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周
金
文
研
究
雑
感

浦
野
　
俊
則

◇
段
周
時
代
金
文
の
研
究
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、

資
料
の
編
年
と
い
う
こ
と
が

一

つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

陳
夢
家
や
郭
添
若
の
編
年
研
究
は
、

そ
の
先

駆
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
、

白
川
静
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
く
の
補
正
が
行
わ
れ
て
き

た
が
、

こ
れ
ま
で
の
暦
法
研
究
で
は
、

金
文
中
に
記
述
さ
れ
て
い
る
年
月
　
月
相

干
支
記
事
を
す
べ
て
矛
盾
な
く
配
列
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

◇
近
年
、

平
勢
隆
郎
は
既
存
資
料
を
す
べ
て
矛
盾
な
く
配
列
で
き
る
説
を
提
出
し
て

い
る
。
こ
の
説
が
正
解
な
ら
ば
、

段
周
の
暦
法
が
復
元
さ
れ
、

金
文
研
究
に
と
っ
て

画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

私
自
身
、

そ
の
当
否
を
検
証
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

は
あ
る
が
、

現
実
に
は
着
手
で
き
ず
に
い
る
。
と
も
か
く
、

今
の
と
こ
ろ
、

直
感
的

に

「
こ
れ
は
良
さ
そ
う
だ
」
と
感
じ
て
い
る
。

◇
金
文
の
新
出
資
料
を
こ
の
十
年
来
集
め
て
い
る
が
、

そ
の
整
理
と
と
も
に
書
風
の

類
別
を
試
み
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、

な
丸
道
雄
が
い
う
よ
う
に
西
周
青
銅
器
の
製
作

が
工
家
の
占
有
技
術
で
あ
る
な
ら
、

金
文
も
工
側
の
人
物
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た

範
囲
の
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、

甲
骨
文
字
と
同
じ
よ

う
に
書
風
を
類
別
　
系
列
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

今
ま

で
試
験
的
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

同

一
時
期
に
見
え
る
書
風
は
、

比
較
的
少
数

の
手
に
類
別
で
き
る
。

◇
こ
れ
ま
で
、

西
周
全
文
の
時
代
比
定
が
曖
味
だ

っ
た
の
で
、

系
統
化
が
困
難
で
あ

っ
た
が
、

平
勢
説
を
援
用
し
て
、

年
代
の
明
ら
か
な
金
文
と
関
連
す
る
無
紀
年
金
文

を
追
加
配
列
し
、

編
年
資
料
数
を
増
加
さ
せ
れ
ば
、

今
ま
で
以
上
に
精
密
な
書
風
類

別
を
展
開
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
が
、

当
面
の
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
は

自
分
で
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

◇
も
う

一
つ
考
え
て
い
る
の
は
、

な
丸
氏
の
い
う
諸
侯
製
作
器
の
書
風
が
二
朝
製
作

器
と
差
果
が
あ
る
の
か
、

あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
差
果
が
あ
る
の
か
と
い
う
点

を
検
討
し
て
み
た
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
思
い
つ
つ
手
を
つ

け
ず
に
過
ご
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

諸
侯
製
作
器
が
い
つ
頃
ど
の
辺
か
ら
始
ま
り
、

ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
ま
で
見
え
て
く
れ
ば
、

周
時
代
の
書
の

歴
史
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
書
け
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

◇
近
年
、

戦
国
時
代
の
簡
慣
が
続
々
と
出
上
し
、

そ
の
研
究
が
活
発
で
あ
る
が
、

楚

筒
の
文
字
と
同
形
の
文
字
が
、

楚
系
の
金
文
に
も
見
え
る
。

そ
れ
ら
は
、

刻
銘
で
あ

り
、

そ
の
筆
勢
も
簡
憤
文
字
と
同
様
で
、

簡
贖
文
字
の
書
き
方
を
そ
の
ま
ま
に
青
銅

器
に
刻
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

◇
と
こ
ろ
で
、

金
象
械
銘
の
美
し
い

「部
君
啓
節
」
の
文
字
は
、

楚
筒
に
見
え
る

当
時
の
日
常
通
行
字
体
と
従
来
の
金
文

（正
体
）
と
が
混
在
し
て
い
る
。

以
前
か
ら
、

通
行
体
の
混
用
だ
と
は
思
っ
て
い
た
が
、

楚
筒
の
文
字
を
多
く
見
る
よ
う
に
な

っ
て
、

い
っ
そ
う
は
っ
き
り
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
国
時
代
は
、

書
体
の
分
化
が

大
き
く
進
ん
だ
時
代
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
て
お
く

必
要
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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西

晴
耕
雨
読
の
身
に
思
う

角
井
　
博

学
生
の
頃
、

近
代
詩
文
を
得
意
と
す
る

一
学
生
が

「人
間
の
本
性
は
書
だ
け
で
も

悪
の
み
で
も
な
い
？
云
々
」
の
作
を
示
す
と
、

西
川
年
教
授
は
す
か
さ
ず

「善
と
悪

と
を
ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
の
□
□
君
、

い
っ
そ
日
を
瞑

っ
て
黙

っ
て
い
る
こ
と
だ

な
」
と
戯
れ
に
朱
書
さ
れ
た
。

血
気
盛
ん
な
我
々
若
者
は
、

そ
の
咄
嵯
の
切
り
返
し

に
少
々
む
か
つ
く
思
い
で
あ

っ
た
が
、

老
い
た
身
で
い
ま
振
り
返
っ
て
見
る
と
、

近

ご
ろ
報
道
さ
れ
る
殺
伐
た
る
犯
罪
事
件
は
別
と
し
て
、

人
間
の
善
悪
の
線
引
き
は
お

国
柄
や
時
代
、

そ
の
人
の
立
場
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
ろ
う
か
ら
、

な
る
ほ
ど
容
易
で

な
い
こ
と
が
首
肯
で
き
る
。

筆
者
は
そ
の
後
、

東
京
国
立
博
物
館
の
蔵
番
と
し
て
文
化
財
の
陳
列
　
保
管
に
従

事
す
る
が
、

そ
の
業
務
の
背
景
に
は
常
に
列
品
資
料
と
し
て
の
苦
悪
　
美
醜
、

そ
し

て
真
贋

（偽
）
の
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
問
題
に
つ
い
て
は
概
ね
、

大
学
　
美
術
館
に
勤
務
す
る
学
者
を
は
じ
め
鑑
識
家
　
美
術
史
家
な
る
人
物
が
解
決

に
努
め
て
い
る
が
、

実
は
そ
れ
ら
を
扱
う
美
術
商
や
収
集
家
の
存
在
も
あ

っ
て
、

す

べ
て
の
人
に
共
通
す
る
納
得
の
い
く
判
断
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
難
し
い

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

真
贋
問
題
は
な
に
も
骨
童
の
世
界
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

最
近
世
間
を
順
わ

し
て
い
る
食
料
　
薬
品
　
化
粧
品
に
は
偽
り
物
が
多
い
し
、

い
や
人
間
そ
の
も
の
の

贋
物
も
代
議
士
や
ア
イ
ド
ル
ば
か
り
か
学
者
に
も
出
現
し
て
い
る
。

考
古
遺
品
の
エ

セ
発
掘
な
ど
は
以
て
の
ほ
か
。

た
だ
し
物
そ
の
も
の
に
罪
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

埋
め
た
り
掘

っ
た
り
す
る
学
者
の
名
誉
欲
と
悪
意
と
に
罪
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
と

も
と
書
画
の
世
界
に
は
、

師
弟
間
の
学
習
や
古
典
研
究
の
段
階
に
お
い
て
、

思
実
に

技
法
を
探

っ
た
り
、

真
辞
に
追
体
験
を
試
み
た
模
倣
作
　
科
作
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

本
物
同
様
に
観
賞
を
享
受
で
き
る
も
の
が
あ
る
。

た
だ
、

そ
れ
ら
が
悪
意
を
も

っ
た

人
々
に
よ
っ
て
欺
き
煽
さ
れ
る
対
象
と
し
て
市
中
に
出
回
っ
た
り
、

初
め
か
ら
営
利

を
日
的
と
す
る
贋
作
も
出
現
し
て
、

世
間
を
騒
が
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

文

字
　
音
楽
の
分
野
で
は
時
と
し
て
盗
作
問
題
を
生
ず
る
が
、

体
や
口
で
表
現
す
る
芸

事
の
世
界
に
は
模
倣
と
い
う
所
業
な
し
に
は
成
立
し
な
い
背
景
が
あ
る
。

そ
れ
に
し

て
も
世
は
ま
さ
に
ハ
イ
テ
ク
の
時
代
で
、

ク
ロ
ー
ン
人
間
な
ど
は
本
物
　
侑
物
の
域

を
掛
け
離
れ
て
現
代
社
会
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、

悪
意
を
伴
う
わ
物
に
は
厳
然
た
る
態
度
を
示
す
べ
き
だ
が
、

こ
ん
な
世
の

中
だ
か
ら
こ
そ
、

書
画
骨
童
の
真
贋
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
大
ら
か
な
気
性
を
も

っ

て
接
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
近
ご
ろ
思
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
日
本
人
は
潔

