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は
じ
め
に 

─
─ 

江
戸
時
代
の
書
表
現
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

　
一
、
江
戸
時
代
前
期
の
書
道
史
概
論
に
関
す
る
基
礎
的
な
理
解
に
つ
い
て

　
二
、
唐
様
書
家
・
細
井
広
沢
に
関
す
る
研
究
課
題

　
　
　
小
括 

─
─ 

日
本
書
道
の
伝
統
に
み
る
包
括
力

　
　
は
じ
め
に 

─
─ 

江
戸
時
代
の
書
表
現
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

　
古
今
を
問
わ
ず
、
わ
が
国
の
書
表
現
を
理
解
す
る
た
め
の
研
究
と
は
、
伝
存
作
品

の
詳
細
な
調
査
分
析
と
、
こ
れ
に
関
す
る
歴
史
文
化
的
な
文
献
資
料
の
解
釈
と
を
相

互
に
検
証
し
合
う
中
で
進
め
ら
れ
て
い
く
も
の
、
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
時
代
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
方
は
様
々
で
あ
る
。
平
安
・
鎌
倉
期
な
ど
の

古
い
時
代
に
関
す
る
研
究
で
は
、
伝
存
作
品
お
よ
び
関
連
資
料
そ
の
も
の
が
数
少
な

い
上
、
実
態
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
も
、
や
は
り
文
献
資
料
が
不
十
分
な
た
め
、

公
家
の
日
記
や
物
語
等
の
記
述
を
介
し
て
当
時
の
周
辺
事
情
か
ら
推
察
す
る
論
述
が

多
い
。
こ
れ
と
対
照
的
と
い
え
る
の
は
、
近
現
代
の
研
究
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ

ち
ら
は
、
伝
存
作
品
も
文
献
資
料
も
豊
富
な
だ
け
に
、
個
々
の
内
容
の
特
性
（
性
格

や
質
）
に
つ
い
て
、
よ
り
丁
寧
な
精
査
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
作
品
と

文
献
と
の
関
連
性
を
よ
く
吟
味
し
な
が
ら
、
客
観
的
な
解
釈
を
加
え
て
い
く
手
続
き

の
方
法
自
体
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
へ
研
究
者
個
々
の
多
様
な
視

点
・
観
点
も
条
件
と
し
て
加
わ
る
た
め
、
実
情
は
よ
り
複
雑
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
江
戸
時
代
、
と
く
に
初
期
ま
た
は
前
期
の
研
究
は
、

あ
る
意
味
で
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
時
期
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
古

来
わ
が
国
の
書
表
現
は
、
少
な
か
ら
ず
中
国
書
法
の
影
響
と
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
発

達
し
、
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
独
自
の
文
字
表
記
・
表
現
形
式
で
あ
る
“
仮

名
”
が
創
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
漢
字
と
仮
名
と
を
見
事
に
融
和
さ
せ
た
表
現
を
も
獲

得
し
た
。
以
降
、
こ
れ
ら
は
宮
廷
の
貴
族
社
会
の
み
な
ら
ず
、
僧
侶
、
武
家
ほ
か
広

く
社
会
へ
と
浸
透
し
て
意
思
伝
達
の
実
用
に
供
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
漢
字
書
、
仮

名
書
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
書
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
多
彩
な
書
表
現
の
あ
り
方
は
、

歴
史
と
共
に
問
わ
れ
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
よ
り
数
回
に
わ
た
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
書
表
現
の
特
質
に
対
す
る
研
究

課
題
の
整
理
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
解
釈
や
歴
史
解
釈
に
つ
い
て
も

再
考
す
る
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
江
戸
時
代
前
期
の
特
筆
事
項
に
関
す
る
研
究
史

を
辿
り
、
取
り
残
さ
れ
て
き
た
課
題
の
洗
い
出
し
か
ら
進
め
て
み
た
い
。

江
戸
時
代
の
書
表
現
に
関
す
る
研
究
課
題
と
解
釈
（
1
）

笠
　嶋
　忠
　幸
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に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
純
粋
な
書
芸
術
と
し
て
創
作
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
お
家
流
は
第
一
に
属
す
る
。
上
は
公
文
書
か
ら

下
は
寺
子
屋
の
手
本
に
い
た
る
ま
で
ひ
ろ
く
も
ち
い
ら
れ
た
教
育
書
道
と
し
て

の
実
用
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
持
明
院
流
に
お
け
る
書
式
な
ど
は
実

用
性
も
と
も
な
う
が
大
体
に
お
い
て
第
二
に
属
す
る
。（
中
略
）
一
つ
の
装
飾
化

さ
れ
た
定
型
の
な
か
に
生
き
た
書
道
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
流
儀
書
の
多
く
は
、

以
上
の
ど
ち
ら
か
に
属
す
る
か
、
ま
た
は
二
つ
を
兼
ね
る
か
で
あ
る
。
第
三
の

創
作
芸
術
に
属
す
る
も
の
は
、
流
儀
書
で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の

新
し
い
書
を
つ
く
り
出
し
た
人
が
あ
れ
ば
、
純
粋
な
書
芸
術
と
し
て
こ
れ
に
属

せ
し
め
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
時
代
で
は
芸
能
は
一
流
を
立
て
て

秘
法
を
伝
授
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
人
み

ず
か
ら
流
祖
と
な
り
、
そ
の
人
の
書
は
そ
の
流
儀
の
た
め
の
書
と
な
っ
て
、
そ

の
個
人
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
流
祖
の
書
が
ど
ん
な
人
に
も
模
倣
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
人
の
書
の
芸
術
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
「
代
表
的
名
家
」
に
、
本
阿
弥
光

悦
、
近
衞
信
尹
、
松
花
堂
昭
乗
、
黄
檗
僧
の
隠
元
隆
琦
や
、
独
立
性
易
、
唐
様
の
北

島
雪
山
、
細
井
広
沢
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

　
中
田
氏
が
思
い
描
い
て
い
た
当
時
の
歴
史
観
で
は
、
ま
ず
徳
川
家
綱
か
ら
家
継
に

至
る
六
十
四
年
間
、
一
六
五
二
年
か
ら
一
七
一
五
年
ご
ろ
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
元
禄

文
化
の
中
に
、
書
表
現
の
豊
か
な
発
展
が
あ
っ
た
と
み
な
す
。
こ
の
背
景
に
は
当
然
、

政
治
経
済
面
、
商
工
業
の
発
展
と
そ
れ
ら
の
下
支
え
が
あ
っ
て
、
中
央
・
地
方
な
く

民
間
に
至
る
ま
で
、
学
問
、
文
芸
、
演
劇
、
美
術
工
芸
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
「
佳
麗

　
　
一
、
江
戸
時
代
前
期
の
書
道
史
概
論
に
関
す
る

　
　

　
　基
礎
的
な
理
解
に
つ
い
て

　
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
文
化
芸
術
に
関
す
る
特
徴
を
、
今
日
の
私
た
ち
は
ど
の
よ

う
な
印
象
で
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
疑

問
に
す
ら
無
自
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
不
安
を
感
じ
る
こ

と
が
あ
る
。

　
当
該
時
期
の
文
化
史
的
概
説
で
は
、
主
と
し
て
武
家
と
庶
民
に
か
か
る
華
や
か
な

文
化
芸
術
活
動
を
中
心
に
語
る
も
の
が
多
い
。
す
な
わ
ち
元
禄
文
化
を
象
徴
と
す
る

印
象
で
あ
る
。
一
方
、
天
皇
と
宮
廷
貴
族
た
ち
が
主
導
し
て
育
ん
だ
伝
統
文
化
へ
の

理
解
は
、
こ
れ
と
は
別
次
元
に
置
か
れ
て
、
あ
た
か
も
二
つ
の
視
点
構
造
が
東
西
の

都
を
分
か
つ
か
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
今
日
ま
で
の
慣
例

的
印
象
を
背
景
に
し
た
江
戸
時
代
前
期
の
書
道
史
に
つ
い
て
は
、
今
一
度
、
注
意
深

く
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。

　
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
刊
行
の
『
書
道
全
集
』（
第
二
十
二
巻
、
平
凡
社
）
に

お
い
て
、
日
本
書
道
史
の
江
戸
時
代
の
概
説
は
、
中
田
勇
次
郎
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い

る
。
概
説
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
中
に
は
江
戸
期
の
書
道
史
研
究
に
お
い
て
、
い

ま
だ
取
り
残
さ
れ
て
い
る
重
要
課
題
が
散
見
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
進
め
方
へ
の
示

唆
ま
で
具
体
的
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
結
語
で
は
、
江
戸
期
の
書
表
現

を
三
種
類
に
分
類
し
て
考
察
す
れ
ば
、
自
ず
と
理
解
が
進
む
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
、

や
や
長
く
な
る
が
重
要
な
指
摘
な
の
で
、
部
分
を
抜
粋
（
一
一
頁
、
旧
字
体
は
新
字
へ

変
換
）
す
る
。

第
一
は
そ
れ
が
実
用
的
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
装
飾
的
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な
様
式
」
の
文
化
が
伝
播
し
、
文
化
の
爛
熟
を
み
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代

の
色
彩
は
、
そ
の
後
、
徳
川
吉
宗
の
治
世
の
享
保
の
改
革
に
お
け
る
倹
約
令
に
て
方

向
性
が
一
変
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
の
黄
檗
僧
・
隠
元

隆
琦
の
来
朝
以
降
、
書
道
史
と
し
て
は
「
長
崎
を
門
戸
と
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
輸
入
さ

れ
る
中
国
文
化
の
背
景
の
も
と
に
、
新
し
く
明
書
風
の
唐
様
が
勃
興
し
、
従
来
の
伝

統
的
な
流
儀
書
道
を
圧
迫
し
、
新
し
い
様
式
の
唐
様
が
一
世
を
風
靡
す
る
こ
と
と
な

っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
学
問
・
文
芸
は
、
漢
学
・
漢
文
と
漢
詩
、
演
劇
は
能
楽
や

歌
舞
伎
、
美
術
工
芸
は
書
画
と
陶
磁
器
を
想
定
し
て
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
華
や
か
な

発
展
を
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
（
か
つ
俯
瞰
的
）
な
視
点
か
ら

見
た
一
部
の
現
象
と
し
て
、
書
表
現
が
ど
の
よ
う
に
各
分
野
と
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、

を
捉
え
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
こ
こ
で
、
先
の
引
用
の
中
に
出
て
き
た
「
実
用
」「
流
儀
書
」「
装
飾
」「
書
芸
術
」

