い
る
）。
中
国
で
は
書
文
化
は
け
し
て
衰
退
し
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
書
文
化
を
さ
さ
え
る
底
辺
と
な
る

「
文
字
を
書
く
」
状
況
は
他
国
、
た
と
え
ば
日
本
の
状
況
と
変
わ
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
書
に
関
心
が
あ
る
の
は
一
部
の
書
法
家
、
書
法
の

愛
好
家
の
み
で
あ
り
、
他
の
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
書
法
は
す
で

に
「
わ
か
ら
な
い
」
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、「
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
書
は
わ
か
ら
な
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
状
を
ふ
ま
え
、
書
を
理
解
す
る
た
め
に

も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
書
く
」
と
い
う
運
動
に
着
目

し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き

た
の
か
を
概
観
し
、「
書
く
」
と
い
う
こ
と
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代

に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。

一
　
文
字
を
「
書
く
」
と
い
う
こ
と

　

文
字
と
は
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
の
約
束
事
と
し
て
の
記
号
で

あ
る
。
記
号
と
し
て
の
文
字
は
、「
書
く
」
と
い
う
動
作
以
外
に
も

様
々
な
方
法
で
形
づ
く
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
古
来
、「
描
く
」

「
塗
る
」「
刻
む
」「
刷
る
」
な
ど
、
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
文
字
は

形
づ
く
ら
れ
て
き
た
。
過
去
に
お
い
て
も
、
絵
画
的
、
装
飾
的
な
文

字
は
数
多
く
存
在
し
た
し
、
印
刷
術
の
発
展
は
同
じ
文
字
の
形
を
大

量
に
複
製
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

現
在
、
我
々
が
日
常
的
に
目
に
す
る
文
字
の
大
部
分
は
、「
書
く
」

こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
文

字
で
あ
る
。

　

一
方
、
文
字
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、「
書
く
」
と
い
う
方
法
で

も
形
づ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
書

と
い
う
も
の
は
、
こ
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
前
提
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
書
を
簡
単
に
説
明
す
る
場
合
に
、
私
は
次
の
よ
う
な
簡

単
な
公
式
を
よ
く
用
い
る
。

　
　

書
＝
「
文
字
」
を
「
書
く
」

も
ち
ろ
ん
、
文
字
を
書
く
こ
と
が
イ
コ
ー
ル
「
書
」
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
は
書
に
お
い
て
も
っ
と

も
根
源
的
な
も
の
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
文
字
を
「
描
く
・
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
の
で
は
な
く
、

「
書
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
生
み

出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
文
字
の
起
源
を
考
え
て
み
て
も
、
そ

の
ご
く
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
「
書
く
」
こ
と
よ
り
も
、「
刻

む
」「
描
く
」
と
い
う
方
法
で
文
字
は
形
づ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
正
書
（
公
式
書
体
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

は
、
そ
の
性
格
を
考
え
る
な
ら
ば
、
も
と
も
と
は
そ
の
多
く
が
「
書

く
」
文
字
の
姿
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
紀
元
前
二
二
一
年
に
秦
を



図１　秦 泰山刻石 
（拓本、部分） 
（三井文庫蔵）

図２　甲骨文「象」「馬」
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建
国
し
た
始
皇
帝
が
文
字
統
一
の
た
め
に
制
定
し
た
小
篆
に
お
い
て

も
、
現
在
残
っ
て
い
る
「
泰
山
刻
石
」（
図
１
）
な
ど
の
拓
本
を
観

察
す
る
た
び
に
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
石
に
刻

さ
れ
た
時
に
、
実
際
に
毛
筆
で
書
か
れ
た
も
の
を
忠
実
に
石
上
に
再

現
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
水
平
垂
直
軸
、
左
右
対
称

を
基
本
と
す
る
点
画
の
構
成
、
青
銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
金
文
に
由
来

す
る
と
思
わ
れ
る
、
起
筆
部
分
の
打
ち
込
み
や
収
筆
部
分
の
押
さ
え

や
抜
き
な
ど
を
み
せ
な
い
均
質
な
幅
を
も
つ
点
画
な
ど
、
あ
ま
り
に

も
人
が
毛
筆
で
「
書
く
」
文
字
の
点
画
の
姿
と
は
か
け
離
れ
た
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
正
書
と
し
て
、
丁
寧
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
、
装
飾
さ
れ
た
文
字
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

で
は
、「
書
く
」
文
字
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

「
描
く
」
か
ら
「
書
く
」
へ
│
│
速
度
へ
の
要
求

　

今
、
例
と
し
て
甲
骨
文
字
の
「
象
」

「
馬
」（
図
２
）
と
い
う
文
字
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。
甲
骨
文
字
は
清
朝
末
期

に
偶
然
に
そ
の
存
在
が
発
見
さ
れ
、
そ

の
内
容
の
解
読
に
よ
り
殷
時
代
後
期
の

文
字
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
亀
の
腹
甲
や
獣
骨
に
卜
占
の
内
容

を
刻
し
た
甲
骨
文
字
は
、
発
見
当
時
か

ら
し
ば
ら
く
の
間
は
最
古
の
漢
字
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
す

で
に
文
字
と
し
て
整
理
さ
れ
た
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
今
日
で

は
甲
骨
文
字
を
さ
ら
に
遡
る
漢
字
の
姿
が
追
い
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

甲
骨
文
字
に
は
、
す
で
に
後
の
秦
時
代
に
定
め
ら
れ
た
小
篆
と
変

わ
ら
な
い
姿
ま
で
整
理
さ
れ
た
文
字
も
あ
る
が
、
一
方
で
こ
こ
に
取

り
上
げ
た
「
象
」「
馬
」
字
の
よ
う
に
、
複
雑
な
線
条
の
組
み
合
わ

せ
で
作
ら
れ
た
文
字
も
少
な
く
な
い
。
漢
字
造
字
法
と
し
て
、
後
漢

の
許
慎
が
分
類
し
た
六
つ
の
方
法
、
六り
く
し
ょ書
の
第
一
に
お
か
れ
る
「
象

形
」
は
、
文
字
通
り
「
物
の
形
を
象か
た
どる

」
と
い
う
も
の
だ
。
甲
骨
文

字
の
様
々
な
か
た
ち
の
中
に
、
我
々
は
漢
字
を
生
み
出
し
た
古
代
中

国
の
人
々
が
文
字
に
託
し
た
思
い
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
中
で
も
、
象
形
文
字
は
具
体
的
な
対
象
を
単
純
な
線
の
組
み
合

わ
せ
で
、
よ
り
具
象
的
に
表
現
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
当
然
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の
こ
と
な
が
ら
、
同
じ
く
四
足
の
動
物
で
あ
っ
て
も
、「
象
」
と
い

う
文
字
で
あ
れ
ば
象
の
、「
馬
」
と
い
う
文
字
で
あ
れ
ば
馬
と
い
う

動
物
の
持
つ
特
徴
を
的
確
に
表
現
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
両
者
の
区

別
は
つ
か
な
い
。
甲
骨
文
字
の
「
象
」「
馬
」
字
に
は
、
古
代
の

人
々
が
対
象
と
な
る
動
物
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
捉
え
、
記
号
化
し

て
き
た
か
、
そ
の
観
察
眼
の
鋭
さ
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
甲
骨
文
字
の
「
象
」「
馬
」
が
ど
の
よ
う
に
文

字
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
か
を
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
と
関

連
付
け
て
考
察
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
。

毛
筆
で
「
書
く
」
と
い
う
こ
と

　

殷
時
代
に
す
で
に
筆
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
甲
骨
文
字
に

「
筆
」
字
の
初
形
で
あ
る
「
聿
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
甲
骨
文
字
の
中
に
は
、
朱
書
さ
れ
て
ま
だ
刻
ま
れ
て
い
な
い
文