癖
症
が
強
く
、

こ
う
し
た
模
写
撲
造
の
類
、

似
せ
た
も
の
を
ひ
ど
く
息
み
嫌
う
傾
向

に
あ
る
。

そ
れ
を
究
明
す
る
と
鬼
の
首
を
捕

っ
た
よ
う
に
吹
聴
し
た
り
、

そ
れ
ら
を

収
蔵
す
る
人
を
軽
蔑
し
た
り
も
す
る
。
し
か
し
中
国
人
に
は
、

ふ
と
振
り
返
る
と
書

棚
に
は
工
義
之
も
顔
真
卿
も
、

宋
円
家
や
也
孟
順
も
、

文
徴
明
　
童
共
昌
や
郁
石

如
　
趙
之
謙
も
見
当
た
る
収
集
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、

工
義
之
の
赤
壁
賦
、

床
熙
字

典
の
高
暦
版
な
ど
に
は
ニ
ヨ
ニ
コ
と
失
実
し
、
も
し
も
噴
作
に
資
料
性
や
意
味
が
あ

る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
国
古
代
に
は
お
い
て
は
青
銅
器
の
模
造
が
あ
り
、

奈
良
朝
舶
載
の
二
義
之
書
も

揚
本
で
あ
る
。

書
画
に
し
て
も
陶
磁
器
に
し
て
も
、

贋
作
が
あ
る
か
ら
道
具
屋
と
学

者
が
飯
を
食
え
る
と
い
う
裏
話
も
あ
る
。

か
つ
て
米
国
の
楽
美
術
館
に
お
い
て
、

歴

作
を
多
く
合
む
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

世
人
は
こ
れ
を
誹
訪
し
た
が
、

主
催
者
側
は
秘
蔵
品
の
悪
Ｈ
を
言

っ
て
も
意
味
が
な
い
、　

一
度
は
す
べ
て
を
オ
ー
プ

ン
に
し
て
皆
で
研
究
し
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
平
然
と
し
て
い
た
と
い
う
。

書
学
書

道
史
学
会
に
お
い
て
真
偽
問
題
は
重
要
事
で
あ
る
が
、

先
ず
は
情
報
交
換
の
場
で
あ

っ
て
ほ
し
い
し
、

時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
真
贋
を
超
越
し
て
瞑
想
す
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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美
術
史
界
と
寄
合
書
き

名
児
耶
　
明

「高
野
切
」
ほ
か
の
例
の
よ
う
に
、

書
の
歴
史
で
確
認
で
き
る
書
写
分
担
し
て
作
品

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
、

広
く
日
本
美
術
に
共
通
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
、

美
術
史

界
で
は
、

工
芸
品
や
絵
画
作
品
で
の
共
同
作
業
、

書
で
言
う
寄
合
書
き
に
関
心
が
集

ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

明
治
以
降
西
洋
美
術
の
影
響
な
ど
か
ら
、

わ
が
国
の
江
戸

時
代
以
前
の
画
家
や
工
芸
家
を
個
々
に
活
躍
す
る

一
芸
術
家
と
し
て
見
て
い
る
た
め

に
、

過
去
の
作
品
も
す
べ
て

一
人
に
よ
っ
て
作
り
■
げ
ら
れ
て
い
る
と
錯
党
を
し
て

い
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

工
芸
品
は
も
ち
ろ
ん
、

屏
風
や
換
絵
な

ど
も
中
心
と
な
る
画
家
と
弟
子
が
参
加
し
複
数
で
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
が
国

で
は
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

紀
貫
之

（人
七
〇
？
十
九
四
五
？
）
の
筆
と
伝
わ
る

「高
野
切
」
が
、

実
際
に
は

二
人
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
は
、

書
の
世
界
で
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

仮

名
遺
品
で
は
、

こ
う
し
た
複
数
に
よ
る
苦
写
の
分
担
、

い
わ
ゆ
る
寄
合
書
き
が
ほ
か

に
も
見
ら
れ
る
。

伝
藤
原
行
成
筆

「伊
予
切
」
、

伝
西
行
筆

「山
家
心
中
集
」
、

伝
藤

原
行
成
筆

「針
切
」
、

伝
藤
原
伊
行
筆

「成
長
切
」
伝
寂
蓮
ほ
か
筆

「源
氏
物
語
絵
巻

詞
書
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

平
安
時
代
末
期
に

藤
原
行
成
か
ら
六
代
日
の
伊
行
が
自
分
の
娘
の
た
め
に
き
き
記
し
た
書
論

『夜
緯
庭

訓
抄
』
に
は
、

「法
華
経

一
部
を
人
々
あ
ま
た
に
書
か
す
る
に
、　

一
の
巻
、

人
巻
を
ば

そ
の
中
の
手
書
き
に
書
か
す
べ
し
」
と
あ
っ
て
、

『法
華
経
』
人
巻
を
大
勢
で
書
写
す

る
と
き
に
は
初
め
と
終
わ
り
の
重
要
部
分
を
そ
の
中
で
も

っ
と
も
能
書
に
書
か
す
べ

き
で
あ
る
と
書
写
分
担
に
つ
い
て
の
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。

写
雄
と
古
争

（仮
名
筆
跡
）
で
は
内
容
が
果
な
り
、

該
当
し
な
い
と
す
る
考
え

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

経
典
に
使
用
す
る
料
紙
の
装
飾
は
仮
名
筆
跡
の
料
紙
に
多
く
の

点
で
共
通
し
、
も
と
も
と
書
写
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
も
当
時
の
貴
族
に
は
教
養
の

ひ
と
つ
と
し
て
、

経
典
で
あ
ろ
う
と
仮
名
で
あ
ろ
う
と
文
字
を
書
く
こ
と
は
日
常
の

こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
し
て
複
数
で
何
か
を
清
書
す
る
と
き
の
発
想
に
道
い
は
な
く
、

ど
ん
な
場
合
も
清
書
に
は
能
書
を
重
要
視
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、

経
典
で
の
分
担
の
考
え
が
、

仮
名
の
清
書
分
担
と
も
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

「高
野
切
」
と
同
じ
く
清
書
本
で
あ
る

「伊
予
切
」
（和
漢
朗
詠
集
）

は
、

三
人
の
筆
跡
な
が
ら
、

初
め
の
二
人

（第

一
種
と
第
二
種
）
が
上
巻
の
途
中
で

交
代
し
、

下
巻
で
は
第
二
種
の
人
物
と
第
二
種
の
人
物
と
は
漢
詩
の
途
中
で
交
代
す

る
な
ど
、

不
可
解
な
分
担
で
あ
る
。

第
三
種
に
つ
い
て
は
ず

っ
と
後
の
補
写
と
す
る

の
が
大
方
の
考
え
だ
が
、

そ
れ
も
十
分
な
説
明
が
出
来
て
い
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か

く
、

分
担
が
き
わ
め
て
不
規
則
で
あ
る
。

伝
西
行
筆

「山
家
心
中
集
」
も
、

同
じ
よ

う
に
不
規
則
な
分
担
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
ち
ら
は
、
も
と
も
と
清
き
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
、

資
料
と
し
て
言
写
さ
れ
、

書
写
す
る
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
都
合
で
書

き
分
け
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
例
を
み
る
と
、

書
に
お
け
る
寄
合
書
き

に
は
、

清
書
な
ど
の
公
的
な
場
合
の
や
り
方
と
、

私
的
な
場
合
と
の
達
い
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

さ
て
最
近
、

「香
紙
切
」
や

「
一
条
摂
政
集
」
そ
れ
に
藤
原
定
家
の
道
品
ほ
か
す
で

に
知
ら
れ
た
古
筆
類
に
も
よ
り
細
や
か
な
調
査
研
究
が
な
さ
れ
、

似
た
書
瓜
な
が
ら

複
数
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
注
日
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
の
背

景
に
は
、

我
々
が

一
筆
と
教
え
ら
れ
て
い
た
作
品
に
、

か
な
り
以
前
か
ら
書
家
た
ち

が
複
数
で
は
な
い
か
と
指
摘
を
し
た
り
、

近
年
そ
れ
を
研
究
者
が
検
証
し
始
め
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、

こ
う
し
た
寄
合
書
き
の
研
究
を
、

こ
れ
か
ら
の
書
道

史
で
の
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、

美

術
史
界
に
先
ん
じ
て
日
本
の
美
術
に
お
け
る
共
同
作
業
の
解
明
に
つ
な
が
る
は
ず
で
、

そ
の
時
書
道
史
界
は
美
術
史
界
の
中
で

一
日
お
か
れ
る
存
在
に
な
る
よ
う
な
気
が
す

る
の
で
あ
る
。
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本
年
度

〓
第
１３
回
大
会
開
催
案
内

（最
終
連
絡
）

本年度の第13回書学書道史学会大会について詳細をお知 らせ します。大会は、11月15

日0か ら17日(日)までの 3日 間にわたり、京都教育大学キャンパスほかで行います。奮っ

てご参加下さい。日程並びに発表者等、要項は以下の通 りです。ご参加の申し込み等は、

同封の 「参加申込ハガキJで 10月末日までにお願いします。

【11月15日(倒】

16130～

【11月16日lEL】

〈日 程〉

理事会 (於京都ガーデンパレス/■L075‐4110111)

会場 京 都教育大学 1号 館

受付 (於1号館 C棟 入ロロビー)

総会

(第 1会場/研 究発表〉

① 「明代の法帖に関する一考察 一 明代文化史の流れの中で一」増田知之 (京都大

学大学院)

② 「楊守敬の書法論 ―その特異性と影響力について一J中村史朗 (京都市立塔南

高等学校)

(第 2会 場 (日本部会)/研 究発表〉

① 「近代における日本人のアジアでの建碑 ― 『台湾地区現存碑栂図誌』所収の碑

隔を中心に一」森岡ゆかり (会員)

④ 「藤原定家の筆跡にみる(字すがた〉と〈書のかたち〉の特質J四 方康子 (会員)