と
い
っ
た
各
語
の
関
係
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
中
田
氏
は
、
伝
統
的
な
旧
式
の
流
儀
書
道
を
整
理
し
、
二
つ
の
潮
流
に
分
か
つ
。

一
つ
は
、
藤
原
行
成
を
祖
と
す
る
世
尊
寺
流
お
よ
び
こ
れ
を
継
い
だ
持
明
院
流
で
あ

る
。
家
伝
の
故
実
を
重
ん
じ
る
あ
り
方
を
伝
統
書
の
主
流
と
み
な
し
て
、
こ
の
特
徴

を
「
書
道
の
た
し
な
み
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
尊
円
親
王
の
の
ち

青
蓮
院
門
跡
に
継
が
れ
た
青
蓮
院
流
で
あ
る
。
表
現
の
平
明
さ
（
中
田
氏
は
「
安
易
さ

と
素
直
さ
」
と
す
る
）
と
形
式
化
し
た
字
形
は
、
年
齢
を
問
わ
ず
初
心
の
学
書
者
に
も

馴
染
み
や
す
い
表
現
で
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
れ
が
幕
府
方
か
ら
寺
子
屋
の
教
本
ま
で

に
浸
透
し
た
こ
と
か
ら
、「
実
用
の
書
」「
国
民
の
教
育
書
道
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、「
以
上
の
二
流
は
風
俗
習
慣
に
根
ざ
し
た
実
用
性
に
根
底
を
お
く
伝
統

的
書
道
で
あ
っ
て
、
創
作
的
な
書
芸
術
と
は
そ
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
。

こ
の
「
創
作
的
な
書
芸
術
」
の
事
例
と
し
て
は
、
本
阿
弥
光
悦
（
お
よ
び
光
悦
周
辺
の

筆
者
）
が
俵
屋
宗
達
（
お
よ
び
宗
達
派
の
画
家
、
工
房
）
と
共
作
し
た
、
金
銀
泥
下
絵
の

料
紙
に
書
く
和
歌
巻
を
挙
げ
て
い
る
［
図
1
］。

　
こ
こ
で
光
悦
の
書
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
点
を
芸
術
的
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
そ
の
指
摘
の
内
容
に
あ
ろ
う
。
中
田
氏
は

光
悦
が
本
来
、
刀

剣
の
研
ぎ
拭
い
、

鑑
定
を
業
と
す
る

一
方
で
、
書
画
や

漆
工
、
陶
器
、
出

版
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
芸
術
的
指
導

役
と
し
て
も
活
躍

し
た
こ
と
に
注
目

し
、「
そ
の
文
字

は
漢
字
と
仮
名
を

た
く
み
に
と
り

あ
わ
せ
て
、
肥
痩
、

濃
淡
の
調
子
と
洒

脱
な
筆
致
の
た
く

み
を
こ
ら
し
て
人

の
意
表
に
出
た
う

つ
く
し
さ
を
そ
な

え
て
い
る
」「
こ

れ
は
わ
が
国
に
お

図 1　蓮下絵百人一首和歌巻断簡　［書］本阿弥光悦　［下絵］俵屋宗達　出光美術館
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る
。
光
悦
の
場
合
は
、
日
蓮

宗
関
係
の
書
写
例
に
楷
書
体

で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
ほ

か
、
漢
詩
文
を
巻
子
に
書
い

た
事
例
も
あ
る
［
図
2
］。
ま

た
松
花
堂
に
も
同
様
の
事
例

［
図
3
］
が
あ
り
、
こ
こ
で
は

数
種
の
書
体
、
書
風
を
交
え

て
あ
る
。
こ
の
時
代
の
能
書

た
ち
が
会
得
し
た
書
体
・
書

風
を
意
図
的
に「
書
き
分
け
」

て
表
現
し
て
い
た
様
子
に
つ

い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿
に
て

指
摘
し
た
［
註
2
］。
た
だ
し

こ
の
当
時
、
複
数
の
書
体
を

理
解
し
、
混
交
さ
せ
る
書
き

方
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
実

態
と
、
同
時
期
の
日
本
に
お

け
る
中
国
書
法
の
理
解
の
精

度
と
を
同
じ
眼
差
し
で
解
釈

す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
そ

も
そ
も
漢
字
の
み
で
表
現
す

る
、
と
い
う
行
為
自
体
に
あ

い
て
も
今
ま
で
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
め
ず
ら
し
い
独
創
的
な
も
の
で
、
そ
の
出

所
は
、
あ
る
い
は
御
家
流
と
い
い
、
ま
た
愛
蔵
し
た
本
阿
弥
切
と
い
い
、
ま
た
宋
の

張
即
之
と
い
う
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
そ
の
い
ず
れ
に
も
求
め
が
た
い
と
い
っ
た
方
が

適
切
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
文
意
を
素
直
に
読
め
ば
、
光
悦
の
独
創
性
を
強
調
し

た
も
の
と
解
せ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
光
悦
の
書
表
現
の
特
徴
を
「
奇

巧
」
と
み
た
指
摘
は
、
そ
の
人
物
像
の
上
に
、
前
例
が
認
め
ら
れ
な
い
書
表
現
を
創

出
し
た
人
、
と
い
う
見
解
を
重
ね
た
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
当
時
の
総
合

的
な
芸
術
家
と
し
て
の
名
声
や
活
躍
実
績
、
そ
の
後
の
文
化
史
展
開
上
で
顕
彰
さ
れ

た
人
物
で
あ
る
と
い
う
実
態
ま
で
を
含
む
、
い
わ
ゆ
る
伝
説
上
の
偉
人
・
光
悦
と
い

う
人
物
像
を
器
と
し
、
そ
の
一
側
面
に
看
取
し
た
書
表
現
を
「
奇
巧
」
と
捉
え
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
書
表
現
そ
の
も
の
の
造
形
的
な
価
値
を
、
客
観
的
に
分
析
す

る
論
述
が
不
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
田
氏
が
感
得
さ
れ
た
光
悦
の
書
の
芸
術
性
な

い
し
魅
力
と
は
、
歴
史
的
偉
人
像
と
、
数
多
く
光
悦
の
名
を
冠
し
て
伝
存
し
て
い
る

作
品
群
と
を
重
ね
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
中
田
氏
が
「
い
ず

れ
に
も
求
め
が
た
い
」
と
の
一
言
を
加
え
た
と
お
り
、
光
悦
の
書
風
の
手
本
と
な
っ

た
書
法
的
典
拠
（
モ
デ
ル
や
由
来
）
が
明
解
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
光
悦
独
自
の
書
風
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
書
風
自
体
、
光
悦
本
人
が
独

自
に
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
実
証
す
る
手
立
て
が
な
い
以
上
、
時
代
の
風

潮
の
中
で
、
先
行
し
て
い
た
書
風
を
光
悦
が
そ
れ
に
倣
っ
て
、
自
身
の
筆
致
で
書
い

て
い
た
も
の
が
亜
種
化
し
た
、
と
の
解
釈
も
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
［
註
1
］。
な

お
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
た
と
し
て
も
、
光
悦
の
書
作
の
魅
力
そ
の
も
の
を
貶
め

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
今
日
、
光
悦
や
松
花
堂
昭
乗
ら
が
手
掛
け
た
と
伝
え
る
詩
歌
巻
は
数
多

く
伝
存
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
漢
字
の
み
で
筆
記
し
た
作
品
が
複
数
点
確
認
で
き

図 2　赤壁賦　本阿弥光悦　東京国立博物館
出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp/）
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中
田
氏
が
指
摘
し
た
と
お

り
、
書
の
「
実
用
」
性
を
問

う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
学
書

者
な
い
し
書
き
手
側
を
主
体

と
し
た
視
点
や
観
点
で
あ
る
。

一
方
、
書
表
現
の
美
術
的
な

い
し
芸
術
的
評
価
の
問
い

は
、
む
し
ろ
学
書
者
・
書
き

手
側
か
ら
離
れ
た
外
の
視
点

に
あ
り
、
客
観
的
か
つ
社
会

的
価
値
観
を
ど
う
分
析
す
る

か
と
い
う
観
点
に
よ
る
。
ど

の
よ
う
な
天
才
・
逸
材
の
筆

跡
で
あ
っ
て
も
、
手
本
や
モ

デ
ル
を
持
た
な
い
無
秩
序
な

書
表
現
が
成
立
す
る
こ
と
は

な
い
。
書
表
現
は
常
に
何
ら

か
の
先
行
事
例
か
ら
展
開
す

る
。
だ
か
ら
こ
そ
意
図
さ
れ

た
方
向
へ
と
特
異
性
を
帯
び

な
が
ら
転
じ
た
時
、
そ
の
結

果
が
「
奇
巧
」
に
映
る
、
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
手
本
・
モ
デ
ル
と
の

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
書
道
史
に
お
い
て
特
筆
さ

れ
る
唐
様
盛
行
と
い
う
現
象
に
至
る
前
夜
の
話
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
し
た
実
態
な

の
で
あ
る
。

　
ま
た
中
田
氏
は
、「
流
儀
書
道
」（
四
、
流
儀
書
道
の
発
展
、
四
頁
）
の
特
質
と
し
て

「
書
が
一
つ
の
流
派
を
な
し
て
、
そ
の
書
法
が
伝
授
に
よ
っ
て
門
弟
に
教
え
ら
れ
る

と
い
う
形
式
を
と
る
の
は
、
社
会
的
な
風
俗
習
慣
に
も
と
づ
く
実
用
書
道
と
し
て
の

性
格
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
流
儀
書
道
の
二
つ
の
種
別
の
う
ち
「
一
つ
は
個
人

的
で
天
才
的
な
書
風
を
つ
く
り
だ
し
た
も
の
」
と
い
い
、
特
殊
な
事
例
の
場
合
に

は
、
技
術
や
感
性
に
お
い
て
同
一
化
は
し
な
い
上
、
一
時
期
に
お
い
て
流
儀
の
形
は

成
し
得
て
も
継
続
し
な
い
と
し
て
い
る
。
二
つ
目
は
「
こ
れ
に
反
し
て
、
普
遍
的
で

学
習
し
や
す
く
実
用
的
な
書
風
の
も
の
は
、
一
た
ん
そ
れ
が
流
儀
と
な
る
と
、
ひ
ろ

く
普
及
し
て
」「
こ
の
流
行
も
か
な
り
永
く
後
世
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
」
と
述

べ
、
松
花
堂
昭
乗
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
当
時
、
普
及
し
て
い
た
能
の
謡
本

な
ど
に
は
、
基
準
的
な
い
く
つ
か
の
書
風
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
光
悦
流
、
近
衞