字
の
例
も
ご
く
わ
ず
か
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
殷
時
代

に
筆
で
筆
写
さ
れ
た
文
字
資
料
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
は
い
な

い
。
今
日
、
我
々
が
毛
筆
で
漢
字
を
書
写
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
文

字
の
構
成
要
素
で
あ
る
点
画
を
、
一
連
の
動
き
の
中
で
筆
順
ど
お
り

に
書
い
て
い
く
（
日
本
の
学
校
教
育
で
は
文
字
の
筆
順
を
基
本
的
に

一
つ
に
限
定
す
る
が
、
筆
順
は
必
ず
し
も
一
つ
と
は
限
ら
な
い
）。

甲
骨
文
字
の
中
で
も
比
較
的
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
現

在
標
準
書
体
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
楷
書
体
の
筆
順
な
ど
か
ら
推

測
し
て
、
毛
筆
で
書
写
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
象
」「
馬
」
な
ど
の
よ
う
に
、
よ
り
複

雑
な
要
素
を
持
っ
た
文
字
が
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
甲
骨
に
刻
ま

れ
、
形
づ
く
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
形
態
に
な
っ
た
の
か
を
推
測
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
甲
骨

に
刻
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
文
字
は
、
我
々
が
書
写
の
時
間
に
お
手
本
を

見
て
書
い
た
文
字
の
よ
う
に
、
筆
順
に
し
た
が
っ
て
「
書
か
れ
た
文

字
」
で
は
な
く
、「
描
か
れ
た
」
文
字
、「
刻
ま
れ
た
」
文
字
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
文
字
と
し
て
記
録
す
べ
き
情
報
量
が
増
大
し
て

い
く
中
に
お
い
て
は
、「
描
か
れ
た
」
文
字
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
の

み
な
ら
ず
、
状
況
に
応
じ
て
よ
り
速
く
文
字
を
記
録
す
る
方
法
が
求

め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
書
く
」
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
甲
骨
文
字
の
「
象
」「
馬
」
が
時
代
を
経
て
、「
描

く
」「
刻
む
」
か
ら
「
書
く
」
文
字
と
し
て
ど
の
よ
う
に
形
態
を
変

化
さ
せ
、
書
体
＝
「
書
く
」
た
め
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
定
着
し
て
い

く
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

甲
骨
文
字
の
「
象
」「
馬
」
の
文
字
の
形
態
、
そ
の
構
成
要
素

は
、
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
の
他
の
文
字
と
比
較
し
て
も
、
よ

り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
先
人
た
ち
は
、
こ
の
文
字
を
「
書

く
」
文
字
へ
と
変
換
す
る
た
め
に
、「
象
」
で
あ
れ
ば
「
象
」、「
馬
」

で
あ
れ
ば
「
馬
」
の
特
徴
を
表
す
必
要
最
小
限
の
要
素
（
点
画
）
を

抽
出
し
、
そ
れ
を
よ
り
速
く
再
現
す
る
方
法
と
し
て
、「
書
く
」
と



図３　書体の変遷

甲骨文 金文 小篆 隷書 楷書

甲骨文 金文 小篆 隷書 楷書

草書 行書

草書 行書

65──コンピュータ時代における「書く」ことの意味

い
う
連
続
す
る
運
動
の
中
に
取
り
入
れ
、
秩
序
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
書
く
」
た
め
の
文
字
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
象
」「
馬
」
と
い
う
文
字
が
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
の
中
で
そ

の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
。
篆
書
か
ら
、
隷
書
、
草
書
、

行
書
、
楷
書
と
い
う
書
体
の
変
遷
を
概
観
し
な
が
ら
確
認
し
て
み
よ

う
（
図
3
）。
よ
り
速
く
「
書
く
」
と
い
う
目
的
に
応
じ
て
、
点
画

が
最
低
限
必
要
な
も
の
に
ま
で
省
略
さ
れ
、
起
筆
か
ら
収
筆
ま
で
の

連
続
す
る
筆
の
動
き
の
中
で
、
順
々
に
配
置
さ
れ
整
理
構
成
さ
れ
て

い
っ
た
過
程
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　「
正
書
」
と
「
略
書
」

　

文
字
は
情
報
を
記
録
し
伝
達
す
る
記
号
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
字

を
使
用
す
る
目
的
、
用
途
は
い
つ
も
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
今

日
に
お
い
て
も
、
公
式
な
文
書
（
た
と
え
ば
手
書
き
の
履
歴
書
）
な

ど
を
書
く
場
合
に
は
、
楷
書
体
で
丁
寧
に
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
楷
書
が
現
代
の
日
本
に
お
け
る
正
書
（
公
式
書
体
）
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
急
い
で
メ
モ
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
な
ど
に
は
、
当
然
、
速
く
書
く
た
め
に
楷
書
の
点
画
を
つ
づ

け
書
き
、
省
略
し
た
文
字
＝
略
書
（
行
書
。
人
に
よ
っ
て
は
草
書
、

あ
る
い
は
そ
の
人
独
自
の
省
略
文
字
）
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
正
書
と
略
書
と
い
う
文
字
の
使
い
分
け
は
、
お
そ
ら
く
ど
の
文
字

体
系
に
も
み
ら
れ
る
は
ず
だ
。
後
漢
許
慎
の
『
説
文
解
字
序
』
に
は



図４　秦 睡虎地秦簡（部分） 
（湖北省博物館蔵）

図５　漢 居延新簡（部分） 
（甘粛省文物考古研究所蔵）
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「
秦
の
八
体
」
と
し
て
、
大
篆
、
小
篆
、
刻
符
、
蟲
書
、
摹ぼ

印い
ん

、
署

書
、
殳し
ゅ

書し
ょ

、
隷
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
篆
は
秦
の
正
書
（
公
式

書
体
）、
大
篆
は
そ
の
も
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
あ
げ

ら
れ
た
隷
書
が
略
書
（
通
行
体
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
刻
符
、
蟲

書
、
摹
印
、
署
書
、
殳
書
は
特
別
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た
装
飾
体
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
言
及
す
る
）。

　

隷
書
は
本
来
、
略
書
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
書
き
方
が
普
及

し
認
知
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
略
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
は
な

く
そ
の
点
画
の
形
態
が
整
理
さ
れ
、
小
篆
に
代
表
さ
れ
る
正
書
の
姿

に
近
づ
け
る
た
め
に
、
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
「
書
く
」
文
字
へ
と
再

構
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
書
く
」
文
字

の
中
に
「
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
整
え
て
書
く
」
と
い
う
大
き
な
変
化

が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
書
く
」
正
書
と
し
て
の
隷
書
の
登

場
で
あ
る
（
図
４
・
図
５
）。

　

さ
ら
に
は
、
こ
の
「
書
く
」
正
書
と
し
て
の
隷
書
が
、
碑
石
の
上

に
「
刻
む
」
文
字
と
し
て
表
現
さ
れ
、
後
漢
時
代
に
は
数
多
く
の
隷

書
碑
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
図
６
）。
毛
筆
で
書
か
れ
た

点
画
の
繊
細
な
表
情
を
、
刃
物
を
使
っ
て
石
に
刻
す
こ
と
は
む
ず
か

し
い
。
た
と
え
ば
、
毛
筆
の
穂
先
の
動
き
や
点
画
の
肥
痩
の
微
妙
な

変
化
、
自
由
な
構
成
法
な
ど
、
毛
筆
で
「
書
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
生

ま
れ
る
独
特
の
表
現
は
、
石
の
上
に
刻
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
困
難

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
石
に
刻
ま
れ
た
正
書
に
必
ず
し
も
必
要
な
表