昼食休憩 「京者卜学派とその周辺遺墨資料展J参 観

〈第1会場/研 究発表〉

⑤ 「韓国の書と芸」萱のり子 (大阪教育大学)

① 「金農像をめぐってJ鈴 木洋保 (京都女子大学)

く第2会場 (日本部会)/研 究発表〉

② 「『夜鶴庭訓抄』の残した足跡J永 由徳夫 (駒場天邦中学 高 等学校)

③ 「『眺望集』『統眺望集』関連の短冊手鑑についてJ日 中之博 (MOA美 術館)

休憩

く第 1会 場/研 究発表〉

③ 「宮岡鉄斎 ― 書美の特異性―」野中浩俊 (新渇大学)

① 「唐代における書法の改変と型式化―智永 『真草千字文』をめぐってJ下 野健児

(花園大学)

① 「日本 台 湾書道交流史試論J河 内利治 (大東文化大学)

閉会

懇規会 (於藤森神社参集殿)

特別鑑賞行事 (於京都国立博物館/T L075-541‐1151)

現地集合

解説 (赤尾栄慶氏による)於 館内

作品鑑賞 (本号 5頁 「出品一覧」参照)

現地解散

9:00～

9:30～ 10

10:40～ 12

30

00

40‐▼12

12

13

15

15

17

18

10

10

11

12

00～13

40～15

40～ 15

00-15

20-17

30

00-20

【11月17日(日)】

00

30～11 :

00～12:

00
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て研究発表0レジュメ)

富
岡
鉄
斎
　
―
望
異
の
特
異
十
１
‐

野
中
　
浩
俊

幕
末
の
京
都
に
生
ま
れ
、

明
治
　
大
正
と
い
う
日
本
文
化
の
転
換
期
に
活
躍

し
た
富
岡
鉄
斎

（１
８
３
７
１
１
９
２
４
）
は
、

自
ら
は
学
匠
を
以
て
任
じ
た

が
、

櫛
年
の
長
い
生
涯
を
通
じ
て

一
万
点
を
は
る
か
に
超
え
る
と
い
わ
れ
る
書

画
を
遺
し
て
い
る
。

彼
の
書
は
、

生
前
よ
り

一
部
で
高
い
評
価
を
得
て
い
た
も
の
の
、
と
も
す
れ

ば
あ
ま
り
に
も
高
い
画
名
に
覆
わ
れ
て
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
つ
た
。

そ
こ
で
私
は
現
存
す
る
最
早
期
の
書
、

二
十

一
歳
の
筆
録
か
ら
絶
筆
に
至
る

お
よ
そ
拘
年
間
の
彼
の
書
を
通
覧
し
、

書
風
を
断
代
的
に
分
類
し
、

そ
の
来
源

を
追
い
、

併
せ
て
彼
の
学
書
法
の
特
果
性
を
論
じ
た

（
『国
際
書
学
研
究
／
２
０

０
０
し
。

と
こ
ろ
で
、

鉄
斎
が
没
し
て
酌
年
を
迎
え
る
が
、

今
日
に
お
い
て
も
京
都
の

行
中
で
は
彼
の
手
に
な
る
老
舗
の
看
板
や
、

旧
家
の
用
額
が
人
目
を
引
き
、

ま

た
、

多
く
の
愛
好
家
に
よ

っ
て
彼
の
書
画
は
大
切
に
蒐
集
愛
坑
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
関
西

一
門
に
点
在
す
る
遣
蹟
に
は
、

彼
特
有
の
碑
文
の
書
が

″全
石
の

気
″
を
放

っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
国
内
各
地
で
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

「鉄
斎
展
」
や
海
外
数
ケ
国

に
お
け
る
大
規
模
な
企
画
展
が
開
催
さ
れ
、

ま
た
多
く
の
画
集
が
発
行
さ
れ
た

結
果
、

彼
の
芸
術
に
対
す
る
評
価
は
近
年
と
み
に
高
ま
り
、

銭
斎
は
今
や
我
が

国
近
代
を
代
表
す
る
芸
術
家
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て
い
る
。

本
発
表
に
お
い
て
は
、

書
幅
　
書
額
　
巻
子
　
折
帖
　
屏
風
　
画
賛
　
書

輸
　
一扇
面
　
団
扇
　
色
紙
　
短
冊
　
題
籍
　
題
城
　
筆
録
　
箱
書
　
器
玩
　
碑

文
　
案
刻
等
、

さ
ま
ざ
ま
な
書
式
や
、

措
　
行
　
革
　
隷
　
案
　
仮
名
等
、

あ

ら
ゆ
る
書
体
に
挑
戦
し
た
鉄
斎
の
表
現
の
多
様
性
に
着
目
し
、

彼
の
芸
術
を
生

み
出
し
た
要
因
は
何
か
、

彼
の
学
問
と
芸
術
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
た
、

こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、

鉄
斎
の
書
の
特
質
を
よ
り
明
確
に
し
、

さ
ら
に
金
石
趣
味
　
文
人
精
神
を
柱
と
す
る
鉄
斎
芸
術
の
特
果
性
に
つ
い
て
言

及
し
た
い
。

∵覧

主
な
展
示
予
定
作
品
リ
ス
ト

（「
月
６
日
～
１２
月
８
日
）

〈日
中
、

書
の
名
品
〉

〈
中

国
〉

（東
晋
時
代
）

宋
拓
十
七
帖

（上
野
本
）
（当
館
蔵
）

（西
魂
時
代
）

○
苦
薩
処
胎
経

（知
恩
院
蔵
）

（惰
時
代
）

宋
拓
真
革
千
字
文

（当
館
蔵
）

（唐
時
代
）

③
真
革
千
字
文

（個
人
蔵
）

○
世
説
新
書
巻
第
六
残
巻

（当
館
蔵
）

宋
拓
曇
土
書
大
唐
三
蔵
聖
教
序
金
忍
興
Ｂ

◎
太
上
業
報
因
縁
経
巻
第
人

（当
館
蔵
）

（南
宋
時
代
）

論
語
集
註
革
稿
　
朱
烹
筆

（当
館
蔵
）

（明
時
代
）

○
陶
淵
明
　
飲
酒
二
十
首
　
文
徴
明
筆

五
律
　
王
維

「終
南
山
」
張
瑞
図
筆

〈
日

本
〉

（平
安
時
代
）

○
酒
頂
歴
名
　
空
海
筆

（神
護
寺
蔵
）

⑥
稿
本
北
山
抄
巻
第
十

（当
館
蔵
）

③
藤
原
思
通
筆
書
状
案

（当
館
蔵
）

（鎌
倉
時
代
）

◎
源
空
　
証
空
等
自
筆
消
息

（果
善
寺
蔵
）

◎
夢
記
　
明
恵
筆

（当
館
蔵
）

◎
教
行
信
証
　
親
縛
筆

（真
宗
大
谷
派
蔵
）

※
◎
は
国
宝
、

◎
は
重
要
文
化
財
。

※
確
定
リ
ス
ト
は
１１
　
１６
に
大
会
受
付
に

て
配
布
予
定
。
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《研究発表③レジュメ〉

近
代
に
お
け
る
日
本
人
の
ア
ジ
ア
で
の
建
碑

―

『台
湾
地
区
現
存
碑
幅
図
誌
』
所
収
の
碑
秘
を
中
心
に
―

森

岡
　

ゆ

か
り

こ
こ
数
年
来
、

書
道
資
料
を
活
用
し
た
晩
唐
詩
研
究
を
試
み
、

「故
宮
博
物
院
蔵

社
牧

「張
好
好
詩
」
本
文
小
考
」
翁
懐
徳
』
第
併
号
、
１
９
９
９
年
１
月
）、
「伝
小

野
道
風
筆
許
揮
詩
本
文
に
つ
い
て
」
翁
和
漢
比
較
文
学
』
第
拓
号
、
２
０
０
１
年
２

月
）
に
、

成
果
の

一
部
を
発
表
し
た
。
２
０
０
１
年
２
月
台
北
の
中
国
文
化
大
学
に

赴
任
し
、
２
０
０
２
年
度
は
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
短
期
訪
問
学
人
を
兼
ね

て
い
る
。
２
年
間
と
い
う
台
湾
で
の
長
期
研
究
の
機
会
を
得
た
た
め
、

神
田
喜

一
郎

が
教
鞭
を
と

っ
た
台
北
帝
国
大
学
の
研
究

（「台
北
帝
国
大
学
の
女
子
学
生
―
大
森

政
寿
と
山
根
敏
子
を
中
心
に
」
雲
大
学
史
研
究
』
第
１７
号
、
２
０
０
１
年
１１
月
）

や
、

台
湾
赴
任
経
験
の
あ
る
鈴
木
虎
雄
の
研
究

（「
日
本
京
都
学
派
漢
学
者
鈴
木
虎

雄
之
李
商
隠
観
」
〔中
国
李
商
隠
研
究
会
第
６
届
年
会
蟹
国
際
学
術
討
論
会
提
出
論

文
、
２
０
０
２
年
４
月
）

な
ど
文
化
交
流
に
関
わ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
研
究
を

す
す
め
て
き
た
。

本
報
告
で
は
特
に
碑
磁
に
着
目
し
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
と
す
る
。