流
、
そ
し
て
松
花
堂
流
の
三
種
で
あ
る
。
そ
こ
に
窺
う
書
様
は
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ

の
亜
種
的
な
書
体
・
書
風
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
木
版
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
実
態
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
知
名
度
を
冠
す
る
手
本
に
倣

っ
た
書
表
現
が
、
そ
の
後
の
発
展
形
と
し
て
書
表
現
の
「
型
」
を
育
み
、
そ
の
存
在

が
、
さ
ら
な
る
次
世
代
の
モ
デ
ル
と
化
す
る
と
い
う
形
で
表
現
が
伝
播
し
た
、
と
解

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
各
々
の
流
儀
の
亜
種
化
と
流
派
的
な
継
承
展
開

を
、
時
の
現
象
と
し
て
一
括
し
た
（
俯
瞰
的
な
）
視
点
か
ら
捉
え
た
時
、
そ
れ
ら
グ

ル
ー
プ
は
筆
頭
と
な
る
能
書
家
名
に
著
名
人
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な

一
定
の
評
価
と
位
置
づ
け
を
歴
史
上
に
成
し
得
て
い
た
の
だ
と
、
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

図 3　詩巻（巻末）　松花堂昭乗　東京国立博物館
出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp/）
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と
こ
ろ
に
こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
家
は
生
ま
れ
る
の
だ
、
と
い
う
真
理
を
兼
好

法
師
が
「
徒
然
草
」
に
説
い
て
い
る
。
稽
古
と
も
修
行
と
も
よ
ば
れ
る
自
我
の

抑
制
、
純
化
へ
の
鍛
錬
が
表
現
の
た
め
の
必
須
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
作

家
そ
の
人
の
「
人
間
」
を
造
る
方
便
と
も
な
る
と
い
う
考
え
方
な
の
だ
ろ
う
。

（
中
略
）
ま
た
、
い
ま
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
公
家
階
級
の
経
済
的
不
如
意
が

あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
一
流
一
派
の
祖
と
な
り
継
承
者
と
な
る
こ
と
は
、

門
弟
の
養
成
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
物
的
収
益
を
期
待
で
き
る
途
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
に
か
け
て
、
書
道
に
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
の
誕

生
を
見
た
の
も
、
じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
の
一
半
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

ま
た
「
黄
檗
と
唐
様
」
の
項
で
は
、
日
本
の
伝
統
書
道
に
対
す
る
唐
様
台
頭
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

唐
様
書
道
の
勃
興
の
背
景
に
、
幕
府
の
儒
学
奨
励
の
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。（
中
略
）
こ
の
風
潮
が
漢
字
に
対
す
る
関
心
を
必
然
的
に
昂
め
る
結
果

と
な
っ
た
。
そ
し
て
漢
字
は
か
な
と
違
っ
て
耳
に
聞
く
だ
け
で
は
、
満
足
に
用

を
弁
じ
が
た
い
と
い
う
特
殊
性
の
ゆ
え
に
、
ま
た
必
然
的
に
書
法
に
結
び
つ
か

ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
も
あ
っ
た
。
儒
者
・
文
人
墨
客
と
呼
ぶ
当
代
の
知
識
階
級

の
唐
様
へ
の
執
着
は
、
こ
の
よ
う
な
時
世
粧
の
も
と
に
生
ま
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

お
家
流
は
、
か
の
尊
円
法
親
王
の
御
書
風
に
発
し
た
純
和
様
書
で
、
中
央
集
権

の
実
を
あ
げ
る
こ
と
に
終
始
し
た
幕
府
が
、
日
用
の
書
に
ま
で
画
一
主
義
を
も

っ
て
臨
ん
だ
た
め
に
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
芸
術
性

の
発
揮
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
用
書
き
の
通
俗
体
に
堕
し
て
し
ま
う

造
形
的
な
近
似
性
な
い
し
同
調
性
を
も
っ
た
先
行
事
例
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
こ
に

い
く
ら
か
の
表
現
面
（
形
態
、
筆
致
、
質
感
な
ど
）
の
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
同
じ
モ
デ
ル
か
ら
派
生
し
た
肯
定
的
亜
種
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
造

形
表
現
の
伝
播
と
継
承
の
面
白
さ
、
そ
し
て
引
用
や
編
集
と
い
っ
た
手
続
き
的
な
創

意
工
夫
の
魅
力
、
豊
か
な
変
容
の
面
白
さ
を
紐
解
く
研
究
の
魅
力
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
唐
様
の
書
も
ま
た
、
本
格
的
な
中
国
書
法
の
倣
書
・
模
倣
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
某
風
な
流
儀
書
道
の
類
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
国
書
法
に
準
じ
る
表
現
行
為

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
唐
様
書
に
関
す
る
概
説
の
傾
向
と
し
て
、
こ
と
さ
ら

に
能
書
た
ち
が
論
述
す
る
「
規
矩
」「
規
範
」
の
文
章
・
文
意
が
、
書
表
現
の
優
位

的
価
値
と
し
て
強
調
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
に
は
甚
だ
疑
問
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
書
の

理
論
的
論
述
面
か
ら
の
評
価
と
理
解
に
は
少
な
か
ら
ず
恣
意
が
働
く
。
そ
の
内
容
と
、

書
き
手
当
人
に
よ
る
書
表
現
の
諸
相
実
態
と
を
比
較
検
証
し
、
見
極
め
る
こ
と
は
元

来
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
同
等
の
観
点
で
は
検
証
し
え
ず
、
ま
た
実
証
で
き
な
い

点
が
、
書
道
史
研
究
上
の
難
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

　
中
田
氏
の
見
解
に
対
し
て
小
松
茂
美
氏
は
『
定
本
書
道
全
集
』
第
十
二
巻
、「
鎌

倉
か
ら
江
戸
へ
─
日
本
の
書
の
流
れ
─
」（
河
出
書
房
、
一
九
五
六
年
、
一
二
九
頁
）
の

中
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
起
こ
っ
た
流
派
の
乱
立
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
（
旧
字
体
は
新
字
に
修
正
）。

書
の
流
派
の
乱
立
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
だ
。
そ
の

一
つ
は
、
芸
能
の
世
界
が
道
徳
宗
教
の
世
界
に
結
び
つ
い
て
、「
道
」
の
観
念

が
形
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
作
家
が
感
動
を
生

の
ま
ま
打
出
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
芸
の
本
質
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
で
、
小

さ
い
自
我
を
抑
制
し
、
感
動
を
純
化
し
て
一
つ
の
「
型
」
に
入
れ
て
表
現
す
る
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室
町
時
代
に
お
い
て
、
と
く
に
一
家
の
風
を
示
し
た
“
型
”
の
書
、
す
な
わ
ち

流
派
の
書
が
現
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
当
時
か
ら
す
で
に
流
派

が
整
理
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
よ
う
や
く
江
戸
初
期
に
書
流
系
譜
に
ま
と

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
実
際
に
、
室
町
時
代
の
書
跡
を
眺
め
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
く
っ
き
り
と
書
風
の
型
が
類
別
で
き
る
。
き
わ
め
て
癖
の
強
い
書
風

か
ら
、
没
個
性
的
な
穏
和
な
書
風
ま
で
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
筆
法
の
相
違
は
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
形
や
、
起
筆
・
終
筆
を
は
じ
め
、
永
字
八
法
の
一
点
一

画
に
至
る
ま
で
子
細
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
別
で
き
よ
う
。
こ
の
型
と

は
、
い
う
な
れ
ば
、
一
種
の
デ
ザ
イ
ン
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
一
家
を
示
す
シ
ン

ボ
ル
・
商
標
の
よ
う
な
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
一

つ
の
流
派
内
で
の
書
は
見
分
け
が
た
い
こ
と
に
も
な
る
。

江
戸
時
代
初
期
に
は
「
書
流
」「
書
様
」
と
い
う
概
念
の
下
に
整
理
・
分
類
が
な
さ

れ
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
呼
称
が
付
与
さ
れ
て
世
に
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
書
を
専
門
な
い
し
生
業
と
な
す
者
、
ま
た
は
書
表
現
に
関
心
を
も
つ
者
な
ど
に

お
い
て
、
公
の
共
通
認
識
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

［
註
4
］。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
古
谷
氏
が
指
摘
す
る
「
一
家
を
示
す
際
の
シ
ン
ボ
ル
・

商
標
」
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
例
と
し
て
本
阿
弥
光
悦
の
筆
と
し
て
伝
わ
る
「
光
悦
」
黒
印
使
用
の
作
品
な
ど

は
、
こ
の
類
に
あ
た
る
［
図
4
、
口
絵
1
］。
前
述
し
た
通
り
、
光
悦
筆
と
伝
え
る
巻
子

装
の
作
品
、
な
い
し
断
簡
を
掛
幅
装
に
し
た
も
の
は
数
多
く
、
そ
の
書
風
は
複
層
的

な
流
布
の
跡
と
し
て
、
今
日
、
窺
い
知
る
。
こ
れ
ら
存
在
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
や
は
り
光
悦
本
人
の
筆
跡
で
あ
る
か
ど
う
か
を
造
形
上
か
ら
仔
細
に
吟
味
し
問

う
よ
り
も
先
に
、「
光
悦
」
印
の
存
在
が
、
光
悦
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
社
会
に
機
能
し
、

結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

唐
様
書
の
新
興
の
理
由
に
つ
い
て
小
松
氏
は
、
単
に
新
し
い
価
値
観
の
盛
行
ば
か
り

が
要
因
な
の
で
は
な
く
、
元
来
、
漢
字
と
仮
名
が
も
つ
表
現
上
の
基
本
機
能
は
異
な

っ
て
お
り
、
同
等
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
漢

字
と
仮
名
を
使
い
分
け
、
混
交
さ
せ
、
組
み
合
わ
せ
を
楽
し
ん
で
表
現
し
て
き
た
歴

史
は
長
く
、
そ
の
上
に
様
々
な
「
流
儀
」
が
行
き
渡
る
こ
と
で
安
定
し
た
日
本
書
道

の
社
会
は
形
成
さ
れ
構
築
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
築
城
が
崩
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
江
戸
期
に
至
る
ま
で
に
、
よ
り
強
化
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
が

「
日
用
」
化
し
た
こ
と
で
広
く
社
会
に
普
及
し
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
段
階
に
至
っ
て

は
、
実
用
書
が
、
広
汎
な
意
を
も
つ
「
御
家
流
」
の
呼
称
で
一
括
象
徴
さ
せ
る
よ
う

に
な
り
、
社
会
の
解
釈
に
、
曖
昧
な
心
象
的
理
解
が
拡
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
文
化
的
一
側
面
で
は
あ
れ
ど
、
日
本
の
伝

