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草書

　
　
り
碍
／
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草
書
の
書
法
ｏ

筆
づ
か
い

　
楷
書
や
行
書
の
場
合
、
筆
づ
か
い
は
決
ま
っ
た
形

の
点
画
に
整
理
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
草
書
の
字
形
は
、
い
わ
ゆ
る
動
態
で
、
時
に

応
じ
て
変
化
し
ま
す
。
だ
が
よ
ぐ
観
察
し
て
み
る
と

筆
づ
が
い
や
形
の
と
り
方
に
共
通
す
る
部
分
が
見
え

て
き
ま
す
。
最
も
標
準
的
な
書
体
で
あ
る
唐
の
孫
過

庭
〈
書
譜
〉
か
ら
一
つ
の
目
や
す
を
作
り
ま
し
た
。

一
つ
一
つ
の
点
画
に
つ
い
て
は
、
起
筆
・
収
筆
と
そ

の
中
間
に
分
け
て
よ
く
観
察
し
て
く
だ
さ
い
。

●
横
雨
　
楷
書
と
変
わ
ら
な
い
が
さ
わ
や
か
な
動
感

が
あ
り
、
起
筆
、
収
筆
に
連
綿
の
た
め
の
筆
意
が
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
起
・
収
筆
の
表
情
、
中
間

の
ふ
く
よ
か
さ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

●
縦
雨
　
基
本
的
に
は
横
画
と
同
じ
。

起
筆
　
き
っ
ぱ
り
し
た
も
の
Ｉ
便

　
　
　
筆
先
が
逆
に
入
っ
た
も
の
Ｉ
何

　
　
　
か
す
る
よ
う
に
入
っ
た
も
の
ー
遣
・
申

収
筆
　
軽
く
と
め
る
も
の
Ｉ
使

　
　
　
ぬ
き
出
す
も
の
ー
中
・
信

　
　
　
つ
き
返
す
も
の
Ｉ
余

　
　
　
左
に
払
っ
た
も
の
Ｉ
耳

●
斜
面
（
左
右
の
払
い
）
　
線
の
表
情
を
よ
く
見
る
と

そ
の
感
じ
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。
特
に
上
の
少
と
人
の

左
払
い
の
起
筆
の
鋭
さ
、
下
の
少
と
人
の
や
わ
ら
か

さ
、
反
・
及
の
線
質
や
収
筆
は
参
考
に
な
り
ま
す
。

●
縦
か
ら
横
ヘ
ー
右
上
へ
の
転
折

　
ゆ
っ
く
り
と
曲
が
る
１
今
・
東

　
打
ち
か
え
て
曲
が
る
Ｉ
波

　
厳
し
く
折
れ
曲
が
る
１
性
・
巧

●
横
か
ら
縦
ヘ
ー
左
下
へ
の
転
折

　
ｒ
・
戸
な
ど
は
、
厳
し
く
筆
を
戻
し
て
い
ま
す
。

●
点
　
躍
動
感
、
角
の
鋭
さ
、
量
感
に
注
意
し
て
一

筆
で
書
き
ま
す
。
書
の
最
終
画
に
は
隷
書
の
形
が
残

っ
て
い
ま
す
。

●
戈
法
と
右
下
へ
の
展
開
す
る
文
字
　
一
般
に
文
字

は
右
上
か
ら
左
下
に
向
か
っ
て
の
勢
い
が
強
い
の
で

す
が
、
戈
法
や
こ
こ
に
掲
げ
た
文
字
の
よ
う
に
左
上

か
ら
右
下
に
向
け
て
展
開
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
文
字
体
勢
の
均
衡
を
保
つ
た
め
と
思
わ
れ
ま

す
。

●
右
旋
回
　
草
書
に
は
右
旋
回
の
筆
づ
か
い
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。

右
上
の
旋
回
　
問
・
多
な
ど
右
上
に
旋
回
が
出
る
も

　
　
　
　
　
　
の
は
や
さ
し
い
よ
う
で
す
が
、
筆
の

　
　
　
　
　
　
表
裏
を
意
識
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
運
ん

　
　
　
　
　
　
だ
ほ
う
が
力
が
こ
も
り
ま
す
。

左
下
の
旋
回
　
文
字
の
左
下
に
旋
回
が
生
じ
る
文
字

　
　
　
　
　
　
は
筆
が
つ
っ
か
か
る
こ
と
が
多
い
の

　
　
　
　
　
　
で
、
筆
の
軸
を
左
上
に
起
こ
し
、
力

　
　
　
　
　
　
を
抜
く
と
回
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
左
旋
回
　
右
肩
に
出
る
右
旋
回
と
同
じ
要
領
で
、