近
代
、
日
本
が
市
国
と
し
て
版
図
を
広
げ
る
に
つ
れ
て
、

多
く
の
日
本
人
が
台
湾
、

朝
鮮
半
島
、

中
国
東
北
地
区
等
ア
ジ
ア
の
各
地
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

『台
湾
地
区

現
存
碑
硯
図
誌
』
に
は
、
日
本
統
治
時
代
に
日
本
人
が
建
立
し
た
碑
配
も
収
録
さ
れ

て
お
り
、

ア
ジ
ア
の
各
地
で
建
碑
を
行

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

日
本
人
が
建
立
し
た
碑
鵡
の
中
に
は
、

台
湾
の
阿
里
山
に
現
存
す
る

「琴
山
河
合

博
士
雄
功
碑
」
の
よ
う
に
歴
史
的
　
文
字
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。

本
碑
は

東
京
大
学
農
学
部
教
授
河
合
鍋
太
郎
を
顕
彰
し
た
も
の
で
、

碑
陽
を
西
日
幾
多
郎
が

揮
墓
し
、

碑
陰
を
鈴
木
虎
雄
が
撰
文
　
揮
亀
し
て
い
る
。

碑
の
建
立
に
は
、

市
河
米

庵
の
孫
で
、

河
合
飾
太
郎
の
娘
婿
に
あ
た
る
京
都
大
学
農
学
部
教
授
市
河
三
議
が
関

わ

っ
て
お
り
、

京
都
学
派
の
人
間
関
係
を
考
究
す
る
上
で
も
注
目
に
値
す
る
。

碑
陽

の
揮
墓
者
が
西
日
幾
多
郎
だ
と

い
う
こ
と
は
長
い
問
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
日
本
人
研

究
者
の
協
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
分
野
と
い
え
よ
う
。

近
代
に
お
い
て
日
本
人
が
ア
ジ
ア
で
建
立
し
た
碑
恥
の
調
査
の

一
助
と
し
た
い
と

考
え
、

『台
湾
地
区
現
存
碑
掘
図
誌
』
全
１６
巻
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
日
本
人
が
建

立
し
た
碑
幅
に
つ
い
調
査
分
析
を
行

っ
た
。

本
大
会
で
は
、

碑
配
の
使
用
言
語
、

形

式
、

内
容
、

揮
墓
者
、

建
碑
者
等
を
分
析
し
、

植
民
地
台
湾
で
の
日
本
人
の
建
碑
に

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
報
告
す
る
。

(研究発表④レジュメ〉

藤

原
定
家

の
筆

跡

に
み
る
「
字
す

が
た
」
と

「
書

の
か
た
ち
」
の
特
質

四
方
　
康
子

藤
原
定
家

（１
１
６
２
１
１
２
４
１
）
は
、

周
知
の
ご
と
く
、

平
安
時
代
末

期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
で
あ
り
、

古
典
学
者
で
あ
る
。

定
家
の
遣
し
た
膨
大
な
筆
跡
を
、

書
道
史
研
究
の
立
場
か
ら
み
る
と
、

後
世
、

「歌
聖
」
定
家
の
尊
重
か
ら
生
ま
れ
た

「定
家
様
」

「定
家
流
」
に
あ
ら
わ
れ
る

字
形
が
先
行
し
、

定
家
自
身
の
筆
跡
に
関
し
て
の
全
体
的
な
分
類
の
解
明
は
、

い
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。

定
家
自
身
の
筆
跡
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
、

ま
ず
、

第

一
に
、

定

家
の
筆
跡
の
中
で
、

特
に
仮
名
は
、

当
時
、

他
に
見
ら
れ
な
い
書
風
で
あ

っ
た

点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

定
家
の
生
き
た
時
代
の
書
の
特
徴
は
、

『入
木
抄
』

『才
美

抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
ま
で
の
上
代
様
仮
名
か
ら
筆
力
の
あ
る

書
風
に
転
じ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

定
家
の
書
風
は
、

特
果
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、

そ
の
書
風
は
、

建
仁
元
年

（１
２
０
１
）
定
家
が
、

初
め
て
供
奉

し
た
熊
野
御
幸
の
和
歌
会
に
お
い
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る

『熊
野
懐

紙
』
に
あ
ら
わ
れ
る
。

第
二
の
問
題
点
と
し
て
、

定
家
自
筆
と
さ
れ
る
生
涯
に
お
け
る
筆
跡
を
、
日

的
別
に
分
類
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、

共
通
の
筆
跡
特
徴
が
み
ら
れ
、

さ
ら
に
、

刻
意
　
卒
意
の
意
識
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
風
に
、

年
齢
的
な
変

化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、

が
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
発
表
で
は
、

第

一　

第
二
の
問
題
点
を
、

『熊
野
懐
紙
』
を
中
心
に
、

文
字
構
成
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
検
討
す
る
。

第
三
の
問
題
点
は
、

目
的
別
に
分
類
し
た
筆
跡
を
分
析
し
、

「
字
す
が
た
」
、

「書
の
か
た
ち
」
か
ら
検
討
し
、

定
家
の
筆
跡
特
質
を
考
察
す
る
試
案
と
し
た
い
。
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『夜
鶴
庭
訓
抄
』

の
残
し
た
足
跡

永
由
　
徳
夫

世
尊
寺
家
六
代
日
、

藤
原
伊
行

（？
１
１
１
７
５
）
の
著
し
た

『夜
鶴
庭
訓

抄
』
（１
１
７
０
年
頃
成
立
）
は
、

本
邦
書
論
の
晴
矢
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
濫
腸
期
の
書
論
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、

『夜
鶴
庭
訓
抄
』
に
は
相
応

の
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、

巻
末
の

一
条
に
お
い
て
時
の

能
書
家
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
、

書
の
優
劣
を
品
題
す
る
、

所
調

〈書
品
〉

の
意
識
の
萌
芽
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、

特
筆
に
価
す
る
。

今
回
は
、

『夜
鶴
庭
訓
抄
』
の
巻
末
に
お
い
て
能
書

一
覧
を
列
挙
す
る
こ
と
に
、

伊
行
の
い
か
な
る
意
識
が
介
在
す
る
の
か
、

探
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
れ
ま
で

私
は
、

『夜
鶴
庭
訓
抄
』
研
究
に
お
い
て
、

専
ら

『群
書
類
従
』
所
収
本
が
底
本

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、　

一
つ
の
問
題
意
識
を
有
し
、

機
会
を

得
て
は
指
摘
し
て
き
た
。

即
ち
、

近
世
流
布
本
で
あ
る

『群
書
類
従
』
所
収
本

に
よ
っ
て
中
古
　
中
世
の
書
芸
術
観
を
論
ず
る
な
ら
ば
、

必
ず
や
時
代
的
配
紙

を
生
ず
る
に
違
い
な
い
と
い
う
危
慎
で
あ
る
。

就
中
、

こ
の
問
題
が
最
も
顕
著

と
な
る
の
は
、

能
書

一
覧
に
該
当
す
る
項
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、

後
人
に
よ

っ
て
能
書
家
の
付
加
が
為
さ
れ
た
が
た
め
に
、

『夜
鶴
庭
訓
抄
』
の
本
来
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
は
ず
の
姿
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

従
前
の

『夜
鶴
庭
訓
抄
』

研
究
は
、

伝
本
の
精
縦
な
る
校
合
は
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
、

後
人
に
よ
っ
て
加
筆
さ

れ
た
能
書
家
を
含
め
た
形
の

一
書
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ

の
た
び
、

後
世
食
入
の
能
書

一
覧
を
整
理
し
た
上
で
、

伊
行
の
期
す
る
所
の
美

意
識
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
後
続
書
論
に
影
響
を
与
え
、

ま
た
、

そ
れ
ら
の
基

盤
た
り
え
た
か
を
些
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

《研究発表①レジュメ》

『眺
望
集
』

『続
眺
望
集
』
関
連
の
短
冊
手
鑑
に

つ
い
て

田
中
　
之
博

江
戸
時
代
末
の
古
筆
お
よ
び
短
冊
蒐
集
家
と
し
て
知
ら
れ
る
浦
井
有
国

（１
７
８

０
１
１
８
５
８
）
は
、
白
ら
克
集
し
た
短
冊
を
原
寸
通
り
に
双
釣
し
た
模
刻
本

『眺

望
条
』
（文
政
八
年
刊
）、
『続
眺
望
集
」
（弘
化
四
年
刊
）
を
出
版
し
た
。

本
著
は
国

文
字
及
び
書
道
史
に
お
け
る
好
資
料
と
し
て
今
日
ま
で
研
究
に
資
さ
れ
て
き
た
。

有
国
が
斑
集
し
た
短
冊
約
３
、
０
０
０
枚
は
、

永

い
問
、

平
瀬
家
か
ら
流
出
し
た

後
、

行
方
知
れ
ず
と
な

っ
て
い
た
が
、

近
年
、　

一
部
研
究
者
の
関
で
有
囲
架
威
に
か

か
る
も
の
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
短
冊
手
鑑
二
帖

（以
下
、

束
博
本
）
の

存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。

今
回
そ
れ
に
加
え
て
、

Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
短

冊
約
２
、
３
０
０
枚
を
収
め
た
短
冊
手
鑑
二
十
四
帖

（以
下
、

Ｍ
美
本
）
も
、

調
査

の
結
果
、

有
囲
架
蔵
の
も
の
と
推
定
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

束
博
本
は
光
格
天
皇
の
叡
覧
に
供
さ
れ
た
短
冊
手
鑑
で
あ
り
、

『眺
望
集
』
『続
眺

望
集
』
の
前
身
と
も
い
え
る
も
の
で
、

そ
の
原
短
冊
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

文
化
十

三
年
の
古
筆
了
意
に
よ
る
極
め
及
び
文
政
八
年
の
古
筆
了
伴
に
よ
る
極
め
を
含
む

「目
録
極
め
」
が
付
属
し
て
い
る
。

『眺
望
集
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
文
政
八
年
で
、

了
伴
が
束
博
本
を
鑑
定
し
た
年
で
あ
る
。

『眺
望
条
』

の
編
第
に
は
、

そ
の
城
文
を

記
し
た
古
筆
了
意
と
と
も
に
、

了
伴
も
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

Ｍ
美
本
は
、

二
十
四
帖
を
も

っ
て

一
つ
の
配
列
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
調
製
さ
れ
た
膨

大
な
手
銘
で
、

平
瀬
家
旧
蔵
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

各
短
冊
に
は
極
れ
が
貼

ら
れ
、

そ
の
大
半
が
古
筆
了
意
、

了
伴
の
も
の
で
あ
る
。

束
博
本
と
同
様
に

『眺
望

集
』
『続
眺
望
集
」
の
原
短
冊
を
多
く
合
ん
で
い
る
。

束
博
本
に
叫
枚
、

Ｍ
美
本
に

備
枚
が
確
認
で
き
、

両
手
鑑
を
併
せ
て
棋
刻
本
の
約
的
％
以
上
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