統
書
道
の
主
流
的
特
徴
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
唐
様
書
が
当
時
の
世
情
に
加
わ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
表
現
の
多
様
化
が
一
気
に
加
速
し
た
、
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

江
戸
期
の
書
表
現
は
大
い
に
潤
い
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
よ
り
幅
広
く
発
展

し
た
と
の
理
解
も
進
む
。
そ
の
後
の
実
態
と
し
て
は
、
唐
様
書
家
た
ち
の
活
躍
も
ま

た
「
型
」
を
築
き
、
普
及
し
て
「
流
儀
書
」
と
な
り
、
日
用
化
、
実
用
化
に
向
か
っ

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
新
た
な
価
値
が
歴
史
に
追
加
さ
れ
た
と
の
見
方
を
補
っ

て
く
れ
る
。

　
古
谷
稔
氏
は
『
中
国
書
法
を
基
盤
と
す
る
日
本
書
道
史
研
究
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇

八
年
）
第
６
章
「
中
世
・
近
世
の
書
と
古
筆
愛
好
」
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈

を
示
さ
れ
て
い
る
［
註
3
］。



出
光
美
術
館
研
究
紀
要

　第
二
十
八
号
（
二
〇
二
二
年
度
）

20

　
　
二
、
唐
様
書
家
・
細
井
広
沢
に
関
す
る
研
究
課
題

　
こ
こ
ま
で
は
江
戸
時
代
前
期
の
日
本
書
道
史
に
関
す
る
主
要
な
研
究
課
題
に
つ
い

て
、
昭
和
時
代
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
二
種
の
『
書
道
全
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
概
説

を
拠
り
所
と
し
て
、
要
点
を
部
分
引
用
し
、
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
評
釈
に
つ
い

て
再
考
を
試
み
た
。
中
田
氏
は
、
主
に
中
国
書
法
史
に
精
通
さ
れ
た
研
究
者
で
あ

り
、
中
国
書
法
の
影
響
を
受
け
た
日
本
の
書
道
と
し
て
理
解
す
る
視
点
に
立
た
れ
て

い
た
。
他
方
、
小
松
氏
は
日
本
書
道
史
研
究
の
幅
広
い
知
見
の
下
で
、
芸
術
面
で
の

分
析
を
補
完
す
る
よ
う
な
評
解
を
な
さ
れ
て
い
る
。
改
め
て
こ
れ
ら
を
再
読
し
て
感

じ
る
こ
と
は
、
文
章
の
行
間
か
ら
見
え
て
く
る
課
題
一
つ
ひ
と
つ
の
重
要
さ
で
あ
る
。

と
も
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
『
書
道
全
集
』『
定
本
書
道
全
集
』
に
て
提
示
さ
れ
て
い

る
課
題
の
価
値
を
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
古
き
研
究
者
の
評
と
軽
視
し
、
ま
た
は
深

く
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
に
、
書
学
書
道
史
学
の
研
究
を
、
散
漫
に
進
め
て
し
ま
っ
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
研
究
活
動
自
体
が
流
儀
化
、
日
用
化
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
改
め
て
、
両
氏
の
間
に
異
な
る
視
点
や
観
点
は
あ
る
に
せ
よ
、

そ
の
学
究
姿
勢
は
共
に
日
本
国
内
の
書
道
史
に
か
か
る
事
象
や
事
情
を
丁
寧
に
捉
え
、

ま
た
考
察
し
て
読
み
解
き
、
深
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
目
標
に
お
い
て
通
じ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
次
に
、
江
戸
期
の
日
本
に
お
け
る
中
国
書
法
の
理
解
に
関
し
て
、「
唐
様
」

の
書
表
現
と
書
法
受
容
の
実
態
、
ま
た
こ
れ
ら
の
展
開
を
振
り
返
っ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
唐
様
の
書
に
関
す
る
論
考
は
、「
唐
様
」
の
語
釈
や
意
を
、
ど
の
時
代
観
の

下
で
捉
え
る
か
に
よ
り
、
課
題
の
持
ち
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。
以
下
、
江
戸
時
代
前

期
の
動
向
に
限
っ
た
視
点
か
ら
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
い
わ
ゆ
る
唐
様
書
に
つ
い
て
は
、
北
島
雪
山
と
細
井
広
沢
の
二
者
が
代
表
格
と
し

受
容
さ
れ
て
い
た
実
態
の
分

析
を
重
要
視
し
た
い
。
後
世

に
お
け
る
光
悦
流
の
呼
称
の

実
態
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ

う
な
社
会
的
背
景
に
よ
り

広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
の

か
。
嵯
峨
本
各
種
に
お
け
る

「
光
悦
流
」
書
風
の
流
布
も

考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
さ
ら
に

理
解
は
深
ま
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
光
悦
の
筆
跡
の
特
徴

が
、
先
行
し
た
角
倉
素
庵
の

書
風
と
近
似
し
て
い
る
こ
と

や
、
光
悦
没
後
に
は
尾
形
宗

謙
、
小
島
宗
真
ら
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
て
い
る
実
情
か
ら

す
れ
ば
、
光
悦
の
生
き
た
時

代
の
前
後
を
挟
む
よ
う
に
こ

の
書
風
の
イ
メ
ー
ジ
は
存
在

し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
合

理
的
な
の
で
あ
る
。
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直
系
流
派
を
語
ろ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
雪
山
の
学

書
の
由
来
に
関
し
て
は
「
唐
人
も
商
賣
の
外
に
日
本
見
物
に
學
士
秀
才
共
に
長
崎
に

來
り
遊
ぶ
者
多
し
」、
父
・
三
立
も
「
唐
に
て
も
名
高
き
唐
人
を
宿
し
た
り
。
雪
山

先
生
も
幼
よ
り
唐
人
な
れ
て
學
問
手
習
し
た
る
な
り
。
筆
書
に
曰
、
撥
蹬
法
を
唐
人

よ
り
直
に
口
授
面
命
し
た
り
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は

撥
蹬
法
と
い
ふ
は
筆
書
に
儼
然
た
り
と
い
へ
ど
も
、
文
章
に
書
と
ら
れ
ぬ
心
ゆ

え
、
師
直
に
筆
を
取
て
か
く
の
如
く
と
直
に
傳
授
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
雪
山
先
生

に
面
命
し
、
九
皐
先
生
は
大
人
よ
り
教
を
受
た
り
。
廣
澤
先
生
、
門
人
に
こ
と

ご
と
く
示
す
と
い
へ
ど
も
、
俗
に
流
て
一
人
も
此
法
を
用
る
人
な
し
。
當
時
書

法
を
守
る
君
子
は
九
皐
先
生
の
外
に
一
人
も
な
し
。
故
に
筆
力
も
他
の
及
ざ
る

處
な
り
。
み
な
雪
山
先
生
よ
り
出
た
り
。

と
記
し
て
雪
山
以
下
を
一
統
的
な
門
流
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
唐
人
か

ら
直
接
、
伝
授
さ
れ
た
筆
法
を
撥
蹬
法
と
称
し
て
、
こ
の
継
承
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る

唐
様
の
書
法
の
正
伝
・
正
統
を
守
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
初
期
に

お
け
る
伝
統
的
な
日
本
の
書
流
系
譜
に
お
け
る
理
解
と
近
く
、「
弘
法
大
師
書
流
系

図
」
の
類
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
［
註
4
］。
し
か
も
唐
人
か
ら
雪
山
へ
、
そ

し
て
細
井
広
沢
父
子
へ
と
「
口
授
面
命
」
で
直
伝
さ
れ
た
事
の
重
要
性
を
説
き
、
他

に
は
正
し
く
伝
え
る
者
が
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
主
旨
は
、

後
掲
す
る
広
沢
の
息
子
・
九
皐
の
著
『
墨
道
私
言
』（
安
永
四
年
）
の
内
容
に
も
通
じ

て
い
る
。『
墨
道
私
言
』
で
は
、
書
法
、
筆
法
の
門
流
一
元
制
を
敷
こ
う
と
し
た
九

皐
の
意
図
が
明
確
に
現
れ
て
み
え
、
広
沢
門
弟
が
各
々
に
亜
流
化
し
て
い
っ
た
様
子

も
垣
間
見
ら
れ
る
点
で
実
に
興
味
深
い
文
献
で
あ
る
。
三
村
氏
の
同
著
の
の
ち
、
広

て
語
ら
れ
、
書
道
史
上
の
理
解
が
促
さ
れ
て
き
た
。
三
村
清
三
郎
著
『
近
世
能
書

傳
』（
二
見
書
房
、
一
九
四
四
年
）
に
は
、
一
二
人
の
能
書
（
い
わ
ゆ
る
唐
様
）
の
名
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
項
に
細
井
広
沢
の
名
が
あ
る
。「
二
老
略
傳
を
讀
む
と
」

の
書
き
出
し
か
ら
、
以
下
、
広
沢
の
人
物
伝
と
関
係
資
料
に
つ
い
て
丁
寧
に
叙
述
、

解
説
さ
れ
て
あ
る
。
広
沢
の
師
・
北
島
雪
山
の
評
と
し
て
「
當
時
來
遊
五
六
輩
の
内

で
一
番
不
器
用
で
字
形
も
醜
い
、
今
は
さ
う
だ
が
久
し
く
學
ぶ
と
善
書
の
名
を
得
て

人
に
知
ら
れ
、
却
て
書
名
に
外
の
事
が
覆
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
言
は
れ
た
さ
う
だ
」

と
紹
介
し
つ
つ
、「
日
本
書
道
の
立
者
で
あ
る
廣
澤
が
不
器
用
で
あ
っ
た
と
い
う
の

は
我
等
に
と
っ
て
有
難
い
教
訓
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
当
該
箇
所
（
前
後
を
含
む
）
を
、
大
和
延
年
著
『
二
老
略
伝
』［
註
5
］
に
照
合