現
で
は
な
い
。
ま
た
、
碑
石
に
文
字
を
刻
む
の
は
多
く
の
場
合
、
文



図６　後漢 乙瑛碑（拓本、部分） 
（京都大学人文科学研究所蔵）

図７　魏 鍾繇 宣示表（拓本、部分） 
（三井文庫蔵）
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字
を
書
い
た
本
人
で
は
な
く
、
専
門
の
工
人
で
あ
る
。
毛
筆
で
「
書

く
」
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
文
字
は
、
石
に
刻
ま
れ
る
に
際
し

て
、
彼
ら
が
慣
れ
親
し
ん
だ
伝
統
的
な
処
理
法
、
構
成
法
に
よ
っ
て

改
変
が
加
え
ら
れ
、
石
に
刻
ま
れ
る
正
書
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
か
た
ち

と
し
て
表
現
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
れ
た

新
た
な
正
書
と
し
て
の
隷
書
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
逆
に
「
書
く
」
隷
書

の
用
筆
法
や
運
筆
法
に
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

後
漢
末
に
は
、
隷
書
か
ら
今
日
の
行
書
、
楷
書
が
生
ま
れ
、
以

降
、
楷
書
は
「
書
く
」
正
書
と
し
て
竹
や
木
の
札
（
簡
牘
）、
普
及

し
は
じ
め
た
紙
に
隷
書
に
か
わ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今

日
伝
わ
っ
て
い
る
三
国
時
代
魏
の
鍾
繇
（
一
五
一

－
二
三
〇
）（
図

７
）、
東
晋
の
王
羲
之
（
三
〇
三

－

三
六
一
。
諸
説
あ
り
）
の
小
楷

書
に
は
、
行
書
と
共
通
す
る
筆
の
動
き
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
、
当

時
の
「
書
く
」
楷
書
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、

「
書
く
」
た
め
の
楷
書
は
、
東
晋
以
降
に
隷
書
の
場
合
と
同
様
に
、

新
た
に
碑
石
に
刻
ま
れ
る
書
体
と
し
て
の
展
開
を
示
す
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
も
石
に
「
刻
む
」
正
書
の
伝
統
的
な
手
法
、
技
法
が
、

あ
ら
た
に
石
に
刻
ま
れ
る
楷
書
に
も
応
用
さ
れ
、
そ
の
姿
か
た
ち
に

影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
唐
の
欧
陽
詢
（
五

五
七

－

六
四
一
）、
虞
世
南
（
五
五
八

－

六
三
八
）、
褚
遂
良
（
五
九

六

－

六
五
八
）、
顔
真
卿
（
七
〇
九

－

七
八
五
）
の
石
に
刻
ま
れ
た

楷
書
は
、
学
ぶ
べ
き
楷
書
の
典
型
と
し
て
後
世
の
「
書
く
」
楷
書
に

も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
図
８
）。

　

一
方
で
、
略
書
の
世
界
に
お
い
て
「
書
く
」
と
い
う
方
法
は
「
よ

り
速
く
」
と
い
う
要
求
の
も
と
で
さ

ら
に
簡
略
化
が
進
み
、
漢
代
に
は
、

『
説
文
解
字
序
』
に
「
漢
興
り
て
艸

書
有
り
」
と
記
述
さ
れ
た
よ
う
に
、

篆
書
、
隷
書
か
ら
草
書
が
生
ま
れ

た
。
後
漢
の
時
代
（
二
五
〜
二
二

〇
）
に
は
、
す
で
に
草
書
が
学
習
、

鑑
賞
、
収
集
の
対
象
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
後
漢
の
趙

壱
（
生
卒
年
不
詳
）
が
著
し
た
『
非

草
〉
2
〈

書
』
に
は
、
当
時
張
芝
（
生
卒
年



図８　唐 欧陽詢 九成宮醴泉銘 
（拓本、部分）（三井文庫蔵）
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不
詳
）
と
い
う
人
物
が
、
草
書
の
名
人
と
し
て
多
く
の
人
に
も
て
は

や
さ
れ
、
人
々
が
争
っ
て
彼
の
草
書
を
求
め
た
と
い
う
記
述
が
み
ら

れ
る
。三

　
学
ぶ
べ
き
「
書
法
」
の
確
立

　
「
書
く
」
こ
と
の
展
開
に
お
い
て
、
王
羲
之
の
登
場
は
重
要
な
意

味
を
持
つ
。
彼
が
活
躍
し
た
東
晋
時
代
に
、
篆
、
隷
、
楷
、
行
、
草

の
五
つ
の
書
体
が
出
そ
ろ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
降
、
王
羲

之
の
書
法
は
歴
代
を
通
じ
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
「
書

聖
」
と
し
て
の
評
価
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
唐
の
太
宗
、
李
世
民

（
五
九
七

－
六
四
九
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
王
羲
之
崇
拝
、
作
品
収
集

に
よ
っ
て
、
小
楷
「
黄
庭
経
」（
図
９
）、
行
書
「
蘭
亭
序
」（
図
10
）、

草
書
「
十
七
帖
」（
図
11
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
彼
の
「
書
く
」

た
め
の
書
法
が
さ
ら
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
鑑
賞
さ
れ
学
ば
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
六
七
二
年
に
は
王
羲
之
の
書
い
た
文
字

を
集
め
て
製
作
し
た
行
書
「
集
王
聖
教
序
」（
図
12
）
が
碑
と
し
て

刻
さ
れ
、
こ
れ
が
規
範
（
型
）
と
な
っ
て
、
以
降
の
官
吏
た
ち
の
書

法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
北
宋
の
太
宗

の
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
勅
命
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
『
淳
化
閣

帖
』
に
は
、
王
羲
之
と
そ
の
息
子
王
献
之
（
三
四
四

－

三
八
六
）
の

書
が
多
数
収
録
さ
れ
、『
淳
化
閣
帖
』
に
始
ま
る
法
帖
（
書
の
手

本
）
の
盛
行
に
よ
っ
て
、
王
羲
之
書
法
は
さ
ら
に
広
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

垂
拱
三
年
（
六
八
七
）
の
写
記
が
あ
る
孫
過
庭
（
六
四
八
？

－

七

〇
三
？
）『
書
譜
』
は
、
王
羲
之
書
法
を
称
揚
す
る
意
図
で
書
か
れ

た
書
論
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
、
後
漢
の
張
芝
、
魏
の
鍾
繇
と
と
も
に

王
羲
之
と
そ
の
息
子
王
献
之
が
四
賢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
張
芝
、
鍾

繇
が
そ
れ
ぞ
れ
草
書
、
真
書
（
楷
書
）
一
体
を
専
ら
と
し
た
の
に
対

し
て
、
王
羲
之
は
そ
の
両
方
に
通
じ
て
い
る
と
し
て
評
価
す
る
。
ま

た
、
同
書
で
孫
過
庭
は
、「
書
と
は
何
か
」「
書
は
ど
の
よ
う
に
学
ぶ

べ
き
か
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
描
く
」
文
字
と
「
書
く
」
文
字
と
を
厳
然
と
区
別
し
、

書
に
お
い
て
「
書
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
部
分
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。

　
　
　

八
体
の
興
る
は
、
嬴
正
よ
り
始
ま
る
。
其
の
来
る
や
尚
し

く
、
厥そ

の
用
や
斯
れ
弘
し
。
但
、
今
古
同
じ
か
ら
ず
、
妍
質
懸



図９　東晋 王羲之 黄庭経（拓本、部分）（個人蔵）図11　東晋 王羲之 十七帖 
（拓本、部分） 

（京都国立博物館蔵）

図12　王羲之 集王聖教序 
（拓本、部分）（三井文庫蔵）

図10　東晋 王羲之 蘭亭序 
（八柱第二本）（部分） 
（北京故宮博物院蔵）
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70

