
・
書
写
か
ら
書
道
ヘ
ー
ー
ー
～
書
の
美
を
求
め
て

小
中
学
校
で
学
ん
だ
書
写
は
、
言
語
活
動

の
二
つ
’
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
文
字
を
正

し
く
整
え
て
書
く
こ
と
が
目
標
で
し
た
。

　
高
校
の
書
道
は
、
芸
術
科
に
属
し
て
い
ま

す
。
書
写
の
能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
古

今
の
優
れ
た
筆
跡
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、

表
現
力
や
創
造
力
を
磨
い
て
い
く
こ
と
が
目

標
と
な
り
ま
す
。

　
文
字
は
、
こ
と
ば
を
記
録
し
伝
達
す
る
た

め
の
記
号
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

漢
字
や
仮
名
は
発
生
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
人
間
の
営
み
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

が
生
ま
れ
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
筆
や
墨
と
い
う
古
来
の
書
写
用
具

は
、
た
だ
単
に
記
録
し
伝
達
す
る
と
い
う
役

割
だ
け
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
文
字
か
ら
造

形
的
な
美
し
さ
が
自
然
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う

な
微
妙
な
働
き
を
し
ま
す
。

　
書
作
品
は
、
漢
字
や
仮
名
を
素
材
と
し
て

美
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。
書
い
た
人

の
心
情
や
人
間
性
が
文
字
の
上
に
に
じ
み
出

り
ょ
ふ
お
つ
ゆ
う
　
ぃ
ん

旅
父
乙
由
　
殷
時
代
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て
、
独
特
（
心
味
わ
い
を
生
み
ま
す
。
さ
ら
に

時
代
や
風
土
を
反
映
し
て
、
実
に
多
彩
な
美

を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
に
掲
げ
た
文
字
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

美
し
く
整
っ
た
文
字
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
や
表
情
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く

で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
か
ら
学
習
す
る
書
道
で
は
、
こ
れ
ら

の
さ
ま
ざ
ま
な
書
の
美
に
ふ
れ
な
が
ら
、
そ

の
表
現
と
技
法
を
学
び
ま
す
。
同
時
に
、
書

の
美
を
と
お
し
て
自
分
の
心
を
よ
り
豊
か
に

し
て
い
く
こ
と
も
目
標
に
な
り
ま
す
。
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執
筆
法

懸
腕
・
双
鈎
法

提
腕
・
単
鈎
法
（
円
内
は
枕
腕
・
単
鈎
法
）

　　　　／

　　　＝　　＝　　　　－

・　　　＝　ｊ　　-,岫当会－

戸四回T‾゛‾

　‥一一一一一一　一一一一一一－　－-･-… '‘‘･WI゛"

J-

　………………;願琴f‾　　　　　　　………:,男　’7　　　:

　　　………171喝

立
っ
て
書
く
方
法

床
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
潜
く
方
法

　
書
道
の
学
習
に
当
た
っ
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
姿
勢
や
執

筆
法
（
構
え
方
、
持
ち
方
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
す
。

　
机
に
向
か
い
、
椅
子
に
浅
く
腰
を
か
け
て
、
背
す
じ
を
仲
ば
し
、

両
足
は
自
然
に
開
く
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
肩
の
力
を
抜
き
、

右
腕
と
左
腕
の
脇
を
離
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
自
然
な
姿
勢
で

構
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

【
構
え
方
】

懸
腕
法
　
ひ
じ
を
宙
に
浮
か
せ
て
構
え
る
方
法
。
大
き
い
文
字
を

　
　
　
　
書
く
の
に
適
し
て
い
ま
す
。

提
腕
法
　
ひ
じ
を
軽
く
机
に
つ
け
、
手
首
を
あ
げ
て
構
え
る
方
法

　
　
　
　
で
す
。
こ
の
他
に
、
枕
腕
法
と
い
っ
て
、
一
方
の
手
を

　
　
　
　
枕
の
よ
う
に
し
て
書
く
方
法
も
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も

　
　
　
　
小
さ
い
文
字
を
書
く
の
に
適
し
て
い
ま
す
。

【
持
ち
方
】

単
純
法
　
親
指
と
人
さ
し
指
で
筆
管
を
持
ち
、
中
指
で
内
側
か
ら

　
　
　
　
支
え
て
薬
指
・
小
指
を
そ
え
る
持
ち
方
で
す
。

双
鈎
法
　
親
指
と
人
さ
し
指
・
中
指
で
筆
管
を
持
ち
、
薬
指
・
小

　
　
　
　
指
を
内
側
か
ら
そ
え
る
方
法
で
す
。
大
き
い
文
字
を
書

　
　
　
　
く
の
に
適
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
、
紙
の
大
き
さ
や
文
字
の
大
き
さ
、
字
数
な
ど
に
よ
っ