し
て
み
た
。
以
下
、
引
用
（
句
読
点
、
笠
嶋
。
変
体
仮
名
活
字
は
平
仮
名
に
変
換
）。

廣
澤
先
生
辨
庵
と
云
し
時
、
雪
山
先
生
に
撥
蹬
法
受
。
摹
本
は
数
本
に
過
ず
。

唯
執
筆
法
の
事
を
専
一
に
教
へ
た
り
。
事
實
は
撥
蹬
眞
詮
に
明
白
な
り
。
あ
る

時
、
雪
山
先
生
、
廣
澤
先
生
に
謂
て
曰
、
足
下
の
書
は
当
時
来
遊
五
六
輩
の
内

に
て
一
の
不
器
用
な
り
。
文
字
の
形
醜
し
。
今
は
今
な
り
。
久
し
く
學
と
善
書

の
名
を
得
て
人
に
知
ら
れ
、
書
名
の
み
高
く
君
子
の
大
業
を
失
う
べ
し
。
必
ず

強
て
書
を
好
む
事
な
か
れ
と
い
は
れ
た
る
を
、
其
時
は
た
は
む
れ
事
の
様
に
思

ひ
し
に
、
今
虚
名
を
得
て
鐵
葉
門
を
覆
ふ
は
實
に
達
人
の
語
な
り
と
、
廣
澤
先

生
、
九
皐
先
生
に
申
さ
れ
た
り
と
な
ん
。

『
二
老
略
伝
』
の
冒
頭
は
、「
廣
澤
先
生
の
書
に
お
け
る
其
名
、
海
内
に
あ
ま
ね
く
世

に
知
る
處
な
り
。
善
書
と
い
う
故
は
、
雪
山
先
生
よ
り
口
授
面
命
の
一
大
事
あ
る
故

な
り
」
と
書
き
始
め
て
お
り
、
本
書
が
北
島
雪
山
と
細
井
広
沢
の
、
い
わ
ば
唐
様
の
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煕
公
御
書
源
始
墨
本
晦
庵
眞
蹟
と
八
分
を
以
て
な
さ
れ
た
り
」
と
記
述
さ
れ
て
あ
る
。

　
今
般
、
幸
い
に
も
致
航
山
満
願
寺
様
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
同
寺
御
所
蔵
の
細
井
広

沢
作
品
な
ら
び
に
関
係
資
料
の
実
見
調
査
が
許
さ
れ
た
。
所
蔵
品
の
中
に
は
「
太
極

帖
」
の
版
木
と
と
も
に
、
比
較
的
近
年
に
採
ら
れ
た
拓
本
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ

で
は
関
連
箇
所
に
限
り
、
参
考
ま
で
に
版
木
と
拓
本
の
一
部
図
版
を
掲
出
し
て
お
く

［
図
5
］。

　
図
5–

1
は
版
木
の
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
一
か
ら
四
ま
で
は
縦
長
の
板

の
表
裏
に
刻
さ
れ
て
あ
る
。
た
だ
し
、「
一
」
の
裏
が
「
四
」、「
二
」
の
裏
が
「
三
」

沢
に
関
す
る
諸
般
の
解
説
や
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
が
本
著
の
内
容
に
拠
り
な
が
ら
展

開
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
近
世
能
書
傳
』
六
五
頁
に
て
第
一
項
の
本
文
は
終
わ
っ
て
「
昭
和
十

八
年
八
月
十
五
日
稿
了
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
に
「
附
記
太
極

帖
之
事
」
と
し
て
、
資
料
の
補
足
と
追
記
が
な
さ
れ
て
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
以

下
、
冒
頭
引
用
。

其
後
、
圖
ら
ず
太
極
帖
を
手
に
入
れ
た
、
併
し
そ
れ
も
原
拓
で
は
な
く
、
大
分

板
が
傷
ん
で
ゐ
る
、
拓
法
も
後
の
技
術
で
、
廣
澤
創
始
の
姿
は
判
ら
ぬ
、
帖
は

長
一
尺
二
寸
巾
五
寸
八
分
桐
板
表
裏
、
首
に
隷
書
で
原
始
墨
本
晦
庵
眞
蹟
、
享

保
三
年
夾
鐘
日
書
、
小
篆
で
大
賢
心
畫
と
題
し
、
尾
に
左
の
文
が
あ
る

と
解
説
し
、
続
け
て
「
思
貽
齋
珍
藏
太
極
帖
後
序
」
以
下
の
翻
刻
を
載
せ
て
い
る
。

以
下
、
同
書
部
分
を
再
び
引
用
。

こ
れ
で
見
る
と
、
廣
澤
が
正
面
刷
を
工
夫
し
た
の
は
其
少
壯
の
時
で
あ
つ
て
、

今
始
ま
つ
た
の
で
は
無
く
、
只
此
時
に
始
め
て
此
帖
に
試
み
た
ま
で
だ
と
言
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
今
已
に
本
傳
を
印
刷
に
附
し
て
ゐ
る
の
で
、
た
ゞ
後
の
廣

澤
傳
を
詳
に
な
さ
る
人
の
爲
に
聊
此
帖
の
趣
と
跋
語
を
記
す
の
み
に
止
め
る
。

（
割
註
）
昭
和
十
八
年
十
二
月
十
五
日
追
記

と
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
。
三
村
氏
の
解
説
に
「
桐
板
表
裏
、
首
に
隷
書
で
原
始
墨

本
晦
庵
眞
蹟
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
内
、
首
と
は
引
首
の
意
で
冒
頭
部
分
を
指
す
。
ち

な
み
に
先
掲
『
二
老
略
伝
』（
九
丁
裏
）
に
は
、「
太
極
帖
の
標
題
に
近
衛
太
政
大
臣
家

図 5–1　「太極帖」版木（現状）　満願寺
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遺
る
書
論
を
紐
解
い
て
、
そ
の
書
家
像
を
探
る
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
き
、
当
時
に
お

け
る
彼
の
学
書
観
、
学
書
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
考
察
が
多
い
。
そ
こ
で
以
下
、
主

図 5–3　拓本部分（三丁）　満願寺

と
な
っ
て
い
る
。
図
5–

2
は
「
一
」
面
の
拓
で
、
向
か
っ
て
右
側
面
に
は
「
近
衞

前
攝
政
太
政
大
臣
藤
原
家
煕
公
親
筆
」
と
あ
り
、
左
側
面
に
「
晦
庵
朱
子
太
極
帖
引

首
八
字
并
年
號
印
記
」
と
あ
る
。
ま
た
図
5–

3
は
「
三
」
面
の
拓
で
、
こ
の
よ
う

に
左
右
の
側
面
に
「
晦
菴
」「
真
蹟
」
と
刻
し
て
あ
る
。

　
こ
の
原
本
の
由
来
に
関
し
て
は
「
思
貽
齋
珍
藏
太
極
帖
後
序
」
の
中
で
、「
一
侯

貴
家
蔵
先
生
真
蹟
本
寛
永
年
間
所
流
入
我
国
其
文
則
周
易
大
傳
説
卦
之
四
章
総
九
十

又
九
字
但
於
鳥
字
下
脱
一
十
六
字
而
装
潢
亦
皆
元
明
之
故
真
可
謂
絶
世
之
奇
寶
也
」

云
々
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
年
間
に
日
本
へ
渡
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

か
［
註
6
］。

　
実
は
当
館
蔵
品
の
中
に
、「
太
極
帖
」
原
本
と
は
全
く
別
の
類
似
作
品
、
伝
朱
熹

「
墨
帖
」（
一
帖
、
支
那
帖
装
、
五
六
葉
、
各
三
四
・
三
×
一
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
あ

る
［
図
6–

1
・
2
、
口
絵
2
］。
ま
た
図
6–

3
で
ご
覧
の
と
お
り
墨
本
で
は
あ
る
が
、

各
字
形
は
双
鉤
塡
墨
の
よ
う
な
手
法
で
象
ら
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
図
6–

4
・
5

に
「
太
極
帖
」
部
分
と
の
比
較
を
示
し
た
。
一
目
に
し
て
、
別
系
統
の
墨
本
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
類
似
資
料
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実

は
、
単
に
後
世
の
偽
作
・
模
倣
作
と
判
断
し
て
分
析
を
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
国
内
に
伝
存
し
て
い
る
中
国
書
跡
の
資
料
の
伝
来
事
情
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
伝
来
時
に
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て

い
た
か
な
ど
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
よ
り
深
く
唐
様
書
を
理
解
す
る
手
立
て
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
本
作
品
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿
に
て
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
が
、

関
連
す
る
近
年
の
論
考
と
し
て
は
、
岩
坪
充
雄
氏
に
よ
る
江
戸
時
代
の
唐
様
書
と
和

刻
法
帖
に
関
す
る
調
査
報
告
、
な
ら
び
に
比
較
研
究
が
充
実
し
て
い
る
の
で
参
照
さ

れ
た
い
［
註
7
］。

　
と
こ
ろ
で
、
細
井
広
沢
に
関
わ
る
近
年
の
論
考
を
見
て
い
く
と
、
彼
の
著
と
し
て

図 5–2　拓本部分（一丁）　満願寺
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図 6–4　太極帖 部分対照（七丁裏、八丁表）　満願寺 図 6–1　墨帖（冒頭）　伝 朱熹　出光美術館

図 6–5　太極帖 部分対照（一八丁裏、一九丁表）　満願寺 図 6–2　墨帖（部分）

図 6–3　墨帖（部分拡大）
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様
」
的
表
現
を
包
み
込
ん
で
変
容
し
た
書
表
現
が
「
和
様
」
表
現
と
換
言
し
う
る
。

こ
の
変
容
が
、
室
町
時
代
に
な
る
こ
ろ
ま
で
に
書
式
に
お
け
る
形
式
化
と
、
流
儀
的

表
現
に
倣
い
親
し
ん
だ
亜
種
化
、
亜
流
化
そ
し
て
形
骸
化
と
い
っ
た
現
象
を
生
ん
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
理
解
の
上
で
、
改
め
て
唐
様
書
家
の
目
指
し
求
め
た
立
ち
位
置
を
考
え

る
時
、「
和
様
」
と
「
唐
様
」
の
表
現
行
為
に
か
か
る
意
識
区
分
の
存
在
自
体
は
理

解
し
う
る
が
、
こ
れ
ら
は
対
立
関
係
と
認
め
る
よ
り
も
、
別
の
価
値
観
の
上
に
発
生

す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
と
見
な
す
方
が
妥
当
か
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
に
お
け
る
書
道
（
書
法
）
教
授
者
と
し
て
は
、
新
参

者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
場
獲
得
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
そ
の
存
在
を
い
か
に
主
張

し
、
自
ら
の
優
位
性
を
説
い
て
、
ど
の
よ
う
に
世
に
名
を
知
ら
し
め
る
か
と
い
う

目
的
と
課
題
が
足
元
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
従
来
の
学
書
と
は
異
な
る
視
点
、
素

材
、
思
想
を
提
供
し
、
新
た
な
学
書
方
法
を
掲
げ
、
実
際
に
書
い
て
示
す
こ
と
。
ま

た
直
に
肉
筆
手
本
に
よ
っ
て
書
き
示
し
、
分
か
り
や
す
く
教
導
す
る
だ
け
の
論
理
を
、

教
授
者
と
し
て
の
後
ろ
盾
に
準
備
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
が
学
習
者
の
信
頼
を
獲
得
す