隔
せ
る
の
み
。
既
に
習
ふ
所
に
非
ざ
れ
ば
、
又
た
亦
た
諸こ
れ

を
略

す
。
復
た
龍
蛇
雲
露
の
流
、
亀
鶴
花
英
の
類
有
り
。
乍た
ち
まち

真
を

率
爾
に
図
し
、
或
ひ
は
瑞
を
当
年
に
写
す
。
巧
は
丹
青
に
渉

り
、
工
は
翰
墨
に
虧か

く
。
夫
の
楷
式
に
異
な
れ
ば
、
詳
ら
か
に

す
る
所
に
非
〉
3
〈

ず
。

　
　
　
　
（
秦
の
八
体
は
嬴
正
（
始
皇
帝
）
よ
り
始
ま
っ
た
。
そ
の

来
歴
は
長
き
に
わ
た
り
、
そ
の
用
途
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
。
た
だ
、
今
と
昔
で
は
同
じ
で
は
な
く
、
華
美
質
朴
の
好

み
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
（
妍
質
懸
隔
）。
こ
れ
ら
は
す

で
に
書
法
と
し
て
習
う
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
龍
書
、
蛇
書
、
雲
書
、
露
書
、

亀
書
、
鶴
書
、
花
書
、
英
書
な
ど
の
類
は
、
そ
の
姿
（
真
）
を

瞬
間
に
画
い
た
り
、
瑞
祥
を
そ
の
時
に
写
し
た
り
し
た
も
の

で
、
そ
の
技
巧
は
絵
画
（
丹
青
）
に
属
し
、
書
法
（
翰
墨
）

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
書
法
の
規
範
（
楷
式
）
で
は
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
。

　

こ
こ
で
孫
過
庭
は
、
書
と
し
て
学
ぶ
べ
き
書
体
は
も
は
や
古
の
秦

の
八
体
で
は
な
く
、
楷
書
（
真
書
）、
行
書
、
草
書
で
あ
る
こ
と
を

宣
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
龍
書
、
蛇
書
、
雲
書
、
露
書
な
ど
の
雑

体
〉
4
〈

書
は
、
絵
画
の
技
巧
に
よ
る
装
飾
文
字
で
あ
り
、「
描
く
」「
デ
ザ

イ
ン
す
る
」
文
字
で
あ
っ
て
、「
書
く
」
文
字
で
は
な
い
の
で
、
書

法
を
学
ぶ
規
範
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
る
「
学
ぶ

べ
き
書
の
規
範
」
と
は
、
ま
さ
し
く
王
羲
之
書
法
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
孫
過
庭
は
書
に
お
い
て
「
書
く
」
こ
と
が
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

夫
の
懸
針
垂
露
の
異
、
奔
雷
墜
石
の
奇
、
鴻
飛
獣
駭
の
資
、

鸞
舞
蛇
驚
の
態
、
孤
岸
頽
峯
の
勢
、
臨
危
據
稿
の
形
を
観
る

に
、
或
い
は
重
き
こ
と
崩
雲
の
若
く
、
或
い
は
軽
き
こ
と
蝉
翼

の
如
く
、
こ
れ
を
導
び
け
ば
則
ち
泉
の
ご
と
く
注
ぎ
、
こ
れ
を

頓
む
れ
ば
則
ち
山
の
ご
と
く
安
し
。
纖
々
乎
と
し
て
初
月
の
天

崖
に
出
ず
る
に
似
、
落
々
乎
と
し
て
猶
ほ
衆
星
の
河
漢
に
列
す

る
が
ご
と
し
。
自
然
の
妙
有
に
同
じ
く
し
て
、
力
運
の
能
く
成

す
と
こ
ろ
に
非
ず
。
信
に
智
巧
兼
ね
優
れ
、
心
手
双
つ
な
が
ら

暢
び
、
翰
虚
し
く
動
か
ず
、
下
す
に
必
ず
由
有
り
、
一
画
の

間
、
起
伏
を
峯
杪
に
変
じ
、
一
点
の
内
、
衂じ
く

挫ざ

を
豪
芒
に
殊
に

す
と
謂
う
べ
し
。
況
ん
や
其
の
点
画
を
積
ま
ば
、
乃
ち
其
の
字

を
成
す
と
云
い
て
、
曽
て
傍
ら
尺
牘
を
窺
い
、
俯
習
す
る
こ
と

寸
陰
も
せ
ず
、
班
超
を
引
き
て
以
て
辞
と
為
し
、
項
籍
を
援
き

て
自
ら
満
て
り
と
し
、
筆
に
任
せ
て
体
を
為
し
、
墨
を
聚
め
て

形
を
成
し
、
心
は
擬
效
の
方
に
昏
く
、
手
は
揮
運
の
理
に
迷
う

を
や
。
其
の
妍
妙
を
求
む
る
も
、
亦
た
謬
ち
な
ら
ず
〉
5
〈

や
。

　

こ
こ
で
孫
過
庭
は
、
ま
ず
張
芝
、
鍾
繇
、
王
羲
之
、
王
献
之
た
ち

能
書
が
生
み
出
し
た
書
の
点
画
の
様
々
な
形
態
を
自
然
界
の
形
象
に

た
と
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
懸
針
は
縦
画
の
最
後
で
針
の
よ
う
に

尖
っ
て
い
る
も
の
、
垂
露
は
縦
画
の
最
後
を
露
が
垂
れ
て
い
る
よ
う
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な
形
に
処
理
し
た
も
の
。
奔
雷
は
雷
の
よ
う
に
最
後
を
は
ね
だ
し
た

点
、
墜
石
は
落
下
す
る
石
の
よ
う
な
点
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
ら
に

共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
各
々
の
点
画
の
形
状
の
内
に
あ
る
、

次
の
点
画
へ
と
連
な
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
気
）
の
存
在
で
あ
る
。

「
あ
る
時
は
入
道
雲
の
よ
う
に
重
々
し
く
、
あ
る
時
は
蝉
の
羽
の
よ

う
に
軽
や
か
に
、
あ
る
時
は
泉
か
ら
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
水
の
よ

う
に
、
あ
る
時
は
ど
っ
し
り
と
し
た
山
の
よ
う
に
」。
孫
過
庭
は
、

点
画
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
出
来
上
が
っ
た
文
字
、
そ
の
文
字
の
連
な

り
の
中
に
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
気
）
の
流
れ
を
見
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
気
の
流
れ
（
気
韻
生

動
）
で
形
づ
く
ら
れ
た
点
画
の
連
な
り
こ
そ
が
、
王
羲
之
の
書
に
代

表
さ
れ
る
彼
の
考
え
る
「
書
の
か
た
ち
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
か
。「
一
画
の
間
、
起
伏
を
峯
杪
に

変
じ
、
一
点
の
内
、
衂
挫
を
豪
芒
に
殊
に
す
」
と
い
う
の
が
こ
れ
に

あ
た
る
。「
峯
杪
」「
豪
芒
」
は
と
も
に
毛
筆
の
穂
先
の
こ
と
で
あ

り
、
穂
先
の
弾
力
を
生
か
し
、
毛
筆
に
か
け
る
圧
力
（
筆
圧
）
を
微

妙
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
点
一
画
に
様
々
な
表
情

が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
其
の
点
画
を
積
ま
ば
、
乃
ち
其
の

字
を
成
す
」（
点
画
を
積
み
重
ね
れ
ば
文
字
が
で
き
る
）
わ
け
で
は

な
い
し
、「
筆
に
任
せ
て
体
を
為
し
、
墨
を
聚
め
て
形
を
成
し
」（
筆

に
ま
か
せ
墨
を
塗
り
た
く
っ
て
文
字
の
形
に
し
）
て
も
、
そ
れ
は
孫

過
庭
の
考
え
る
「
書
」
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
真
書
（
楷
書
）
と
草
書
の
違
い
を
述
べ
た
箇
所
で
は
、