今
日
ま
で

『眺
望
集
』
『続
眺
望
集
』
は
、

同
名
の
短
冊
手
鑑
が
実
際

に
存
在
し
、

そ
れ
を
棋
刻
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

東
博
本
が
、

『眺
望
集
』
『続
眺
望
集
」
の
板
行
以
前
に
調
製
さ
れ
、

今
日
ま
で
そ
の
原
型
を
保

っ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

そ
の
考
え
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

本
発
表
で
は
、

『眺
望
集
』
『続
眺
望
集
』
に
焦
点
を
あ
て
、

Ｍ
美
本
に
つ
い
て
網

介
し
た
い
。
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明
代
の
法
帖
に
関
す
る

一
考
察

―
明
代
文
化
史
の
流
れ
の
中
で
―

増
田
　
知
之

こ
れ
ま
で
、

法
帖

（
こ
こ
で
は
特
に
明
代
の
法
帖
）
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

常
に
書
法
史
の
文
脈
の
中
で
し
か
語
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

明
代
の
法
帖
は
、

淳
化
閣
帖
に
関
係
す
る
も
の
と
、

民
間
の
収

蔵
家
ら
が
刻
し
た
も
の
と
の
、

大
き
く
二
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

二
つ
の
流
れ
は
、

す
で
に
中
田
勇
次
郎
氏
が
そ
の
詳
細
な
研
究

令
明
代
の
法
帖
じ

の
中
で
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
が
、

法
帖
そ
れ
自
体
の
研
究
―
誤
解
を
恐
れ
ず

に
言
え
ば
、

書
法
史
の
枠
組
み
の
中
で
の
議
論
―
に
止
ま

っ
て
い
る
と
い
う
印

象
を
拭
い
き
れ
な
い
。

そ
こ
で
、

今
発
表
で
は
、

当
時
の
社
会
状
況
や
、

そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

様
々
な
文
化
的
事
象
―
も
ち
ろ
ん
、

法
帖
も
そ
の
中
の

一
つ
で
あ
る
の
だ
が
―

に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、

中
田
氏
の
上
の
二
つ
の
枠
組
み
を
発
展

（も
し
く

は
変
化
）
さ
せ
る
形
で
、

よ
り
広
い
視
野
の
中
で
明
代
の
法
帖
に
つ
い
て
考
察

し
て
ゆ
き
た
い
。

(研究発頚0レジュメ)

楊
守
敬
の
書
法
論

―
そ
の
特
果
性
と
影
響
力
に
つ
い
て
―

中
村
　
史
朗

明
治

一
三
年
、

楊
守
敬
の
来
日
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
新
知
見
が
も
た
ら
さ

れ
、
日
本
の
書
の
近
代
化
が
始
ま

っ
た
と
す
る
見
方
が

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。

楊
守
敬
が
も
た
ら
し
た
大
量
の
碑
版
法
帖
、

あ
る
い
は
楊
守
破
か
ら
直
接
に
得

た
先
端
の
書
学
知
識
が
大
き
な
刺
激
と
な
り
、

当
時
の
日
本
の
書
に
新
た
な
潮

流
が
生
じ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、

こ
れ
ま
で
に
楊
守
歌
の
書
法
観
、

実
作
理
論
に
焦
点
を
当
て
た
議
論

が
少
な
か

っ
た
た
め
、

実
際
に
日
本
人
書
家
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

か
判
然
と
し
な
い
面
が
あ

っ
た
。

伝
え
ら
れ
る
書
議
、

題
政
　
筆
談
類
、

作
品

等
を
通
し
て
楊
守
敬
の
書
に
対
す
る
思
考
を
探

っ
て
み
る
と
、

そ
れ
は
か
な
り

独
自
性
が
強
く
特
異
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

多
く
の
日
本
人
書
家
が

楊
守
敬
と
接
し
た
が
、

全
面
的
に

「楊
氏
書
学
」
を
受
け
入
れ
た
例
は
む
し
ろ

少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
六
朝
書
に
よ
る
表
現
の
拡
充

を
考
え
る
場
合
も
、

楊
守
敬
来
日
の
他
に
多
様
な
要
素
が
関
係
し
当
時
の
状
況

が
成
り
立

っ
て
い
た
こ
と
を
再
度
確
認
す
べ
き
だ
ろ
う
。

今
回
の
発
表
に
お
い
て
は
、

楊
守
敬
の
古
碑
帖
の
書
法

へ
の
視
点
、

制
作
に

当
た

っ
て
の
技
法
諭
等
を
整
理
し
、

そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
さ

ら
に
楊
守
故
と
日
本
人
書
家
と
の
交
流
の
内
容
を
検
討
し
、

楊
氏
書
法
論
の
影

響
範
囲
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
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韓
国

の
書
と
藝

と旦
　
の
り
子

大
き
な
軸
で
見
た
場
合
、
日
本
に
お
い
て
書
は
、

常
に
中
国
の
書
と
の
関
係
で
捉

え
ら
れ
て
き
た
。

真
名
と
仮
名
、

唐
様
と
和
様
と

い
っ
た
文
字
や
書
の
様
式
上
の
対

概
念
の
み
な
ら
ず
、

漢
字
書
法
と
仮
名
警
法
と
い
う
現
今
の
書
芸
分
野
の
呼
称
に
も

こ
の
尺
度
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

漢
字
を
受
容
し
て
は
じ
め
て
日
本
の
書
が
形
成
さ

れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、

当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

漢
字
は
ど
の
よ
う
に

し
て
日
本
語
を
書
き
表
す
文
字
と
な
り
、
日
本
の
書
の
ベ
ー
ス
を
つ
く
つ
て
き
た
の

か
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
未
だ
不
明
の
事
柄
が
多

い
。

近
年
多
数
出
上
し
て
い
る
日
本
の
木
簡
や
墨
書
土
器
は
、

こ
の
方
面
に
新
た
な
資

料
を
提
供
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
解
読
を
通
し
て
、
日
本

に
お
け
る
漢
字
の
受
容
や
漢
字
か
ら
仮
名
文
字
成
立

へ
の
道
筋
に
別
の
視
点
を
投
じ

る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。

朝
鮮
半
島
と
の
外
交
、

お
よ
び
朝
鮮
半
島
で
の
文
字
や
書

の
成
立
と
形
成
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
日
本
の
言
語
や
文
字
を
考
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
き
な
課
題
に
対
し
て
は
、

古
代
史
、

考
古
学
、

国
語
学
、

文

学
、

文
字
学
、

書
学
、

な
ど
の
見
地
か
ら
の
総
合
的
検
証
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

今
後
ど
の
よ
う
な
研
究
上
の
意
義
が
予
測
さ
れ
る
か
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
必
要

と
な
ろ
う
。

文
字
や
書
に
対
し
て
は
た
ら
い
た
美
的
な
感
性
を
、

諸
分
野
の
問
題
意

識
と
の
関
係
の
中
で
み
て
い
く
こ
と
は
、

文
字
の
成
立
と
変
遷
、

現
今
の
書
表
現
に

お
け
る
伝
統
を
再
考
す
る
上
で
意
義
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。

本
発
表
は
、

韓
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
文
字
に
対
す
る
考
え
の

一
端
と
現
今
の
芸

術
活
動
と
し
て
の
書
を
紹
介
し
、

そ
れ
ら
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本

の
書
に
お
け
る

一
つ
の
課
題
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

韓
国
は
漢
字
文

化
を
有
す
る
と
い
う
点
で
書
法
文
化
成
立
の
内
に
あ
り
、

漢
話
を
自
国
語
と
し
な
い

と
い
う
と
点
で
漢
字
文
化
と
の
距
離
を
も
つ
。

漢
字
に
対
し
て
の
こ
の
位
置
は
、
日
本

の
書
と
共
通
し
て
い
る
。

そ
の
関
係
や
共
通
性
を
捉
え
る
こ
と
は
、

中
国
文
化
と
い

う
共
通
の
基
盤
を
認
識
す
る
こ
と
、

そ
の
中
で
各
々
の
民
族
の
独
自
性
を
理
解
す
る

と
い
う
考
え
、

す
な
わ
ち

「東
ア
ジ
ア
」
文
化
の
再
考
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

《研究発痢Эレジュメ)

金
農
像
を
め
ぐ

っ
て

鈴
木
　
洋
保

金
農
が
好
ん
で
自
画
像
を
描
き
、

友
人
や
弟
子
に
送
っ
た
こ
と
は
、

「冬
心
先

生
自
写
真
題
記
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、

そ
の
内
、

丁
敬
に
贈
っ
た
も
の
が
現
存

す
る
。
自
画
像
以
外
で
は
、

弟
子
羅
聘
の
画
い
た
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
も
現
存

す
る
。

そ
の
他
、

更
守心
先
生
集
」
と
そ
の
続
集
に
刻
入
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ

２つ
。一

般
に
、
自
分
の
肖
像
を
人
に
贈
る
と
い
う
行
為
は
、

愛
情
な
り
友
情
な
り

に
よ
る
の
で
あ
り
、

金
農
の
場
合
で
も
そ
の
点
、

例
外
で
は
な
い
。

た
だ
彼
の

場
合
、

図
像
的
に
も
そ
の
題
記
の
表
現
に
お
い
て
も
、

独
特
の
色
彩
を
帯
び
て

お
り
、

そ
れ
は
、

羅
聘
の
金
農
像
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

本
発
表
で
は
、

特
に
、
自
画
像
と
羅
騨
の
画
い
た
も
の
を
中
心
に
、

そ
の
図

像
学
的
意
味
や
そ
の
背
景
と
い
っ
た
も
の
を
再
検
討
し
た
い
。
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《研究発表①レジュメ》

唐
代
に
お
け
る
書
法
の
改
変
と
型
式
化

―
智
永

「真
草
千
字
文
」
を
め
ぐ

っ
て
―

下
野
　
健
児

周
知
の
と
お
り
、

唐
の
大
宗
の
工
義
之
崇
拝
は
、

以
後
の
書
法
史
に
多
大
な
影

響
を
与
え
た
。

大
宗
は
義
之
作
品
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、

欧
陽
詢
、

疾
世

南
、

措
遂
良
ら
に
義
之
書
の
臨
本
を
、

楊
書
人
に
写
本
を
作
ら
せ
た
。

太
宗
は
こ

れ
ら
を
用
い
て
、

積
極
的
に
王
議
之
書
法
の
普
及
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、

こ
の
時
期
は
今
日
精
書
学
習
の
古
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
、

「九
成
宮
鴎
泉
銘
」

「孔
子
廟
堂
碑
」
「雁
塔
聖
教
序
」
な
ど
が
、

欧
陽
詢
、

虞
世
南
、

緒
遂
良
ら
に
よ

っ
て
書
作
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

太
宗
の
指
導
の
も
と
に
、

数
多
く
の
王
義

之
作
品
の
中
か
ら
、

時
代
の
好
み
に
あ

っ
た
作
品
が

「義
之
真
蹟
」
と
し
て
認
定

さ
れ
、

臨
書
さ
れ
る
。

そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
、

太
宗
を
は
じ
め
と
す
る
初
唐
の

人
々
の
美
的
感
覚
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
。

以
降
、

唐
を
通
じ
て
王
義

之
書
法
は
、

優
美
な
書
、

学
ぶ
べ
き
型
と
し
て
、

時
代
の
好
み
を
反
映
し
、

整
理

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

本
発
表
で
は
、

粘
書
体
に
限
定
し
て
、

唐
以
前
の
書
法
が
唐
代
を
通
じ
て
ど
の

よ
う
に
改
変
さ
れ
た
か
、

何
技
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
か
の

一
例
を
、

略
の
智
永
筆

「真
車
千
字
文
」
墨
跡
本
、

お
よ
び
墨
拓
本

（関
中
本
）
と
の
比
較

を
通
し
て
考
察
す
る
。

墨
跡
本
は
、

唐
人
の
臨
本
と
い
う
説
も
あ
る
が
、

唐
以
前

の
古
法
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

す
で
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

関

中
本
は
北
宋
期
の
刻
で
あ
る
が
、

そ
の
原
本
は
墨
跡
本
を
も
と
と
し
た
唐
代
の
臨

本
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

文
字
の
結
体
は
墨
跡
本
と
共
通
し
た
感
覚
が
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、

転
折
部
分
や
収
筆
な
ど
に
は
墨
跡
本
と
は
異
な
っ
た
処
理
が
な

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
簡
潔
な
筆
法
は
、

古
法
の
複
雑
な
要
素
を
取
り
払
い
、

学
ぶ
べ
き
型
と
し
て
定
着
し
て
い
く
過
程
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

今

日
、

二
義
之
の
小
糖
書
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
墨
拓
諸
本
に
は
、

こ
の
墨
拓
本
に

共
通
す
る
感
覚
が
認
め
ら
れ
、

唐
宋
以
降
、

こ
の
よ
う
な
表
現
が
型
式
化
し
た
糖

書
法
の
中
心
と
な
る
。

唐
代
に
生
ま
れ
た
型
の
書
法
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
た
の
か
、

そ
の
原
理
と
範
囲
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

工
義
之
の
書
を
考
え
る

の
み
な
ら
ず
、

書
法
そ
の
も
の
の
展
開
を
考
察
す
る
？ヽ
え
で
極
め
て
重
要
な
視
点

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

《研究発表Oレ ジュメ)

日
本

・
台
湾
書
道
交
流
史
試
論

河
内
　
利
治

台
湾
書
道
の
歴
史
は
、

以
下
の
よ
う
に
時
代
区
分
さ
れ
る
。

第
１
期

一
明
鄭
成
功
時
期

（１
６
６
１
～
１
６
８
７
）

第
２
期

¨
清
朝
収
復
時
期

（１
６
８
７
～
１
８
２
３
）

第
３
期

”
清
朝
興
学
時
期

（１
８
２
３
～
１
８
９
５
）

第
４
期

”
日
本
占
拠
時
期

（１
８
９
５
～
１
９
４
５
）

第
５
期

一
民
国
光
復
時
期

（１
９
４
５
～
１
９
４
９
）

第
６
期

一
大
陸
渡
来
時
期

（１
９
４
９
～
１
９
７
６
）

第
７
期

”
台
籍
活
動
時
期

（１
９
７
６
～
１
９
８
９
）

第
８
期

い
両
岸
交
流
時
期

（１
９
８
９
～
現
在
）

周
知
の
通
り
、

明
治
牙
年

（光
緒
２‐
）
「下
関
条
約
」
締
結
後
、

第
二
次
世
界
大
戦
終
結

の
昭
和
郷
年

（民
国
弘
）
ま
で
の
印
年
間
、

台
湾
は
日
本
の
統
治
下
に
お
か
れ
た
。

こ
の

間
、

台
湾
は
日
本
文
化
教
育
の
侵
蝕
を
受
け
た
が
、
ど
の
よ
う
な
形
式
と
内
容
で
日
本
の

書
道
文
化
が
台
湾
に
影
響
を
及
ほ
し
た
か
と
い
う
実
態
に
対
し
て
、

現
代
日
本
で
は
殆
ど

歴
史
的
認
識
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

戦
後
、
日
台
書
道
交
流
は
第
６
期
頃
ま
で
続
く
が
、
１
９
７
２
年
９
月
郷
日
、
日
中
国

交
正
常
化
と
同
時
に
日
台
国
究
は
断
絶
し
、

以
降
今
日
ま
で
の
卸
年
間
、

二
者
の
書
道
交

流
は
家
々
た
る
も
の
と
な

っ
た
。

政
治
上
の
問
題
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
が
、

文
化
交
流
史
的
側
面
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

現
代
は
、

中
国
と
台
湾
と
の
海
峡
両
岸
文
化
の
交
流
が
大
き
く
進
展
し
、

中
国
書
法
と

台
湾
書
道
が
相
互
に
影
響
を
与
え

つ
つ
あ
る
。

今
後
、

台
湾
書
道
が
そ
の
方
向
性
を
模
索

す
る
中
で
、

中
国
書
法
お
よ
び
日
本
書
道
を
見
据
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

あ
る
。

よ
っ
て
本
発
表
で
は
、
ま
す
第
４
期
の
台
湾
に
お
け
る
書
道

（絵
画
を
合
む
）
に
関
す

る
活
動
や
事
項
に
焦
点
を
当
て
、

つ
い
で
第
６
期
の
台
湾
人
と
日
本
書
道
と
の
交
流
を
考

察
し
、

最
後
に
日
本
　
中
国
　
台
湾
　
韓
国
等
の
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
国
際
レ
ベ
ル
で

の
現
代
書
芸
術
文
化
交
流
と
い
う
視
点
に
立

っ
て
、

そ
の
将
来
像
を
模
索
し
て
み
た
い
。

こ
の
日
台
の
歴
史
的
交
流
状
況
の
整
理
と
検
証
を
通
じ
て
、

延
い
て
は
明
治
末
期
か
ら

昭
和
期
に
か
け
て
の
日
本
書
道
文
化
を
を
察
す
る

一
助
に
し
た
い
と
考
え
る
。
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八
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、

中
国
南
京
鳳
凰
台
飯
店

六
楼
会
議
大
購
に
お
い
て
、

穴
六
朝
書
法
国
際
学
術
研
討
会
》
蟹

《第
五
届
中
国
書
法
史
論
国
際
研
討
会
と

が
挙
行
さ
れ
、

楊
仁
性

先
生

（遠
寧
省
博
物
館
研
究
員
）、
今
井
凌
雪
先
生

（筑
波
大
学
名

誉
教
授
）
を
は
じ
め
と
す
る
、

研
究
者
な
ら
び
に
書
法
家
の
総
勢

約
九
〇
名
が
参
加
し
た
。
中
国
、
日
本
、

香
港
、
ア
メ
リ
カ
等
の

国
と
地
域
か
ら
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

本
会
は
、

第

一
回
北
京

（
一
九
九
四
年
）、
第
二
回
沈
陽

（
一
九

九
六
年
）、
第
二
回
マ
カ
オ

（
一
九
九
八
年
）
に
続
く
、

書
学
書
道

史
学
会
主
催
の
第
四
回
東
京
大
会

（二
〇
〇
〇
年
）
を
受
け
て
の

開
催
で
あ
る
。

今
回
の
大
会
は
、

本
学
会
か
ら
の
参
加
者
が
少
な
く
、

役
員
と

し
て
は
筆
者
の
み
が
参
加
し
た
。

学
会
事
務
局
か
ら
執
筆
依
頼
を

受
け
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
一
端
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
た