る
た
め
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。
そ
の
積
み
重

ね
を
後
押
し
し
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
社
会
的
な
中
国
憧
憬
と
文
人
趣
味
の
流
行
で

あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
今
日
に
い
う
国
際
的
規
準
と
し
て
の
多
様
性
を
目
標
に
図
っ

た
意
識
と
似
通
っ
て
み
え
る
。
ま
た
そ
れ
を
、
新
た
な
政
権
の
地
、
東
都
・
江
戸
に

お
い
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
は
重
要
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
多
芸
に
秀
で
た
と
さ

れ
る
広
沢
は
、
複
数
の
顔
を
持
つ
人
物
で
、
唐
様
の
能
書
家
と
し
て
の
自
己
実
現
に

向
け
た
想
い
は
、
殊
の
外
、
強
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
同
様
の
考
察
は
、
す
で
に
鈴

木
氏
の
論
考
の
中
に
「
江
戸
期
唐
様
書
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
役
を
担
っ
た
広

沢
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

た
る
論
考
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
指
摘
の
中
か
ら
主
要
課
題
を
整
理
し
て
、
こ
れ
に

関
す
る
私
見
を
少
し
加
え
て
お
き
た
い
。

①
鈴
木
晴
彦
「
細
井
広
沢
考
─
『
観
鵞
百
譚
』
を
中
心
に
─
」（『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
二

十
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
一
七
─
二
六
頁
［
註
8
］。

　
鈴
木
晴
彦
氏
は
、『
観
鵞
百
譚
』
所
収
の
百
話
に
登
場
す
る
人
物
と
そ
の
頻
度
に

つ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
覧
か
ら
見
え
て
く
る
広
沢
の
書
法
観
、
す
な
わ

ち
書
法
に
対
す
る
思
潮
は
、
同
書
中
の
言
で
あ
る
「
右
軍
以
後
、
唐
の
世
の
人
は
、

其
の
形
似
を
得
た
れ
ど
も
、
其
の
神
韻
を
得
ず
」「
形
似
神
韻
と
も
に
得
て
妙
な
る

は
、
唯
だ
趙
子
昂
一
人
の
み
な
り
と
」「
唐
宋
以
来
二
王
に
法
る
者
は
、
趙
公
に
如

は
な
し
」
等
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
見
え
る
と
す
る
。

　
鈴
木
氏
は
、
唐
様
書
家
・
広
沢
の
存
在
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
る
中
、「
江
戸
期

に
唐
様
書
が
流
行
し
た
要
因
と
し
て
、
幕
府
の
儒
学
奨
励
策
に
よ
る
中
国
文
化
受
容

の
機
運
の
増
大
」
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
た
め
「
唐
様
書
家
の
意
識
の
な
か
に
は
、

も
と
も
と
そ
の
源
流
を
中
国
書
法
に
求
め
る
傾
向
が
具
備
」
さ
れ
て
い
た
、
そ
し
て

「
自
身
の
書
法
の
正
統
性
を
中
国
書
法
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
に
あ
っ
た
」

と
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
江
戸
期
唐
様
書
家
の
説
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
な

か
に
は
、
し
ば
し
ば
和
様
書
家
に
対
応
す
る
意
識
が
見
え
隠
れ
し
、
そ
れ
が
唐
様
書

家
の
立
ち
位
置
と
も
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
和
様
書
家
と
唐
様
書
家
、
と
い
う
対
立
概
念
を
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
も

そ
も
こ
こ
で
扱
う
「
和
様
」
の
語
は
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
な
書
表
現
の
系
譜
を
指

し
示
す
も
の
で
あ
る
。
少
な
か
ら
ず
平
安
時
代
・
空
海
を
筆
頭
に
、
禅
僧
墨
蹟
と
の

関
係
性
ほ
か
を
含
み
な
が
ら
、
中
国
書
法
か
ら
の
何
等
か
の
影
響
を
も
受
け
て
発
展

し
た
も
の
が
日
本
の
書
表
現
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
大
き
な
意
味
で
は
古
来
の
「
唐
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も
宮
廷
文
化
の
範
疇
で
芽
吹
き
、
弟
子

た
ち
の
継
承
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
民

間
に
ま
で
波
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
も

時
代
が
進
む
中
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
沿

っ
て
、
写
本
と
版
本
と
い
う
二
つ
の
軌

道
で
世
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
影
響
を
、
広
沢
の
仮
名

書
字
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

図
7
は
、
満
願
寺
蔵
「
瀟
湘
八
景
詩
歌

巻
」
で
あ
る
。
こ
の
仮
名
書
部
分
に
は

松
花
堂
流
の
特
徴
を
も
っ
た
字
形
と
筆

致
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
当
時
の
天
皇

や
天
皇
周
辺
・
宮
廷
貴
族
た
ち
の
筆
跡

に
似
た
特
徴
も
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、

意
識
的
に
当
時
の
宮
廷
風
に
馴
染
む
書

風
を
書
い
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
細
井
広
沢
の
書
様
の

要
素
に
は
「
和
様
」
的
一
面
も
当
然
あ

る
訳
で
、
あ
え
て
こ
こ
に
「
唐
様
」
の

書
表
現
へ
の
意
識
を
問
う
な
ら
ば
、
中

国
古
典
・
漢
詩
文
を
題
材
と
す
る
こ
と

を
前
提
に
、
王
羲
之
由
来
の
書
表
現
の

一
形
態
が
転
じ
、
い
わ
ば
「
漢
字
書
専

用
書
法
」
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
広
沢
に
よ
る
唐
様
の
普
及
活
動
の
中
で
、
彼
の
著
述
『
観
鵞

百
譚
』
は
生
ま
れ
た
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
広
沢
流
唐
様
の
口
伝
的
存
在
で
あ
っ
た

内
容
が
他
者
に
よ
り
書
き
取
ら
れ
て
の
ち
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次

第
に
流
布
し
た
の
で
は
な
い
か
と
鈴
木
氏
は
推
察
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
後
期
以

降
に
世
尊
寺
流
書
道
が
伝
播
継
承
さ
れ
る
際
も
、
口
伝
で
あ
っ
た
秘
伝
が
文
字
に
書

き
取
ら
れ
、
書
写
継
承
さ
れ
て
普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
同

じ
現
象
を
辿
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
伝
播
し
て
い
く
中
で
は
、
個
々
の
解
釈
が
加
わ

っ
て
追
記
・
修
正
さ
れ
る
な
ど
の
変
容
を
も
っ
て
、
世
に
流
布
、
普
及
す
る
現
象
が

生
じ
う
る
。
こ
の
場
合
、
鈴
木
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
肉
筆
書
写
か
ら
版
本
に

よ
る
複
写
化
へ
の
展
開
が
、
こ
の
伝
播
に
拍
車
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ

う
し
た
普
及
の
結
果
が
、
唐
様
書
家
と
し
て
の
広
沢
の
名
を
大
い
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
へ
と
連
な
っ
て
い
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
動
向
が
、
武
家
の

み
な
ら
ず
有
力
庶
民
層
ま
で
の
、
唐
様
書
の
習
学
意
欲
を
大
い
に
高
め
て
、
市
場
を

席
捲
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
す
る
当
時
の
「
和
様
」
は
ど
う
か
と
問
え
ば
、
京
都
の
宮
廷
貴
族
色
を

帯
び
た
伝
統
的
な
表
現
が
主
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
と
東
都
・
江
戸

に
お
け
る
唐
様
書
の
流
行
は
、
陰
陽
の
ご
と
く
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
対
象
者
は
学
習
者
の
身
分
や
目
的
意
識
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る
た
め
、

容
易
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
、
江
戸
期
に
お
け
る
東
西
の
風
俗
的

特
質
の
分
別
も
あ
っ
て
、
新
た
な
和
様
の
書
表
現
に
関
し
て
も
、
各
々
が
欲
す
る
表

現
趣
向
を
抱
い
て
い
た
は
ず
だ
。
現
に
江
戸
期
は
「
入
木
道
」「
筆
道
」
と
い
う
語

で
和
様
に
因
む
書
風
を
大
別
し
て
扱
う
認
識
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
相
は
、
例
え
ば
松
花
堂
昭
乗
に
因
む
、
松
花
堂
流
の
手
本
に
学
ん
だ
後
世

の
学
書
行
為
の
展
開
実
態
な
ど
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
松
花
堂
流
は
、
そ
も
そ

図 7　瀟湘八景詩歌巻（部分）　細井広沢　享保元年（1716）　満願寺
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唐
様
同
士
で
の
対
立
が
激
化
し
て
い
た
。「
和
様
」
は
家
の
書
を
墨
守
す
る
た

め
に
内
向
き
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、「
唐
様
」
は
そ
の
書
の
正
統
性

を
世
に
示
さ
ん
と
し
て
多
分
に
排
撃
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
、
儒
学
を
め
ぐ
っ
て
朱
子
学
派
と
陽
明
学
派
の
対
立
が
顕
著
な
も
の
と
な

り
、
諸
派
の
乱
立
を
招
い
た
が
、
こ
れ
と
同
様
の
現
象
が
唐
様
書
に
お
い
て
も

起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
唐
様
書
を
生
業
と
し
た
人
物
が
想
像
以
上
に
多
か
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
広
沢
の
息
子
・
九
皐
著
『
墨
道
私
言
』
巻
一
の
一
節
か
ら
も
読
み

取
れ
る
［
註
10
］。
以
下
、
引
用
。

一
、
我
家
に
来
遊
す
る
人
、
如
何
や
う
の
悪
筆
と
云
ふ
と
も
、
忽
に
善
書
と
す

べ
し
と
、
善
書
と
云
は
、
俗
に
云
ふ
筆
垢
を
ぬ
く
と
云
ふ
事
也
、
書
上
に
露
し

人
に
授
る
書
家
あ
り
、
数
年
修
行
し
、
及
老
年
や
う
や
う
人
に
知
ら
る
ゝ
こ
と

さ
へ
成
就
せ
ぬ
人
も
あ
り
、
如
何
ほ
ど
出
精
し
て
も
同
所
に
住
、（
中
略
）
斯
様

に
難
き
道
な
る
を
、
我
門
に
入
人
必
ず
善
書
す
と
す
べ
し
と
云
は
、
皆
賣
師
口

上
と
云
も
の
也
、
心
頭
明
な
る
人
は
、
俗
物
と
て
も
不
肯
事
也
、
よ
く
〳
〵
分

別
す
べ
し

こ
の
よ
う
に
九
皐
が
「
賣
師
口
上
」「
よ
く
よ
く
分
別
」
と
記
す
中
か
ら
も
、
そ
れ

だ
け
多
く
の
唐
様
諸
派
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
そ

れ
ら
の
存
在
が
、
広
沢
・
九
皐
父
子
の
正
統
的
感
覚
と
は
、
価
値
観
の
異
な
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
も
察
し
う
る
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
主
張
内
容
や
論
理
展
開
が
、
そ