「
真
は
点
画
を
以
て
形
質
と
為
し
、
使
転
を
情
性
と
為
す
。
草
は
転

画
を
以
て
情
性
と
為
し
、
使
転
を
形
質
と
為
〉
6
〈

す
」
と
述
べ
、
書
を

「
点
画
」（
か
た
ち
）
と
そ
れ
を
生
み
出
す
「
使
転
」（
毛
筆
の
運

動
）
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
孫
過
庭
が
書
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
を

如
何
に
重
要
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

四
　「
書
く
」
こ
と
の
深
化

連
綿
狂
草
書
法
の
登
場

　

唐
代
に
お
け
る
王
羲
之
を
中
心
と
す
る
行
草
書
法
の
流
行
は
、
学

ぶ
べ
き
理
想
形
と
し
て
の
「
王
羲
之
の
型
」
の
追
求
へ
と
向
か
う
こ

と
に
な
っ
た
。
大
多
数
の
学
書
者
の
目
的
は
い
か
に
手
本
と
す
る

「
王
羲
之
の
型
」
を
再
現
す
る
か
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本

来
、
正
書
（
公
式
書
体
）
に
対
す
る
速
写
の
要
求
か
ら
生
ま
れ
た
略

書
と
し
て
の
行
草
書
は
、
後
漢
趙
壱
が
『
非
草
書
』
で
批
判
し
た
張

芝
の
草
書
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
書
く
も
の
と
な
り
、
行

草
書
本
来
の
速
写
性
を
失
い
、
言
い
か
え
れ
ば
学
ぶ
べ
き
規
範
と
し

て
正
書
と
し
て
の
楷
書
に
近
い
存
在
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
草

書
の
流
行
に
対
し
て
、
略
書
本
来
の
速
写
性
に
注
目
す
る
動
き
が
、

唐
代
中
期
に
出
現
し
、「
書
く
」
こ
と
に
更
な
る
深
化
を
も
た
ら
し

た
。
張
旭
（
生
卒
年
不
詳
）、
懐
素
（
七
三
七
？

－

？
）
に
よ
る
連
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綿
草
、
狂
草
の
誕
生
で
あ
る
（
図
13
）。

　

文
字
の
形
態
を
作
り
上
げ
る
毛
筆
の
動
き
を
大
別
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

　

⒜　

起
筆
か
ら
収
筆
へ
と
一
筆
書
き
の
要
領
で
、
紙
面
上
を
水
平

方
向
に
連
続
す
る
線
運
動
。

　

⒝　

上
記
の
筆
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
、
様
々
な
形
態
を
も
っ
た

点
画
を
作
り
出
す
た
め
に
垂
直
方
向
へ
か
け
ら
れ
る
上
下
運
動

（
筆
圧
の
変
化
）。

実
際
に
は
、
⒜
⒝
二
つ
の
運
動
が
同
時
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
連

の
動
き
の
中
で
点
画
は
徐
々
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

前
後
の
点
画
（
実
画
）
を
つ
な
ぐ
部
分
（
虚
画
）
に
お
い
て
も
、
毛

筆
は
紙
面
上
を
連
続
し
て
動
い
て
い
る
（
図
14
）。

　

王
羲
之
書
法
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
用
筆
運
筆
は
、「
型
」
と
し

て
固
定
し
独
立
し
た
点
画
の
様
々
な

形
状
を
次
々
と
つ
く
る
た
め
に
多
度

に
わ
た
る
毛
筆
の
抑
揚
変
化
が
必
要

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
点
画
の
形
状

（
面
）
を
つ
く
る
こ
と
を
重
視
す
る

筆
の
動
き
と
い
う
こ
と
で
、「
面
的

運
動
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
一
点
一
画
を
形
づ
く

る
毛
筆
の
速
度
は
、
比
較
的
ゆ
っ
く

り
と
し
た
も
の
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
張
旭
、
懐
素
の

狂
草
書
法
（
図
13
）
の
特
徴
は
、
草

書
が
本
来
持
っ
て
い
た
速
写
の
た
め
の
書
体
と
い
う
特
質
を
さ
ら
に

推
し
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
⒝
の
毛
筆
の
上
下
運

動
（
筆
圧
の
変
化
）
を
一
定
に
し
、
可
能
な
限
り
⒜
の
運
動
を
追
求

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
点
画
と
点
画
を
つ
な
ぐ
本
来
の
虚
画
部

分
も
、
あ
る
部
分
で
は
一
定
の
筆
圧
を
保
っ
た
毛
筆
の
動
き
の
中

で
、
実
線
と
し
て
連
続
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
点

画
の
形
状
（
面
）
を
つ
く
る
こ
と
よ
り
も
巾
状
の
点
画
（
線
）
を
つ

く
る
こ
と
を
重
視
す
る
筆
の
動
き
と
い
う
こ
と
で
、「
線
的
運
動
」

と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
「
面
的
運
動
」
か
ら
よ
り
「
線
的
運
動
」
へ
と
点
画
を
形
づ
く
る

毛
筆
の
動
か
し
方
が
分
化
し
た
こ
と
は
、
以
降
、「
書
く
」
こ
と
の
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歴
史
に
多
大
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
王
羲
之
書
法
を
中
心
と
す
る

「
面
的
運
動
」
に
よ
る
表
現
が
、
伝
統
的
書
法
と
し
て
大
き
な
影
響

力
を
持
ち
続
け
る
一
方
、
狂
草
書
法
で
試
み
ら
れ
た
「
線
的
運
動
」

に
よ
る
表
現
は
、
宋
、
元
、
明
、
清
へ
と
展
開
し
て
い
く
中
で
、
行

の
変
化
、
紙
面
構
成
な
ど
に
多
彩
な
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
と
な

る
。
ま
た
、
唐
末
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
狂
草
書
法

は
、
草
書
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
て
生
み
出
さ
れ
た
今
日
の
ひ
ら
が
な

（
女
手
）
の
発
生
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
平
安
時
代
を
代
表

す
る
古
筆
に
は
、「
線
的
運
動
」
に
よ
っ
て
連
綿
（
続
け
書
き
）
さ

れ
た
「
か
な
」
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
の
碑
学
派
の
書
法

　

清
朝
に
入
っ
て
、「
書
く
」
こ
と
に
さ
ら
に
新
た
な
試
み
が
な
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
書
を
学
ぶ
対
象
で
は
な
か
っ

た
古
い
時
代
の
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
が
、
新
し
い
書
を
生
み
出
そ
う

と
す
る
人
々
の
注
目
す
る
対
象
と
な
っ
た
。
碑
学
派
の
登
場
で
あ

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
清
が
漢
民
族
に
対

し
て
お
こ
な
っ
た
厳
し
い
思
想
弾
圧
が
あ
り
、
そ
の
監
視
の
目
を
避

け
る
た
め
に
学
問
の
方
向
が
過
去
の
歴
史
文
化
の
探
求
に
向
か
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
古
代
の
文
字
資
料
が
収

集
さ
れ
る
中
で
、
今
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
石
に
刻
ま
れ
た
様
々

な
文
字
の
形
態
が
、
新
鮮
な
感
動
を
も
っ
て
学
書
者
に
迎
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

従
来
の
学
書
対
象
の
中
心
は
、
王
羲
之
書
法
に
代
表
さ
れ
る
毛
筆

で
「
書
く
」
た
め
の
書
法
で
あ
っ
た
。
手
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も

の
に
は
、
実
際
に
墨
で
書
か
れ
た
墨
跡
本
、
摹も

（
す
き
う
つ
し
）
と

い
う
方
法
で
写
し
取
ら
れ
た
複
製
本
、
手
本
と
な
る
書
を
板
や
石
に

刻
ん
だ
後
に
紙
に
写
し
取
っ
た
墨
拓
本
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
用
い