て
、
立
っ
て
書
い
た
り
、
床
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
り
、
中
腰
で
書
く

な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

６



【
３
】
毛
筆
の
特
性

。
【
弾
力
性
】

　
毛
筆
は
、
硬
筆
な
ど
に
見
ら
れ
な
い
優
れ
た
弾
力
性
を
持

　
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
筆
毛
の
種
類
や
製
法
に
よ
っ
て
そ

　
の
性
能
も
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
、
筆
毛
に
は
、
圧
力

　
を
加
え
る
と
、
そ
れ
を
は
ね
返
す
力
が
働
き
、
自
ら
元
に
戻

　
ろ
う
と
す
る
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
な
お
、
筆
の
種
類
に
よ

　
っ
て
墨
の
含
ま
せ
方
や
筆
の
お
ろ
し
方
が
異
な
り
ま
す
。

起
筆
（
図
①
）

Ｊ
起
筆
か
ら
送
筆
に
移
る
（
図
②
）

Ｊ

　
基
本
と
な
る
横
画
「
一
」
を
書
く
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
図
①
）
起
筆
・
：
直
筆
（
筆
管
を
垂
直
に
立
て
て
書
く
）
で
、
左
上
方
よ
り
筆
先
を
入
れ
、
（
図
②
）
圧
力

を
加
え
て
、
（
図
③
）
送
筆
…
そ
の
ま
ま
右
方
向
へ
送
り
ま
す
。
（
図
④
）
収
筆
・
：
最
後
の
止
め
る
と
き
は
、

送
っ
て
き
た
筆
を
い
っ
た
ん
止
め
、
も
う
一
度
圧
力
を
加
え
、
（
図
⑤
）
押
し
返
し
な
が
ら
筆
を
立
て
直

し
、
紙
か
ら
離
し
て
終
わ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
筆
毛
は
元
の
形
に
戻
っ
て
い
る
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
⑤
）

送
筆
（
図
③
）

ノ

　　　　　　j

〃I゛

　

こ
の
よ
う
な
筆
毛
の
は
ね
返
す
力
は
、
筆
毛
の
硬
さ
、
柔
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
に
よ
っ
て
異
な
り
、
毛
の
長
短
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。

　
筆
の
使
い
方
（
用
筆
）
、
筆
の
運
び
方
（
運
筆
）
を
学
習
し
、
そ
の
要
領
を
理
解
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

７
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書
道
用
語

【
拓
本
】
　
石
や
本
、
金
属
な
ど
に
刻
ま
れ
た
文
字
や
絵
画
の
上
に
紙
を
あ
て
、

墨
を
つ
け
た
タ
ン
ポ
を
使
っ
て
そ
れ
ら
を
写
し
取
る
方
法
で
す
。
碑
な
ど
の
全
体

を
拓
本
に
採
っ
た
も
の
を
全
拓
ま
た
は
全
損
（
十
七
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
い
い
、
そ

れ
ら
を
一
行
ご
と
に
切
っ
て
張
り
込
ん
だ
も
の
を
剪
装
本
と
い
い
ま
す
。

　
同
じ
碑
版
で
も
、
拓
本
の
採
り
方
に
よ
っ
て
昧
わ
い
に
違
い
が
出
ま
す
。

［
法
帖
］
古
人
の
優
れ
た
書
を
石
や
本
に
刻
し
て
拓
本
に
採
り
、
臨
書
や
鑑
賞

に
便
利
な
よ
う
に
帖
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
す
。
北
宋
の
時
代
（
九
六
〇
１
一
一

二
七
年
）
か
ら
王
義
之
の
書
を
中
心
に
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
写
真
な

ど
に
よ
る
複
製
技
術
が
な
か
っ
た
時
代
、
名
跡
を
残
し
普
及
さ
せ
る
方
法
の
一
つ

で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
て
い
じ
ょ
う
　
　
　
じ
ゆ
う
し
ち
じ
ょ
う
　
　
　
じ
ゆ
ん
か
か
く
じ
ょ
う