の
ま
ま
世
の
主
導
的
立
場
と
し
て
社
会
に
認
知
さ
れ
、
広
沢
流
の
書
の
み
が
、
広
範

解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
隠
元
隆
琦
を
は
じ
め
、
黄
檗
禅
僧
が
多
く
日
本
へ
と
渡
来
し
た
江
戸
時
代
前
期
は
、

新
た
な
「
型
」
と
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
従
来
の
書
表
現
の
意
識
が
「
変
容
」
す
る
と

同
時
に
、
新
旧
の
書
表
現
に
お
け
る
垣
根
が
崩
れ
て
融
和
し
、
自
由
さ
と
多
様
さ
が

拡
が
り
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
背
景
の
下
、
宮
廷
に
お
け
る
有

職
故
実
の
厳
密
な
伝
承
主
義
と
は
別
に
、
新
し
く
「
唐
様
」
の
「
規
矩
」
が
加
え
て

示
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
、
唐
様
流
行
の
発
現
を
促
す
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

②
永
由
徳
夫
「
細
井
広
沢
『
観
鵞
百
譚
』
解
題
」（『
群
馬
大
学
共
同
教
育
学
部
紀
要

　人
文
・

社
会
科
学
編
』
第
七
十
巻
、
二
〇
二
一
年
）、
二
七
─
三
七
頁
。

　
永
由
徳
夫
氏
は
、
近
年
『
修
美
』
誌
に
お
い
て
江
戸
時
代
の
書
論
の
解
説
を
連
載

さ
れ
て
い
る
［
註
9
］。
そ
の
意
図
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
唐
様
書
家
た
ち
が
ま
と

め
た
書
論
を
熟
読
す
る
と
、
そ
の
中
に
見
え
て
く
る
実
態
が
現
代
の
書
道
界
と
同
調

性
が
高
い
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
学
書
姿
勢
の
歴
史
観
が
今
な
お
継
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
広
く
理
解
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

　
永
由
氏
の
論
も
ま
た
『
観
鵞
百
譚
』
の
存
在
価
値
を
、
日
本
書
道
史
上
に
改
め
て

問
い
直
し
、
新
た
な
意
味
づ
け
と
解
釈
を
施
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
『
観
鵞
百

譚
』
の
特
徴
と
し
て
、
唐
様
書
家
で
あ
る
広
沢
が
、
中
国
書
法
の
故
事
逸
話
と
と
も

に
日
本
書
道
の
故
事
に
も
触
れ
て
、
い
わ
ば
日
中
の
書
道
史
の
概
要
を
俯
瞰
す
る
視

点
で
語
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

書
学
書
道
史
分
野
で
は
一
般
に
、
当
時
流
儀
書
道
と
し
て
陋
習
に
陥
っ
て
い

た
「
和
様
」
の
対
立
軸
と
し
て
「
唐
様
」
が
興
起
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
「
唐
様
」
は
か
な
り
初
期
の
段
階
か
ら
そ
の
書
風
を
め
ぐ
っ
て
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公
の
正
統
と
認
知
さ
せ
よ
う
と
の
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
政
策
と
解
せ

る
実
情
は
『
紫
薇
字
様
』
の
冒
頭
、
唐
様
の
師
で
あ
る
先
達
・
北
島
雪
山
の
画
像
を

掲
げ
て
い
る
点
、
ま
た
雪
山
の
愛
用
し
て
い
た
印
章
「
君
子
存
之
」
を
、
広
沢
が
受

け
継
い
だ
こ
と
を
敢
え
て
掲
げ
述
べ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
広
沢
が
実
作
品
に
お
い

て
冠
防
印
と
し
て
、
こ
の
印
章
を
多
く
活
用
し
て
い
る
点
か
ら
窺
い
知
れ
る
も
の
で

あ
る
［
図
8
］。

　
　
小
括 

─
─ 

日
本
書
道
の
伝
統
に
み
る
包
括
力

　
古
来
、
日
本
の
歴
代
能
書
た
ち
は
、
書
体
や
書
風
を
書
き
分
け
る
意
識
を
も
ち
、

書
表
現
の
多
様
さ
に
対
し
て
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
空
海
が

活
躍
し
た
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
事
実
で
あ
る
。

　
南
北
朝
時
代
の
書
論
と
し
て
著
名
な
尊
円
親
王
『
入
木
抄
』「
一
、
入
木
道
の
一

流
、
本
朝
は
異
朝
に
超
た
る
事
」
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
［
註
11
］。

弘
法
大
師
入
唐
の
時
、
王
宮
の
壁
字
、
王
羲
之
筆
の
一
間
破
損
す
。
其
の
仁
無

き
に
依
り
之
を
欠
く
。
大
師
、
勅
を
奉
じ
て
書
け
る
は
、
普
代
よ
り
唐
朝
に
至

る
ま
で
久
し
く
絶
え
た
る
道
を
興
さ
れ
し
上
に
、
万
里
の
波
濤
を
隔
て
名
を
唐

國
に
馳
す
と
書
た
り
。（
中
略
）
こ
れ
に
よ
り
て
諸
道
、
唐
朝
の
風
を
う
つ
す
と

い
へ
ど
も
、
手
跡
の
事
は
、
唐
書
の
説
、
あ
な
が
ち
に
こ
の
口
伝
の
外
、
他
説

を
用
い
ず
候
。
従
い
候
い
て
、
近
来
、
宋
朝
の
筆
体
、
多
分
、
神
妙
に
あ
ら
ず

候
。
当
世
文
学
の
輩
、
宋
朝
の
筆
躰
を
摸
す
る
間
、（
中
略
）
本
朝
は
毎
に
事
跡

を
追
い
て
國
風
を
失
わ
ざ
る
な
り
。
異
朝
は
し
か
ら
ず
。
先
代
の
旧
風
を
改
め

て
、
當
世
の
風
俗
を
流
布
せ
し
む
る
な
り
。
仍
ち
筆
躰
も
皆
改
む
る
な
り
。

に
行
き
渡
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
広
沢
父
子
が
、
和
製
の
筆
で
は
な
く

唐
筆
に
執
着
し
て
い
た
様
子
を
同
書
に
み
る
ほ
か
、
執
筆
法
（
撥
蹬
法
）
の
詳
細
な

解
説
も
同
様
、
正
統
性
の
説
明
を
図
解
し
、
丁
寧
に
論
じ
て
示
す
点
は
、
攻
守
一
体

の
、
い
わ
ば
政
策
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
ま
た
永
由
氏
は
、
広
沢
が
別
の
著
述
『
紫
薇
字
様
』
で
語
っ
て
い
る
書
法
論
に
お

い
て
、
明
・
文
徴
明
の
書
を
善
書
の
価
値
基
準
と
見
立
て
、
唐
様
書
法
の
淵
源
に
も

触
れ
な
が
ら
、
自
身
が
王
羲
之
書
法
の
正
統
な
書
法
を
理
解
し
て
い
る
と
主
張
す
る

点
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
当
時
、
世
に
流
布
し
て
い
た
中
国
書
法
論
の
一

つ
、
明
の
黄
鏊
・
黄
鉞
編
『
内
閣
秘
伝
字
府
』
へ
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
の

指
摘
に
着
目
し
た
い
。
つ
ま
り
広
沢
自
身
の
理
解
は
、
大
い
に
流
布
す
る
社
会
常
識

の
否
定
の
上
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
広
沢
は
代
替
と
な
る
別
種
の
新
提
案

を
提
供
し
、
そ
の
正
統
性
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
広
沢
流
の
唐
様
書
を
、図 8　細井広沢『紫薇字様』（九丁裏）　満願寺
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を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
能
書
の
み
な
ら
ず
、
日
本
書
道
史
上
に
名
を

連
ね
る
書
き
手
た
ち
が
、
筆
墨
に
よ
る
文
字
造
形
の
表
現
に
意
欲
を
示
し
て
い
た
こ

と
、
な
い
し
潜
在
的
に
も
そ
う
し
た
表
現
意
識
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、

そ
の
意
識
は
場
に
応
じ
て
時
折
、
表
舞
台
へ
と
出
て
く
る
。
そ
う
し
た
結
果
と
し
て

の
造
形
か
ら
、
書
風
、
書
様
、
そ
し
て
書
法
の
特
徴
が
分
析
的
に
読
み
解
か
れ
る
こ

と
で
、
書
き
手
へ
の
共
感
や
意
識
共
有
の
可
能
性
は
高
ま
り
、
ま
た
理
解
は
深
ま
る
。

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
可
能
性
も
生
ま
れ
る
。
文
字
の
造
形
を
意
匠

的
に
象
ろ
う
と
し
た
り
、
奏
曲
の
ご
と
く
情
緒
的
な
気
分
で
筆
を
運
び
、
通
常
と
は

異
な
る
表
現
を
成
し
得
た
り
し
た
能
書
た
ち
の
息
吹
は
、
文
字
資
料
が
語
る
ほ
ど
論

理
的
で
は
な
く
と
も
、
書
表
現
の
実
態
は
実
に
多
弁
で
、
多
彩
さ
を
許
容
し
て
、
広

が
り
を
も
っ
た
発
展
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
桃
山
時
代
以
降
の
絵
画
史
で
は
、
狩
野
派
や
長
谷
川
派
ら
が
本
格
的
な
漢
画
学
習

を
な
し
、
新
た
な
表
現
形
式
で
活
躍
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
村
田
珠
光
の
言
「
和
漢

の
境
を
紛
ら
か
す
」
美
意
識
の
反
映
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
、
書
表

現
に
お
い
て
も
同
様
の
解
釈
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
に
は
和

漢
朗
詠
集
の
筆
記
に
お
い
て
漢
字
と
仮
名
を
併
置
し
て
書
く
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
発