ら
れ
る
墨
拓
本
は
、
刃
物
で
板
や
石
に
文
字
を
刻
む
と
い
う
段
階
で

毛
筆
の
微
妙
な
表
現
を
完
全
に
は
再
現
で
き
て
い
な
い
が
、
学
ぶ
べ

き
手
本
と
し
て
墨
跡
本
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
碑
学
派
の
人
々
が
対
象
と
し
た
の
は
、
石
に
刻
ま
れ
た
文

字
の
か
た
ち
を
紙
に
写
し
取
っ
た
墨
拓
本
で
あ
る
。
刻
ま
れ
た
文
字

の
姿
に
は
、
毛
筆
の
味
わ
い
を
色
濃
く
残
し
た
輪
郭
を
持
つ
も
の
か

ら
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
離
れ
た
輪
郭
を
持
つ
も
の
ま
で
、
幅
広
い
表

現
が
見
ら
れ
る
。
あ
る
も
の
は
刃
物
に
よ
る
シ
ャ
ー
プ
な
輪
郭
線
を

特
徴
と
し
、
あ
る
も
の
は
今
日
の
ゴ
チ
ッ
ク
体
活
字
の
よ
う
に
同
じ

太
さ
、
幅
を
も
っ
た
点
画
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
月
の
経

過
に
よ
る
破
損
、
風
化
、
摩
耗
な
ど
で
刻
ま
れ
た
当
初
の
輪
郭
か
ら

大
き
く
変
化
し
た
も
の
も
数
多
い
。
碑
学
派
の
人
々
は
、
従
来
の

「
書
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
書
と
は
異
な
っ
た
美
し
さ
を
、

こ
れ
ら
の
拓
本
の
輪
郭
に
囲
ま
れ
た
形
状
の
中
（
輪
郭
の
内
部
は
何

の
力
も
加
わ
っ
て
い
な
い
白
い
紙
の
地
に
過
ぎ
な
い
）
に
見
出
し

た
。
彼
ら
は
、
輪
郭
で
囲
ま
れ
た
点
画
を
、
毛
筆
で
「
書
く
」
こ
と

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、
そ
の
美
し
さ
を
毛
筆
で
「
書

く
」
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
図
15
、16
）。
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
輪
郭
を
も
つ
文
字
の
姿
か
た

ち
を
毛
筆
で
再
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
伝
統
的
書
法
で

用
い
ら
れ
た
「
書
く
」
た
め
の
筆
使
い
、
筆
運
び
だ
け
で
は
難
し

い
。
様
々
な
形
状
を
も
つ
輪
郭
で
囲
ま
れ
た
点
画
の
形
状
を
再
現
す

る
た
め
に
、
新
た
な
毛
筆
の
用
い
方
が
試
行
錯
誤
さ
れ
、
上
述
し
た

⒝
点
画
（
面
）
を
形
づ
く
る
運
動
は
よ
り
複
雑
さ
を
増
す
こ
と
と

な
っ
た
。

　

以
降
、
書
の
世
界
で
は
王
羲
之
書
法
の
伝
統
を
保
持
し
つ
つ
も
、

新
た
に
「
書
く
」
こ
と
に
対
し
て
様
々
な
表
現
が
試
み
ら
れ
、
今
日

の
多
彩
な
作
品
を
生
み
出
す
結
果
に
至
っ
て
い
る
。

五
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
「
書
の
か
た
ち
」 

─
─
ま
と
め
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
の
節
で
は
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
あ
て

て
、
書
の
歴
史
の
中
で
文
字
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
き
た
か
、
先

人
た
ち
が
「
書
く
」
こ
と
に
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を

考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
人
に

と
っ
て
は
、
も
は
や
こ
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
特

質
を
も
っ
た
運
動
で
あ
る
の
か
が
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

先
に
発
表
し
た
、「
書
の
か
た
ち
」
と
い
う
小
論
の
中
で
は
、
現

代
人
に
と
っ
て
毛
筆
で
「
文
字
を
書
く
」
と
い
う
行
為
、「
書
の
か

た
ち
」
を
形
づ
く
る
運
動
そ
の
も
の
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
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の
原
因
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
あ
げ
た
。

　

⒜　

日
常
目
に
す
る
文
字
の
形
の
変
化

　

⒝　

現
行
の
書
教
育
方
法
の
問
題

　

⒞　

筆
記
具
の
変
化

　

⒜
に
つ
い
て
い
え
ば
、
我
々
の
文
字
の
学
習
は
、
ま
ず
手
本
と
な

る
文
字
の
形
態
を
見
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
我
々
は
、
目
の
前
に
す

で
に
形
と
し
て
存
在
す
る
文
字
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字

を
覚
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
活
の
中
で

日
々
目
に
す
る
文
字
の
形
態
が
我
々
の
書
く
文
字
の
イ
メ
ー
ジ
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
に
お
い
て
日
常
目
に
す
る

文
字
は
そ
の
多
く
が
、
明
朝
体
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
書
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
「
書
く
」
た
め
の
文
字
で
は
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

⒝
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
で
は
識
字
教
育
が
中
心
と
な
り
、
楷

書
（
日
本
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
楷
書
に
あ
わ
せ
楷
書
化
し
た
ひ
ら

が
な
、
カ
タ
カ
ナ
）
の
書
き
方
を
学
習
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

正
書
（
公
式
書
体
）
で
あ
り
、「
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
」
書
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
、
行
書
体
や
草
書
体
の
特
色
で
あ
る
「
よ
り
速
く
な
め

ら
か
」
に
書
く
と
い
う
方
法
は
教
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
。

し
た
が
っ
て
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、「
書
く
」
た
め
の
楷
書
に

お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
、
文
字
を
形
づ
く
る
運
動
そ
の
も
の
が
あ

ま
り
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
文
字
の
形
を
模
倣
す
る
だ
け
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

⒞
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
文
字
を
「
書
く
」
と

い
う
行
為
に
お
い
て
、
漢
字
を
生
み
出
し
た
中
国
、
そ
れ
を
受
け
継

い
だ
日
本
で
は
、
毛
筆
と
い
う
筆
記
具
の
特
性
が
重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
い
た
。
ペ
ン
や
鉛
筆
な
ど
の
硬
筆
と
は
違
い
、
柔
ら
か
い
穂

先
の
弾
力
を
利
用
し
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
書
写
運
動
が
、
よ
り
多
彩
な

表
現
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
日
の
生
活
で
は
よ
り
簡
便
な
筆
記
具
で
あ
る
硬
筆
の
使
用
が

日
常
的
と
な
り
、
扱
い
に
一
定
の
技
術
を
必
要
と
す
る
毛
筆
は
顧
み

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

文
字
は
確
か
に
記
号
で
あ
る
が
、
文
字
を
「
書
く
」
と
い
う
こ
と

は
記
号
の
形
を
写
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
書
の
法
則
、「
書
の

か
た
ち
」
の
つ
く
り
方
に
し
た
が
っ
て
、
起
筆
か
ら
収
筆
へ
の
一
連

の
運
動
の
中
で
点
画
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
運
動
の
原
理
を
理
解
で
き
ず
、
文
字
を
「
か
た
ち
」
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
文
字
は
単
な
る
記
号
に
し
か

す
ぎ
な
い
。「
文
字
は
意
味
が
通
じ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
」
と
考
え
る

人
に
と
っ
て
は
、
筆
順
な
ど
問
題
で
は
な
い
。「
口
」
と
い
う
漢
字

の
楷
書
体
と
、
方
形
「
□
」
と
の
区
別
を
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ

る
。
今
日
、
我
々
の
日
常
を
取
り
巻
く
文
字
の
姿
か
た
ち
を
考
え
る

と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
文
字
と
い
う
も
の
は
、
人
が
手
で
「
書

く
」
文
字
で
は
な
く
、
機
械
（
人
工
知
能
）
に
と
っ
て
よ
り
認
識
可

能
な
文
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。「
書
く
」
文
字
で
重
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要
視
さ
れ
る
個
性
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
方
向
へ