　
代
表
的
な
法
帖
に
「
蘭
亭
帖
」
「
十
七
帖
」
「
淳
化
閣
帖
」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。

【
書
体
】
書
体
は
字
体
と
も
い
い
、
文
字
の
様
式
の
こ
と
で
す
。
漢
字
に
は
、

篆
・
隷
・
楷
・
行
・
草
と
い
う
五
つ
の
書
体
が
あ
り
ま
す
。
古
今
の
名
跡
を
集
め
、

字
典
と
し
て
編
集
し
た
も
の
を
書
体
字
典
と
い
い
ま
す
。

【
書
写
体
・
異
体
字
】
書
写
体
は
、
活
字
体
に
対
す
る
語
で
す
。
書
写
上
の

便
利
さ
か
ら
書
き
な
ら
さ
れ
、
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
書
体
で
す
。
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貨
こ
ブ
ぶ
、
漢
字
応
正
字
に
対
す
る
語
て
す
。
占
一
画
の
増
減
や
偏
と
旁
の
位
置

の
入
れ
か
わ
り
な
ど
に
よ
っ
て
、
字
形
が
正
字
と
異
な
る
文
字
を
い
い
ま
す
。

［
書
法
］
文
字
を
美
し
く
書
く
法
則
を
い
い
ま
す
。
書
法
に
は
、
執
筆
法
や
用

筆
法
、
馳
噺
法
、
胆
影
法
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
つ
つ
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。

【
童
四
一
風
】
　
文
字
の
書
き
ぶ
り
の
こ
と
で
す
。
筆
者
の
個
性
や
美
意
識
、
時
代
、

地
域
風
上
な
ど
の
違
い
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
書
風
が
生
ま
れ
ま
す
。

【
筆
意
】
　
運
筆
・
用
筆
の
際
の
筆
者
の
心
構
え
や
心
情
を
い
い
ま
す
。
筆
者
の

表
現
上
の
ね
ら
い
や
特
徴
を
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

［
筆
脈
・
気
脈
］
　
筆
の
つ
な
が
り
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
運
筆
の
際
、
点
画

が
気
分
的
に
も
形
の
う
え
か
ら
も
連
続
し
た
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
を
い
い
ま
す
。

ま
た
、
運
筆
の
際
の
気
持
ち
の
つ
な
が
り
、
流
れ
を
気
脈
と
い
い
ま
す
。
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【
開
架
結
構
】
間
架
と
は
、
各
点
画
の
間
の
と
り
方
を
い
い
、
結
構
と
は
、
各
　
］

点
画
の
組
み
合
わ
せ
方
を
い
い
ま
す
。
余
白
を
整
え
て
字
形
を
整
然
と
さ
せ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
（
偏
と
旁
・
冠
と
脚
な
ど
）
を
効
果
的
に
配
置
す
る
こ
と
を
開

架
結
構
法
と
い
い
ま
す
。
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楷
書

［
］
珊
㈲
〔
〕
用
筆
・
運
筆
法
や
、

字
形
の
と
り
方
に
注
意
し
て
練
習
を
し
ま
し
ょ
う
。

敷

毫叉

影

（
半
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）
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楷
書
の
用
筆
法

’
・
・
楷
書
は
漢
字
学
習
の
最
も
基
本
と
な
る
書
体
で
す
。
楷
書

の
用
筆
法
・
結
構
法
を
学
ぶ
こ
と
は
、
他
の
書
体
を
書
く
場

合
に
も
役
立
ち
ま
す
。

　
基
本
と
な
る
点
画
（
点
や
線
）
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が

あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
点
画
は
下
図
に
示
し
た
と
お
り
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
起
筆
・
送
筆
・
収
筆
の
三
つ
の
要
素
を
持
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
基
本
点
画
の
用
筆
に
習
熟
す
る
こ
と
が
、
書
道

学
習
の
第
一
歩
で
す
。

　
左
に
「
永
」
の
字
の
古
典
を
示
し
ま
し
た
が
、
楷
書
の
基

本
点
画
の
用
筆
を
「
永
」
の
一
字
に
集
約
し
て
説
い
た
も
の

で
、
古
来
、
「
永
字
八
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

永
字
ハ
法

自
収
筆

送
筆

起
筆71/［j
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千
年
之
聖
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欧
陽
洵
　
九
成
宮
酸
泉
銘