展
形
式
と
し
て
十
二
世
紀
に
入
っ
た
頃
に
は
、
漢
字
と
仮
名
を
混
交
さ
せ
、
調
和
さ

せ
て
書
く
形
式
が
自
然
と
定
着
し
て
い
っ
た
。
す
で
に
こ
の
時
に
、
漢
字
の
表
情
を

和
様
の
風
趣
へ
と
い
く
ら
か
変
容
さ
せ
、
仮
名
の
温
雅
な
表
情
へ
と
い
く
ら
か
風
趣

が
見
合
う
よ
う
、
表
現
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
後
、

こ
う
し
た
美
意
識
は
、
多
様
な
実
践
を
重
ね
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註
1
�
林
進
「
素
庵
の
軌
跡
─
そ
の
書
跡
と
書
誌
学
的
業
績
に
つ
い
て
」（
展
覧
会
図
録
『
没
後

三
七
〇
年
記
念
・
角
倉
素
庵
』、
大
和
文
華
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

こ
う
し
た
意
識
が
後
世
へ
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
、
日
本
の
書
表
現
の
造
形
意
識
は
発

展
し
て
き
た
。
日
本
は
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
中
で
、
中
国
書
法
と
日
本
書
道
、
な

い
し
和
様
と
唐
様
と
い
う
明
確
な
区
別
意
識
を
も
た
ず
、
も
っ
と
ゆ
る
や
か
な
包
括

的
意
識
の
下
で
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
丸
山
猶
計
氏
は
、
孫
過
庭
が
『
書
譜
』
で
述
べ
る
「
兼
通
」
に
注
目
し
、
王
羲
之

が
複
数
の
書
体
に
兼
ね
通
じ
た
能
書
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
を
元
に
、
そ
の
思
想
が
空

海
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
説
く
。「
風
信
帖
」
三
通
そ
れ
ぞ
れ
に
書
風
が
異
な

っ
て
い
る
事
実
も
、
こ
の
「
兼
通
」
の
意
に
準
じ
る
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
傾
向
は
、
の
ち
の
小
野
道
風
の
能
書
像
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
、
漢

字
筆
記
に
お
け
る
書
体
・
書
風
の
混
交
は
、「
玉
泉
帖
」（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）

を
代
表
と
し
て
、「
三
体
白
氏
詩
巻
」（
国
宝
、
正
木
美
術
館
蔵
）
の
よ
う
に
、
楷
・
行
・

草
の
三
書
体
を
併
置
す
る
形
式
で
あ
る
も
の
も
ま
た
、
こ
の
「
兼
通
」
の
意
識
に

基
づ
く
と
い
う
。
こ
れ
は
王
羲
之
を
尊
崇
す
る
書
法
理
論
に
由
来
し
た
、
複
数
の

書
体
・
書
風
を
書
き
分
け
る
実
践
の
存
在
よ
り
能
書
像
を
探
る
も
の
で
あ
る
［
註
12
］。

王
羲
之
の
書
法
を
伝
え
た
と
す
る
日
本
書
道
史
上
の
概
念
と
、
空
海
や
小
野
道
風
の

筆
跡
と
し
て
今
日
伝
存
す
る
遺
墨
群
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
理
解
の
前
提
と

な
る
資
料
に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
不
透
明
な
点
が
多
い
だ
け
に
、
例
え
ば
空
海
の

書
様
を
多
種
多
彩
な
る
も
の
と
み
な
す
理
解
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
書

様
に
対
す
る
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
と
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

　
文
字
造
形
を
筆
墨
素
材
に
よ
っ
て
表
現
す
る
行
為
が
、
単
に
文
字
を
書
く
・
筆
記

す
る
と
い
う
、
そ
の
実
用
的
行
為
と
は
、
ま
た
別
の
世
界
観
の
下
に
機
能
し
て
い
た

事
実
は
揺
る
が
な
い
。
一
方
、
こ
の
二
つ
の
要
因
と
諸
条
件
を
つ
な
ぐ
た
め
の
人
の

介
在
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、
研
究
の
手
法
が
異
な
る

こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
分
析
や
解
釈
に
お
け
る
方
法
論
自
体
も
、
よ
り
一
層
の
吟
味
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一
─
四
三
頁
参
照
。
ほ
か
『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
・
雑
部
、
参
照
。

註
12
�
丸
山
猶
計
「
王
羲
之
と
小
野
道
風
」（
展
覧
会
図
録
『
神
品
至
宝
　
台
北
國
立
故
宮
博
物

院
』、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
）。
ほ
か
同
「
飛
来
種
子
の
開
花
─
王
羲
之
書
法

の
受
容
と
和
様
へ
の
予
感
」（『
墨
』
第
二
百
八
十
号
二
〇
二
三
年
一
・
二
月
号
、
二
〇
二

二
年
十
二
月
）。
同
「
講
演
録
　
小
野
道
風
の
筆
跡
の
特
色
と
能
書
像
」（『
京
都
語
文
』

第
十
八
号
、
二
〇
一
一
年
）。

註
2
�
拙
稿
「
烏
丸
光
廣
の
書
に
み
る
古
典
受
容
の
一
形
態
─
書
き
分
け
の
行
為
に
つ
い
て
」

（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
九
九
年
一
月
）。
な
ら
び
に
『
日
本
美
術
に

お
け
る
「
書
」
の
造
形
史
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
第
六
章
参
照
。

註
3
�
同
書
、
四
九
九
─
五
〇
〇
頁
参
照
。
本
稿
は
、
展
覧
会
図
録
『
室
町
時
代
の
美
術
』（
東
京

国
立
博
物
館
、
一
九
八
九
年
）
所
収
「
室
町
文
化
と
〈
書
〉」
の
再
録
。

註
4
�
小
松
茂
美
『
日
本
書
流
全
史
』（
上
）「
Ⅶ
書
流
系
譜
の
成
立
と
分
類
」（
講
談
社
、
一
九

七
〇
年
）
参
照
。
た
だ
し
同
書
「
Ⅷ
書
流
の
展
開
と
定
着
」
で
は
、「
６
御
家
流
と
唐
様
」

の
「
Ｃ
唐
様
と
御
家
流
」
項
に
お
い
て
、「
唐
様
は
そ
の
御
家
流
に
対
立
す
る
も
の
で
、

中
国
渡
来
の
書
風
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
概
念
と
し
て

綴
っ
た
文
と
理
解
す
る
。
ま
た
そ
の
後
に
「
漢
字
と
い
う
も
の
は
御
家
流
の
主
体
を
成
す

か
な
と
違
っ
て
、
耳
か
ら
入
る
だ
け
で
は
到
底
満
足
に
用
を
弁
じ
が
た
い
、
と
い
う
特
殊

性
を
も
っ
て
い
る
。
目
で
見
、
形
を
調
え
て
書
く
。
む
ろ
ん
美
し
く
と
い
う
の
は
人
間
の

本
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
書
法
に
結
び
つ
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
ぬ
宿
命
を

担
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
観
点
を
重
要
視
し
て

再
考
を
お
こ
な
っ
た
。

註
5
�
大
和
延
年
『
二
老
略
伝
』（
甫
喜
山
景
雄
、
一
八
八
四
年
）
参
照
。
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://dl.ndl.go.jp/pid/781277/
）。

註
6
�
米
田
彌
太
郎
氏
は
『
二
老
略
伝
』
中
の
「
柳
沢
家
蔵
に
朱
文
公
大
字
真
蹟
を
双
鉤
し
て
正

面
に
墨
本
を
作
る
」
を
引
い
て
解
説
を
施
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
米
田
彌
太
郎
「
北
島

雪
山
と
細
井
広
沢
の
書
学
」（『
近
世
書
人
の
表
現
と
精
神
─
続
近
世
日
本
書
道
史
論
攷
─
』

第
二
項
、
柳
原
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
三
七
頁
参
照
。

註
7
�
岩
坪
充
雄
「
唐
様
法
帖
の
書
誌
学
的
問
題
点
」（『
文
京
学
院
大
学
外
国
語
学
部
・
文
京
学

院
短
期
大
学
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
三
〇
九
─
三
二
八
頁
。
同
「
和
刻
法
帖

理
解
の
た
め
に
─
近
世
毛
筆
文
化
理
解
の
一
歩
─
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
十

二
号
、
二
〇
一
二
年
）、
六
一
─
九
四
頁
。

註
8
�
鈴
木
晴
彦
「
王
羲
之
書
法
を
中
心
と
す
る
江
戸
和
様
書
家
の
唐
様
書
受
容
に
つ
い
て
」

（『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
十
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
三
七
─
五
六
頁
も
参
照
。

註
9
�
永
由
徳
夫
「
江
戸
時
代
の
書
論
（
4
）・
細
井
光
沢
『
観
鵞
百
譚
』」（『
修
美
』
第
三
十
五

号
百
二
十
八
巻
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

註
10
�

 『
日
本
書
画
苑
』
第
一
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
）
所
収
、
三
九
五
─
四
二
一
頁
参
照
。

国
立
国
会
図
書
館
（https://dl.ndl.go.jp/pid/945820/1/208

）。
ほ
か
『
日
本
書
論
集
成
』

第
六
巻
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）
掲
載
参
照
。

註
11
�
安
藤
隆
弘
解
義
『
入
木
抄
』
書
論
双
書
5
（
日
本
習
字
普
及
協
会
、
一
九
八
一
年
）、
四
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A Study and Analysis on Calligraphic Expressions of the Edo Period (1)

  KASASHIMA, Tadayuki

 A survey of the characteristics of Edo period calligraphy reveals that traditional expressions 
inherited and nurtured by the aristocracy from the past formed a core, and the expressions spread across 
the general public.  This clearly indicates the formalization of calligraphy as a practical expression and 
the spread of writing with a brush as educational foundations were increasingly being formed.  On 
the other hand, karayō (Chinese style) calligraphy emerged during the new era.  During the turbulent 
period from the late Ming to  Qing dynasties in China, many Chinese (Zen monks of the Ōbaku-sect, 
literati, and merchants) traveled to Japan and introduced the values of this new calligraphic style.  As 
a result, cultural figures in Japan who were devoted to Chinese taste praised the Chinese calligraphic 
style and accepted it as the new norm of calligraphic expression.  The awareness towards these two 
trends developed under the simple oppositional concept of Japan and China, giving rise to dualistic 
terminologies as shodō in Japan and shohō in China, or wayō (Japanese style) and karayō.
 In the following series of articles, the study revisits the characteristics of calligraphic expression 
from the Edo period.  First, this paper reviews the history of past studies and identifies unresolved 
issues.  In particular, the paper demonstrates that renewed awareness towards different letter forms and 
calligraphy styles are seen in the period of Hon’ami Kōetsu and Shōkadō Shōjō from the Momoyama 
period to the early Edo period.  Further, this paper indicates that developments in practicing 
calligraphy— in which calligraphers learned to accept, study, and express various writing forms and 
styles— are also apparent in karayō calligraphers active after Hosoi Kōtaku and thus, there is continuity 
in this practice.
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