と
、
文
字
は
ま
す
ま
す
「
書
く
」
と
い
う
造
字
法
か
ら
離
れ
て
い
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、「
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
を
同

定
す
る
手
段
と
し
て
の
サ
イ
ン
の
よ
う
な
形
で
し
か
残
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
書
の
将
来
に
悲
観
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
書
は
も
は
や
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
と
し
て
、
一

部
の
愛
好
家
同
士
の
み
が
ほ
そ
ぼ
そ
と
楽
し
む
だ
け
の
も
の
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
書
は
人
な
り
」

　

中
国
文
化
圏
で
絶
大
な
支
持
を
得
る
武
侠
小
説
作
家
、
金
庸
の
代

表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
笑
傲
江
湖
』
に
は
、
琴
棋
書
画
そ
れ
ぞ
れ
に

通
じ
た
武
技
の
使
い
手
四
人
（
江
南
四
友
）
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で

は
、
千
本
も
の
毛
筆
の
毛
先
が
擦
り
切
れ
る
ほ
ど
書
法
を
修
練
し
た

禿
筆
翁
（
三
荘
主
）
が
唐
の
張
旭
『
率
意
帖
』
を
拡
げ
て
見
せ
ら
れ

る
場
面
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
参
考
図
版
と
し
て
、
伝
張
旭
「
古
詩

四
帖
」（
図
17
）
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
　

帖
の
上
に
書
か
れ
た
草
書
は
す
べ
て
拡
げ
ら
れ
、
ま
る
で
武

林
の
高
手
が
軽
功
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
高
く
跳
び
上
が
っ
た
り
地

に
伏
せ
た
り
す
る
よ
う
に
、
そ
の
動
き
は
迅
速
で
あ
っ
た
が
、

い
さ
さ
か
も
優
雅
な
趣
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
…
…

　
　
　

禿
筆
翁
は
右
手
の
人
差
し
指
を
伸
ば
し
、
率
意
帖
の
筆
路
に

し
た
が
っ
て
そ
の
一
筆
一
画
を
無
我
夢
中
で
空
中
に
な
ぞ
り
書

き
を
し
は
じ
め
た
。

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

禿
筆
翁
は
、「
韓
愈
は
張
旭
を
品
評
し
て
、『
喜
怒
窘
窮
、
憂

悲
愉
佚
、
怨
恨
思
慕
、
酣
醉
無
聊
。
不
平
の
心
を
動
か
す
有
ら

ば
、
必
ず
草
書
に
之
を
発
す
』
と
言
っ
〉
7
〈

た
。
張
旭
こ
そ
ま
さ
し

く
我
が
と
も
が
ら
だ
。
不
平
が
心
に
動
け
ば
、
そ
れ
を
草
書
で

表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
昇
華
さ
せ
た
。
こ
れ
は
剣
を
揮
う
の

と
同
じ
だ
。
こ
ん
な
愉
快
な
こ
と
が
あ
る
か
」
と
言
い
、
指
を

あ
げ
て
ま
た
空
中
で
文
字
を
な
ぞ
り
始
め
た
。
し
ば
ら
く
し
て

向
問
天
に
言
っ
た
。「
お
い
、
も
う
一
度
拡
げ
て
見
せ
て
く
〉
8
〈

れ
」

（
筆
者
訳
）。

　

禿
筆
翁
が
狂
草
の
祖
と
さ
れ
る
唐
の
張
旭
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
場

面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
禿
筆
翁
が
右
手
の
人
差
し
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指
を
伸
ば
し
、
張
旭
の
書
の
筆
路
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
筆
一
画

を
無
我
夢
中
で
空
中
に
な
ぞ
り
書
き
を
す
る
と
こ
ろ
だ
。
筆
路
と

は
、
第
一
字
目
の
起
筆
か
ら
最
終
の
文
字
の
収
筆
に
い
た
る
毛
筆
の

紙
面
上
で
の
動
き
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
張
旭
は
喜
怒
哀
楽
な
ど
心

が
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
草
書
で
表
現
し
た
。
し
か

し
、
完
成
し
た
書
作
品
は
、
す
で
に
動
き
を
止
め
た
か
た
ち
で
あ

る
。
禿
筆
翁
は
筆
路
を
目
で
た
ど
り
、
指
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
際
に
毛
筆
を
使
っ
て
は
い
な
い
が
、
張
旭
の
「
書
の
か
た

ち
」
に
表
れ
た
筆
の
動
き
、
筆
の
穂
先
の
反
発
力
、
穂
先
と
紙
と
の

摩
擦
力
な
ど
を
、
あ
た
か
も
毛
筆
で
再
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
旭
の
身
体
の
動
き
と
自
身
の
体
の
動
き
を

同
調
さ
せ
、
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
剣
術
に
通
じ
る

動
き
を
読
み
取
り
、「
書
の
か
た
ち
」
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
張
旭
と

会
話
し
て
い
る
の
だ
。「
書
は
人
な
り
」「
書
は
そ
の
人
を
あ
ら
わ

す
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
こ
の
よ
う
な
体
験
に
よ
っ
て
感
じ
と
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。「
書
の
か
た
ち
」
の
中
に
表
れ

て
い
る
の
は
、
そ
の
人
の
人
格
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

書
を
生
み
出
し
た
筆
者
の
息
づ
か
い
で
あ
り
、
身
体
の
運
動
な
の
だ
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
今
日
に
お
い
て
も
、
活
字
で
書
か
れ
た
手

紙
よ
り
手
書
き
の
手
紙
に
、
よ
り
親
し
み
を
感
じ
る
と
い
う
人
は
多

い
。
広
告
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
文
字
の
中
に
も
、
あ
え
て
筆
文
字
に
似

せ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。「
書

く
」
こ
と
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
文
字
に
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
文

字
に
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
何
か
、
画
一
な
も
の
で
は
な
く
個

性
的
な
表
現
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
に

刻
み
こ
ま
れ
た
「
書
く
」
こ
と
の
記
憶
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

デ
ザ
イ
ン
文
字
全
盛
の
今
日
、「
書
く
」
こ
と
の
意
味
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
い
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
文
字
を
「
書
く
」
と
い
う
こ

と
が
も
た
ら
す
感
覚
、「
書
の
か
た
ち
」
の
中
に
そ
の
運
動
性
を
読

み
と
る
と
い
う
鑑
賞
方
法
は
、
現
代
の
人
々
に
と
っ
て
新
し
い
「
表

現
法
」「
も
の
の
見
方
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
書
法
芸
術
に
多
く
の

人
々
の
関
心
を
取
り
戻
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
書
法
の
枠
を
こ
え
た

新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
書
法
家
、
教
育
者
、
研
究
者
な
ど
書
法
に
関
わ
る
者
が
、

「
書
く
」
こ
と
の
面
白
さ
、
書
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を

伝
え
て
い
く
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

は
じ
め
て
毛
筆
を
手
に
し
た
時
の
感
覚
、
毛
筆
に
墨
を
つ
け
て
紙

の
上
に
下
し
た
時
の
感
触
、
毛
筆
を
ぐ
る
ぐ
る
回
転
さ
せ
て
落
書
き

し
た
時
の
楽
し
さ
を
、
我
々
は
忘
れ
て
は
い
な
い
か
。

注〈
1
〉 
今
日
の
中
国
文
化
圏
で
は
、
書
を
「
書
法
」
と
い
う
こ
と
ば
で

表
現
す
る
。
文
字
ど
お
り
に
解
釈
す
れ
ば
、「
書
の
法
」
す
な
わ
ち
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「
書
き
方
の
法
則
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
画

法
」
と
い
う
こ
と
ば
が
も
っ
ぱ
ら
絵
画
の
描
き
方
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
絵
画
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、「
書

法
」
と
い
う
こ
と
ば
は
書
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
も
あ
る
。「
書