唐
の
四
大
家

　
楷
書
は
、
五
世
紀
初
め
、
北
魏
の
時
代
に
成
立
し
、
隋
・
唐
代
に

い
た
っ
て
標
準
体
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
ま
し
た
。

　
こ
と
に
、
初
唐
の
太
宗
（
在
位
六
壬
ハ
上
八
四
九
）
の
時
代
は
、
書
の
最

盛
期
と
も
い
わ
れ
、
太
宗
と
と
も
に
そ
の
家
臣
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
初

唐
の
三
大
家
」
に
代
表
さ
れ
る
書
の
名
手
が
多
く
生
ま
れ
ま
し
た
。

彼
ら
の
書
い
た
楷
書
は
、
い
ず
れ
も
書
を
学
ぶ
者
の
模
範
と
な
り
、

な
が
く
今
日
ま
で
重
ん
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
み
な
楷

書
と
し
て
の
基
本
条
件
を
共
通
し
て
持
ち
な
が
ら
、
書
く
者
の
個
性

に
よ
る
美
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
ま
す
。
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れ
い
せ
人
め
い
　
　
　
　
か
い
ほ
う
　
き
ょ
く
そ
く

　
欧
陽
拘
の
九
収
容
醵
泉
銘
は
、
「
楷
法
の
極
則
」
と
う
た
わ
れ
、
す

る
ど
く
切
り
込
む
よ
う
な
筆
致
で
、
点
画
の
構
或
は
き
ち
ん
と
整
え

ら
れ
て
ゆ
る
ぎ
な
く
、
し
か
も
ゆ
と
り
の
あ
る
空
間
を
持
ち
、
清
ら

か
で
厳
し
い
印
象
を
与
え
て
い
ま
す
。

　
ｒ
Ｎ
せ
い
な
人
　
二
ろ
し
７
ょ
ｒ

ｘ
ｌ
ｆ５

虞
世
南
の
孔
子
廟
堂
碑
は
、
伸
び
や
か
な
線
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た

筆
の
運
び
、
力
を
内
に
秘
め
た
温
和
な
姿
に
高
い
品
格
を
感
じ
さ
せ

ま
す
。

　
こ
の
二
人
の
作
品
は
、
昔
の
人
の
批
評
で
、
強
さ
が
外
に
表
れ
る

か
、
内
に
含
ま
れ
る
か
と
対
比
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
、
書
風
を
異

に
し
て
い
ま
す
が
、
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
と
学
書
経
験
に
よ
っ

て
い
た
り
え
た
美
と
い
え
ま
す
。
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猪
遂
良
　
孟
法
師
碑

顔
真
卿
　
顔
氏
家
廟
碑

至
徳
之
観

青
春
之
門

　
鴇
遂
良
は
、
欧
陽
輿
・
虞
世
南
よ
り
学
び
、
両
者
に
は
な
い
、
ま

っ
た
く
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
ま
し
た
、
孟
法
師
碑
に
見
ら
れ
る
、

は
ぎ
れ
の
よ
い
線
の
さ
わ
や
か
さ
、
力
の
こ
も
っ
た
温
か
み
、
ゆ
と

り
を
持
っ
た
充
実
感
な
ど
か
ら
は
、
両
先
輩
の
技
法
・
精
神
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
、
自
分
の
も
の
に
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
唐
の
中
期
に
登
場
し
た
顔
真
卿
は
、
初
唐
に
は
な
か
っ
た
独
特
の

筆
法
を
作
り
出
し
、
書
法
革
新
の
先
駆
者
と
し
て
、
後
世
に
大
き
な

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
顔
氏
家
廟
碑
は
、
直
筆
に
よ
る
太
い
縦
画
を

向
勢
（
四
十
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
構
え
、
豊
潤
で
力
感
あ
ふ
れ
る
姿
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
各
碑
の
「
之
」
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
一
画
の
「
ゝ
」

は
打
ち
込
む
方
向
は
同
じ
で
す
が
、
字
全
体
か
ら
見
る
位
置
は
、
中

央
・
左
寄
り
・
右
寄
り
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
次
に
第
三

画
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
一
画
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
欧
陽
洵
を
中
心
に
見
て
み
ま
す
と
、
虞
世
南

は
長
く
払
い
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
猪
遂
良
・
顔
真
卿
は
、
短

く
す
る
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
長
短
・
筆
圧
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
書
体
と
し
て
は
同
じ
楷
書
で
す
が
、
書

風
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
姿
や
形
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、

書
の
魅
力
は
文
字
に
生
命
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
ゆ
え

ん
な
の
で
す
。
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