だ
し
、

筆
者
自
身
は
別
の
訪
中
業
務
と
重
な
り
、

初
日
二
十
三
日

午
前
中
の
開
幕
式
、

写
真
撮
影
の
み
出
席
し
、

以
後
の
研
究
発
表
、

分
科
会
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ら
び
に
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
等
に

参
加
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

研
討
会
の
全
貌
を
詳
細
に
は
報

告
で
き
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
そ
の
点
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

な
お
第
六
回

（二
〇
〇
四
年
）
の
開
催
地
は
未
定
で
あ
る
。

（候
補

地
と
し
て
は
香
港
が
挙
が
っ
て
い
た
）

２

「第
五
届
中
国
書
法
史
論
国
際
研
討
会
日
程
表
」
に
基
づ
き
主
な

内
容
を
記
す
。

出
土
墓
誌
対
王
謝
大
淡
伝
世
字
譜
的
補
正

③
二
十
三
日

（
一
日
目
）

九
〇
〇
～

一
〇
〇
〇

一
〇
〇
〇
～

一
〇
四
五

一
〇
四
五
～

一
一
四
五

協
会
主
席
尉
天
池
）

１
揚
仁
憎
　
　
《万
歳
通
天
帖
》

２
徐
利
明
　
　
王
義
之

《闘
享
序
帖
》
書
法
面
目
考
球

四
三
〇
～

一
七
四
〇
　
研
究
発
表

３

『第
五
届
中
国
書
法
史
論
国
際
研
討
会
論
文
集
」
に
は
五
十
四
備

の
収
録
論
文
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で
日
本
人

執
筆
者
の
題
日
の
み
を
記
録
に
と
ど
め
る
。

＊
荒
金
大
琳

（別
府
大
学
教
授
）
「工
議
之
人
物
考
―
―
牧
為
医
薬

養
生
的
普
悩
与
書
聖
」

＊
河
内
利
治

（大
東
文
化
大
学
助
教
授
）
「劉
熙
載

《書
品
諭
》
―

―

″力
″
、　
ク気

″
字
術
語
的
探
討
」

な
お

『第
五
届
中
国
書
法
史
論
国
際
研
討
会
論
文
集
』
の
巻
頭

に
は
、

「啓
功
先
生
題
詞
」
、

六
朝
墓
誌
の

「彩
色
図
版
」
十
三
業

と

「黒
白
図
版
」
二
十
三
業
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

資
料
的
価
値

が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
図
版
名
称
を
列
記
し
て
お
く
。

「彩
色
図
版
」

①
謝
鰻
墓
誌
原
石
　
②
工
果
之
墓
誌
原
石

（正
　
背
）
　

⑤
顔

議
婦
劉
氏
墓
誌
原
石
　
④
王
田
之
墓
誌
原
石

（正
　
背
）
　

⑤

王
丹
虎
墓
誌
原
石
　
①
夏
金
虎
墓
誌
原
石
　
②
宋
乞
墓
講
原
石

（１
～
３
）

①
明
曇
悟
墓
誌
原
石
　
①
蒜
融
墓
誌
原
石
　
①
二

慕
盟
墓
誌
原
石

「黒
白
図
版
」

一
、

謝
規
墓
誌
　
一
一、
王
興
之
墓
誌

（正
　
背
）
　

一二
、

温
崎

墓
誌
　
四
、

主
康
之
墓
誌
　
五
、

主
康
之
妻
何
氏
墓
講
　
ユハ
、

顔
謙
婦
劉
氏
墓
誌
　
七
、

夏
金
虎
墓
誌
　
人
、

劉
剋
墓
誌

（正
　
背
）
　

九
、

李
絹
墓
誌
　
一
〇
、

李
募
基
誌
　
一
一
、

李

募
墓
誌
　
一
一
一、
李
募
妻
武
氏
墓
誌
　
一
〓
一、
工
関
之
墓
誌
原

石

（正
　
背
）
　

一
四
、

工
丹
虎
墓
講

　
一
五
、

高
桜
墓
講

一
六
、

高
桜
妻
謝
氏
墓
誌
　
一
ｔ
、

三
合
之
墓
誌
　
一
八
、

劉

媚
之
墓
誌

（石
誌
）
　

一
九
、

劉
婦
之
墓
詰

（薦
誌
）
　

一
一〇
、

工
建
之
墓
話

（正
　
背
）
　

一
一
一
、

謝
球
墓
誌
　
一
二
一、
王
徳

光
墓
誌
　
一
〓
二
、

謝
琉
墓
誌

（１
～
６
）
　

一
一四
、

明
曇
幡
墓

誌

（全
部
　
局
部
）
　

一
一五
、

黄
天
墓
誌
　
一
三
ハ
、

奈
沐
墓
誌

二
七
、

袋
宝
子
基
誌
　
一
一人
、

棋
楊
陽
神
道
脳
　
一
一九
、

日
弘

造
塔
柱
発
願
文
　
一二
〇
、

温
渠
安
周
造
槻
寺
碑

３
王
工
池

４
黄
　
簡

５
華
国
栄

６
河
内
利
治

７
庄
天
明

８
李
昌
集

大
会
開
幕
式

（司
会
―
文
物
出
版
社

社
長
蘇
士
湖
）

大
会
代
表
写
真
撮
影

研
究
発
表

（司
会
―
江
蘇
省
書
法
家

重
談

《聞
亭
序
》

南
京
出
土
六
朝
墓
誌
綜
述

劉
熙
載

〈書
品
論
〉
―

″力
″
″気

″
字

術
語
的
探
討

骨
顕
的
書
聖

中
国
早
期

″書
″
之
名
義
論
的
人
文
学
理

解
―
―
上
古
至
六
朝
書
法
観
念
大
文
内
涵

的
変
遷

二
〇
〇
〇
～
三
二
〇
〇
　
南
京
市
博
物
館
に
て
《六
朝
風
来
展
》

《六
朝
墓
誌
展
》
参
観

◎
二
十
四
日

（二
日
目
）

人

一
五
～

一
〇
〇
〇
　
南
京
博
物
院
に
て

《
六
朝
芸
術
展
〉

《市
代
銘
刻
書
法
展
》
参
観

一
〇
〇
〇
～

一
一
三
〇
　
南
京
障
物
院
現
代
芸
術
館
に
て

《日

本
今
井
凌
雪
蟹
雪
心
会
会
員
書
法
作

品
展
》
開
幕
式
参
加
と
参
観

一
二
〇
〇
～

一
四
〇
〇
　
南
京
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
に
て
同
右
展

覧
会
祝
賀
宴
参
加

一
四
三
〇
～

一
七
〓
Ｏ
　
分
科
会
形
式
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ

ン

第

一
分
科
会
―
貌
晋
書
風
と
二
王
書
法

（責
任
者
―
南
京

芸
術
学
院
教
授
徐
利
明
）

第
二
分
科
会
―
六
朝
碑
誌
写
経

（責
任
者
―
南
京
博
物
院

衰
道
俊
）

第
三
分
科
会
十
六
朝
書
法
史
略

（責
任
者
―
江
蘇
省
書
法

家
協
会
副
主
席
言
恭
達
）

二
〇
Ｏ
Ｏ
～
二
二
〇
〇
　
禅
墓
会

◎
二
十
五
日

（二
日
目
）

八
〇
〇
～

一
一
三
〇
　
求
雨
山
文
化
国
参
観

一
四

一
五
～

一
七
三
〇

「棲
霞
南
朝
石
刻
明
徴

君 棲
碑 復

稼 書
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敦
建
写
経
を
と
り
ま
く
状
況
　
赤
尾
栄
慶

こ
こ
数
年
は
、

敦
違
写
経
の
書
誌
学
的
研

究
を
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
調
査
と
鑑
識
眼

の
ト
レ
ー
エ
ン
グ
を
兼
ね
て
、

大
英
図
書
館

や
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
も
た
び
た
び
出

張
し
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
、

当
館
所

蔵
の
敦
坦
写
経
を
は
じ
め
と
し
て
国
内
に
所

在
す
る
敦
燈
写
経
の
か
な
り
が
偽
写
本
で
あ

る
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

中
国
に
所
成
さ
れ

る
致
燈
写
経
も
同
じ
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま

す
。

仏
教
学
な
ど
の
内
容
的
研
究
は
ひ
と
ま

ず
措
く
と
し
て
も
、

こ
と
に
書
道
史
の
分
野

か
ら
敦
燈
写
経
な
ど
を
取
り
扱
う
場
合
に
は

か
な
り
の
注
意
が
必
要
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

近
代
中
国
と

「美
術
」
　

　

菅
野
智
明

中
国
で

「美
術
」
の
語
が
使
わ
れ
出
し
た

の
は

い
つ
頃
か
ら
か
。

陳
振
練
氏
の
近
著

『近
代
中
同
絵
画
交
流
史
比
較
研
究
』
第
二

章
　
第

一
節
に
よ
れ
ば
、　

一
九

一
〇

（宣
統

二
）
年
の
南
洋
勧
業
会
を
晴
矢
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
拙
稿