く
」
と
い
う
行
為
自
体
が
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
の
鑑
賞
に
も
関
わ

る
書
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

〈
2
〉 

後
漢
、
趙
壱
『
非
草
書
』（
唐
、
張
彦
遠
『
法
書
要
録
』
所
収
）。

本
文
の
内
容
は
、
本
来
、
速
写
を
目
的
と
し
て
い
た
草
書
が
、
ゆ
っ

く
り
と
書
か
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
状
況
を
非
難
し
た
も
の
。

〈
3
〉 

唐
、
孫
過
庭
『
書
譜
』
真
蹟
本
。

 

　
「
八
體
之
興
、
始
於
嬴
正
。
其
來
尚
矣
、
厥
用
斯
弘
。
但
今
古
不

同
、
妍
質
懸
隔
。
既
非
所
習
、
又
亦
略
諸
。
復
有
龍
蛇
雲
露
之
流
、

龜
鶴
花
英
之
類
。
乍
圖
眞
於
率
爾
、
或
寫
瑞
於
當
年
。
巧
渉
丹
青
、

工
虧
翰
墨
。
既
異
夫
楷
式
、
非
所
詳
焉
。」

〈
4
〉 

雑
体
書
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
一
作
品

中
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
を
交
え
て
書
い
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
装
飾

字
体
を
い
う
。
龍
書
、
蛇
書
、
雲
書
、
露
書
な
ど
、
動
物
や
自
然
現

象
の
か
た
ち
を
文
字
の
造
形
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
、
中
国
南
北
朝

時
代
に
流
行
し
た
。
日
本
に
伝
わ
っ
た
南
朝
斉
の
蕭
子
良
『
古
今
篆

隷
文
体
』
に
は
、
龍
書
、
亀
書
な
ど
四
十
三
種
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

〈
5
〉 

唐
、
孫
過
庭
『
書
譜
』
真
蹟
本
。

 

　
「
觀
夫
懸
針
垂
露
之
異
、
奔
雷
墜
石
之
奇
、
鴻
飛
獣
駭
之
資
、
鸞

舞
蛇
驚
之
態
、
孤
岸
頽
峯
之
勢
、
臨
危
據
稿
之
形
、
或
重
若
崩
雲
、

或
輕
如
蝉
翼
、
導
之
則
泉
注
、
頓
之
則
山
安
。
纖
々
乎
似
初
月
之
出

天
崖
、
落
々
乎
猶
衆
星
之
列
河
漢
。
同
自
然
之
妙
有
、
非
力
運
之
能

成
、
信
可
謂
智
巧
兼
優
、
心
手
雙
暢
、
翰
不
虚
動
、
下
必
有
由
、
一

畫
之
間
、
變
起
伏
於
峯
杪
、
一
點
之
内
、
殊
衂
挫
於
豪
芒
。
況
云
積

其
點
畫
、
乃
成
其
字
、
曽
不
傍
窺
尺
牘
、
俯
習
寸
陰
、
引
班
超
以
爲

辭
、
援
項
籍
而
自
滿
、
任
筆
爲
體
、
聚
墨
成
形
、
心
昏
擬
效
之
方
、

手
迷
揮
運
之
理
。
求
其
妍
妙
、
不
亦
謬
乎
。」

〈
6
〉 

下
野
健
児
「
書
の
か
た
ち
」『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第

二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一

－

一
五
頁
。

〈
7
〉 

唐
、
韓
愈
「
送
高
閑
上
人
序
」

 

　
「
往
時
張
旭
善
草
書
、
不
治
他
技
。
喜
怒
窘
窮
、
憂
悲
、
愉
佚
、

怨
恨
、
思
慕
、
酣
醉
、
無
聊
、
不
平
、
有
動
於
心
、
必
於
草
書
焉
發

之
。
觀
於
物
、
見
山
水
崖
谷
、
鳥
獸
蟲
魚
、
草
木
之
花
實
、
日
月
列

星
、
風
雨
水
火
、
雷
霆
霹
靂
、
歌
舞
戰
鬥
、
天
地
事
物
之
變
、
可
喜

可
愕
、
一
寓
於
書
。
故
旭
之
書
、
變
動
猶
鬼
神
、
不
可
端
倪
、
以
此

終
其
身
而
名
後
世
。」

〈
8
〉 

金
庸
『
笑
傲
江
湖
（
肆
）
孤
山
梅
荘
』
新
修
文
庫
版
（
二
〇
〇

五
年
）、
電
子
版
（
二
〇
一
四
年
）、
台
北
：
遠
流
出
版
。

 

　
「
帖
上
的
草
書
大
開
大
闔
、
便
如
一
位
武
林
高
手
展
開
輕
功
、
竄

高
伏
低
、
雖
行
動
迅
捷
、
卻
不
失
高
雅
風
致
。
…
…
。」

 

　
「
那
禿
筆
翁
伸
出
右
手
食
指
、
順
著
率
意
帖
中
的
筆
路
一
筆
一
劃

的
臨
空
鉤
勒
、
神
情
如
醉
如
痴
、
…
。」

 
　
「
禿
筆
翁
道
、「
韓
愈
品
評
張
旭
道

：『
喜
怒
窘
窮
、
憂
悲
愉
佚
、

怨
恨
思
慕
、
酣
醉
無
聊
。
不
平
有
動
於
心
、
必
於
草
書
焉
發
之
。』

此
公
正
是
我
輩
中
人
、
不
平
有
動
於
心
、
發
之
於
草
書
、
有
如
仗
劍

一
揮
、
不
亦
快
哉
！
」
提
起
手
指
、
又
臨
空
書
寫
、
寫
了
幾
筆
、
對

向
問
天
道

：「
喂
、
你
打
開
來
再
給
我
瞧
瞧
。」」



79──コンピュータ時代における「書く」ことの意味

図
版
出
典

図
１　
『
世
界
美
術
大
全
集 

東
洋
編
２ 

秦
・
漢
』
小
学
館
、
一
九
九

八
年

図
４　
『
世
界
美
術
大
全
集 

東
洋
編
２ 

秦
・
漢
』
小
学
館
、
一
九
九

八
年

図
５　
『
世
界
美
術
大
全
集 

東
洋
編
２ 

秦
・
漢
』
小
学
館
、
一
九
九

八
年

図
６　
『
世
界
美
術
大
全
集 
東
洋
編
２ 

秦
・
漢
』
小
学
館
、
一
九
九

八
年

図
７　
『
中
国
法
書
選
11 

魏
晋
唐
小
楷
集
』
二
玄
社
、
一
九
九
〇
年

図
８　
『
中
国
法
書
選
31 

九
成
宮
醴
泉
銘
』
二
玄
社
、
一
九
八
七
年

図
９　
『
中
国
法
書
選
11 

魏
晋
唐
小
楷
集
』
二
玄
社
、
一
九
九
〇
年

図
10　
『
中
国
法
書
選
15 

蘭
亭
叙
〈
五
種
〉』
二
玄
社
、
一
九
八
八
年

図
11　
『
中
国
法
書
選
14 

十
七
帖
〈
二
種
〉』
二
玄
社
、
一
九
八
八
年

図
12　
『
中
国
法
書
選
16 

集
字
聖
教
序
』
二
玄
社
、
一
九
八
七
年

図
13　
『
中
国
法
書
選
43 

自
叙
帖
』
二
玄
社
、
一
九
八
九
年

図
15　
『
中
国
法
書
選
22 

鄭
羲
下
碑
』
二
玄
社
、
一
九
八
八
年

図
16　
『
現
代
臨
書
体
系
3 

中
国
Ⅲ
―
北
魏
・
隋
』
尚
学
図
書
、
一
九

八
四
年

図
17　
『
書
の
宇
宙
９ 

言
葉
と
書
の
姿
・
草
書
』
二
玄
社
、
一
九
九
七

年