「
劉
師
培
論
書
私
考
」

全
国
際
書
学
研
究
／
二
〇
〇
〇
ラ

の
と
お

り
、　

一
九
〇
七

（光
緒
三
三
）
年
の
、

『回

粋
字
報
』
に
お
け
る
博
物
篇
　
美
術
篇
の
創

設
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
だ
。

包
遵
彰
氏

『中
国
博
物
館
史
』
（縄
田
武
良
氏

〔中
国
近

代
美
術
大
事
年
表
』
引
）
に
よ
れ
ば
、　

一
九

〇
五
年
、

南
通
博
物
充
に

「美
術
」
部
が
あ

っ
た
。
こ
の
語
が
日
本
か
ら
の
輸
入
だ
と
す

れ
ば
、

更
に
前
三
十
年
は
精
査
す
る
必
要
が

あ
る
。

中
国
古
典
害
法
の
新
展
開
　
森
上
洋
光

東
京
国
立
博
物
館
の
常
設
展
示

（第
二
十

主
）
で
、

画
期
的
な
展
示
が
行
わ
れ
た
。

奈

良
か
ら
江
戸
時
代
の
名
筆
と
と
も
に
、

現
代

の
作
家
で
あ
る
青
山
杉
雨
氏

（
一
九

一
二
～

一
九
九
三
）
の

「市
詩
十
九
首
其
二
　
其
四
」

（昭
和
五
十
七
年
作
）
が
展
示
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
鮒
に
青
山
家
か
ら
寄

贈
さ
れ
た

「偉
山
筆

『草
書
五
言
絶
句
四
首

四
屏
と

を
行
佛
と
さ
せ
る
雄
揮
な
筆
致
で
、

青
山
氏
の
言
う

「書
に
於
け
る
ロ
マ
ン
チ
ズ

じ
ま

っ
た
。
ま
た
ち
ょ
う
ど
平
成
十
五
年
よ

り
書
の
鑑
賞
教
育
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
も
視

野
に
入
れ
て
い
る
。

学
芸
員
と
し
て
は
、

ま

ず
は
不
朽
の
名
筆
を
じ

っ
く
り
と
鑑
賞
す
る

機
会
を
ご
用
意
す
べ
き
、
と
い
う
私
的
信
念

が
強
い
。

博
物
館
　
美
術
館
に
と

っ
て
、

現

行

の
ゆ
と
り
教
育
や
教
育
視
野
の
拡
大
は
、

追
い
風
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。
し
か

し
、

い
く

つ
か
の
高
校
の
現
場
に
赴
い
て
み

る
と
、

皆
、

戸
惑
い
を
隠
せ
な
い
様
■
で
あ

っ
た
。
ま
ず
は
先
生
が
お
手
本
を
示
す
時
が

き
た
。

秦

「書
同
文
字
」
以
後
　
　
矢
野
千
載

先
日

『張
家
山
漢
墓
竹
簡
宍
文
物
出
版
社
）

が
漸
く
手
元
に
届
い
た
。

そ
れ
を
気
に
し
て

い
た
の
は
、

睡
虎
地
秦
簡
に
見
ら
れ
る
所
謂

「
ひ
ら
筆
」
で
き
か
れ
た
の
と
同
様

の
筆
跡

が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。

前
漢
初

期
の
簡
順
鳥
書
の
道
例
は
多
数
あ
る
が
、

使

用
さ
れ
た
筆
は
秦
筒
の

「
ひ
ら
筆
」
と
は
異

な
る
よ
う
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
楚
揃
の
筆
致
に
近
い
。

そ
れ
は
前
漢

を
樹
立
し
た
劉
邦
条
団
に
楚
人
が
多
く
い
た

こ
と
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。

人
分
が
形
成
さ

れ
る
過
程
に
、

楚
系
文
字
の
影
響
が
看
取
さ

れ
る
と
い
う
論
考
が
散
見
さ
れ
る
が
、

旗
家

山
漢
簡
は
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
に
校
証
で
き

る
資
料
と
な
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い
る
。

国
会
員
動
静

①
郊
小
春
会
員
＝
仏
教
大
学
専
任
講
師

○
弓
野
隆
之
会
員
＝
大
阪
市
立
美
術
館
主
任

学
芸
貝

○
井
後
尚
久
会
員
＝
澄
懐
堂
美
術
館
学
芸
員

〇
杉
村
邦
彦
副
理
事
長

＝
世
界
思
想
社
刊

『中
同
詩
法
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
を

主
編
。

①
土
橋
靖
子
会
員
＝

「第
夕
回
現
代
書
道
刻

人
展
」
の
新
出
品
者
に
選
任
。

①
計
報
　
植
村
和
堂
氏
　
鋪
歳
　
７
　
１８

０
計
報
　
妻
倉
昌
太
郎
氏
　
断
歳
　
９
　
５

◆
本
学
会
の
幹
事
に
就
任
し
、

い
よ
い
よ
七

年
日
と
な

っ
た
。

心
新
た
に
、

学
会
の
縁
の

下
と
な
る
よ
う
尽
力
し
た
い
。

（高
城
払

一
）

◆
書
に
関
し
て
も
、

多
く
の
情
報
を
共
有
し

検
索
し
う
る
碓
か
な
場
が
あ
れ
ば
、
と
思
う

反
面
、

先
人
の
偉
業
に
は
つ
く
づ
く
頭
が
下

が
る
昨
今
で
す
。　

　
　
　
　
（富
口
　
↓こ

◆
松
本
活
張

『文
豪
』
を
読
ん
で
、

総
画
数

六
画
の

″文
人
″
と
い
う
熟
語
の
重
み
、

ご

寄
稿

い
た
だ
い
た
原
稿
の
工
み
、

夏
の
収
稚

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（柿
木
原
く
み
）

◆
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
常
習
者
が
仲
門
入
り
し
て

し
ま

い
ま
し
た
。

精

一
杯
努
め
ま
す
の
で
、

温
か
い
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（森
岡
　
隆
）

◆
幹
事
と
な

っ
て
数
ヶ
月
、

実
に
多
く
の
こ

と
を
学
ぶ
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

今
後
、

足
手
縄

い
に
な
ら
ぬ
様
、

努
力
し
た
い
と
思

い
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
（小
川
博
章
）

◆
″〓

一号
雑
誌
の
危
機
″
Ｗ
を
、

ご
執
筆
各
位

の
ご
協
力
と
幹
事
諸
氏
の
パ
ワ
ー
で
乗
り
越

え
、

無
事

『会
報
』
第
四
号
を
お
届
け
で
き

る
運
び
と
な

っ
た
。

感
謝
々
々
で
あ
る
。

大
会
の
研
究
発
表
レ
ジ
ュ
メ
の
扱
い
に
つ

い
て
理
事
会
や
大
会
運
営
委
員
会
の
意
向
は

「秋
の
会
報
と
の
合
送
が
望
ま
し
い
」
と
い
う

も
の
で
、

必
ず
し
も
会
報
に
こ
の
よ
う
な
形

で
取
り
込
む
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
訳
で
は
な

い
。
し
か
し
、

将
来
を
見
拙
え
て
検
討
を
重

ね
、

事
務
局
判
断
と
し
て
こ
の
よ
う
な
形
で

レ
ジ

ュ
メ
の
会
報

へ
の
取
り
込
み
を
決
断
し

た
。
こ
の
作
を
含
め
、

会
報
編
集
に
対
す
る

幅
広

い
ご
意
見
と

″お
励
ま
し
″
を
、

お
待

ち
中
し
上
げ
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
（晴
）

ム
」

へ
の
解
釈
が
窺
え
る
会
心

の
作
で
あ
る
。

師
の
西
川
筆
氏

の
作
品
群

（同
表
慶
館
で
開
催

さ
れ
た
）
と
と
も
に
、

中
国
古

典
書
法
の
新
展
開
を
鑑
賞
で
き

た
。

書
の
鑑
賞
教
育
　
笠
島
忠
幸

日
中
国
交
正
常
化
三
十
周
年
。

こ
の
年
に
和
漢
の
名
筆
、

高
野

切
と
蘭
亭
序
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
展
を
開
催
す
る

（出
光
美

術
館

「書
の
名
筆
」
展
）
。

そ

も
そ
も
こ
の
企
画

の
起
条
は
、

博
物
館
活
動
に
お
け
る
学
校
教

育
の
連
繋
を
狙

っ
た
こ
と
に
は

第
１９
期
登
録
学
術
研
究
団
体
に
登
録
承
認

学
会
は
六
年
前
の
平
成
八
年
か
ら
日
本
学
術
会
議

（当

時
総
型
府
　
現
総
務
省
所
管
）
に
よ
る
第
１７
期
登
録
学
術

研
究
団
体
の
登
録
承
認
を
受
け
、

■
午
前
に
は
第
１８
期
、

そ
し
て
今
年
第
１９
期
の
登
録
承
認
が
こ
の
九
月
、

同
会
議

か
ら
届
き
ま
し
た
。

「学
術
会
議
続
録
が
■
期
続
い
て
学
会

は
漸
く

一
人
前
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

登
録
団
体
の
機
関

詰
に
は
レ
フ
ェ
リ
ー
側
の
確
保
が
求
め
ら
れ
、

そ
う
し
た

機
関
誌

へ
の
発
表
論
文
は
、

会
員
各
位
の
業
績
カ
ウ
ン
ト

■
で
も
極
め
て
有
利
に
働
き
ま
す
。

今
後
共
、

登
録
団
体

の
名
に
恥
じ
な
い
学
会
活
動
を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

各
位
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

（事
務
局
）
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