筆
の
力
を
少
し
抜
く
と
ら
く
に
書
け
ま
す
。

●
旋
回
か
ら
横
薫
・
点
へ
　
箪
の
弾
力
と
余
韻
を
残

し
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
筆
を
運
び
ま
す
。
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草
書
の
書
法
＠
三
種
の
書
き
わ
け

草
書
の
字
形

　
草
書
は
動
態
で
あ
っ
て
、
同
じ
文
字
で
も
字
形
は

さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
ま
す
。
そ
の
動
態
の
中
で
、
な

お
均
衡
を
保
っ
て
い
ま
す
。
草
書
の
動
き
と
、
点
画

の
組
み
合
わ
せ
の
特
徴
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
説

明
し
て
み
ま
す
。

Ｈ
　
動
き
の
出
し
方
－
中
心
を
移
動
す
る

　
楷
書
・
行
書
で
も
中
心
の
縦
画
は
や
や
右
に
寄
っ

て
い
ま
す
が
、
草
書
の
場
合
、
そ
の
右
寄
り
の
度
合

が
大
胆
に
な
り
ま
す
。
左
の
「
木
」
の
場
合
、
横
雨
の

右
端
を
通
っ
て
い
ま
す
。
右
側
に
重
心
が
寄
る
と
文

字
は
斜
め
に
構
え
た
よ
う
な
姿
勢
に
な
り
ま
す
。
楷

書
を
直
立
不
動
と
す
れ
ば
、
草
書
は
半
身
の
構
え
と

な
り
ま
す
。
文
字
の
中
心
と
な
る
縦
画
や
点
画
の
交

差
す
る
中
心
部
が
右
に
寄
る
と
、
必
然
的
に
左
側
に

大
き
な
空
間
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
空
間
を
生
か
し
て

左
側
の
点
画
が
の
び
の
び
と
書
か
れ
ま
す
。
こ
れ
が

草
書
の
一
般
的
な
形
で
す
。
中
心
か
ら
左
は
の
び
や

か
に
、
中
心
か
ら
右
は
つ
つ
ま
し
く
点
画
が
配
置
さ

れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
横
画
や
左
払
い
が
左
へ
大
き
く
出
て
い
る
の
で
不

安
定
な
姿
勢
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
救
わ
れ

て
い
ま
す
。
最
終
画
の
右
払
い
が
水
平
に
近
く
書
か

れ
、
動
き
の
中
の
安
定
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

叫
　
点
画
の
組
み
立
て

　
草
書
の
形
を
支
え
る
も
の
の
一
つ
に
点
画
の
明
快

な
交
差
が
あ
り
ま
す
。
表
の
中
の
例
の
よ
う
に
、
直

角
に
近
く
交
差
す
る
線
は
、
文
字
の
明
快
さ
を
生
み
、

構
造
的
な
確
か
さ
を
感
じ

さ
せ
て
い
ま
す
。

㈲
　
変
化
の
つ
け
方

　
草
書
は
そ
の
ま
ま
で
も

変
化
に
富
ん
だ
も
の
で
す

が
変
化
の
つ
け
方
を
整
理

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

砂防

●
字
形
で
変
化
を
つ
け
る

●
文
字
の
大
小
で
変
化
を
つ
け
る

●
点
画
の
肥
痩
で
変
化
を
つ
け
る

●
線
質
の
違
い
で
変
化
を
つ
け
る

　
古
典
や
手
本
を
こ
う
し
た
目
で
も
見
て
く
だ
さ
リ

鯛
　
筆
勢
の
出
し
方

　
横
画
か
ら
縦
画
、
縦
画
か
ら
横
雨
へ
と
進
む
と
き
、

筆
を
打
ち
か
え
る
と
、
鋭
い
稜
角
が
出
て
筆
の
勢
い

が
得
ら
れ
ま
す
。

　
節
筆
は
紙
の
折
り
め
に
筆
が
あ
た
っ
て
生
ま
7
7
。
る

線
の
お
も
し
ろ
さ
で
す
が
、
筆
勢
を
持
続
ず
る
た
ｒ
一

の
技
巧
で
も
あ
り
ま
す
。

八
｝
一
に
。
ほ
フ
ぬ
／
ハ

っ
μ
に
こ
召
’
・
ブ

練
貫
の
違
い
で
変
化
を
つ
け
る



草
書
の
書
法
＠
崩
し
方
の
き
ま
り

草
書
は
少
し
ず
つ
正
確
に
覚
え
る

　
草
書
は
、
実
用
的
な
使
利
さ
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、

簡
略
化
が
進
み
過
ぎ
、
却
っ
て
紛
ら
わ
し
く
な
り
、

　
「
草
書
を
書
く
に
暇
あ
ら
ず
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ

う
仁
な
り
ま
し
た
。
慎
重
に
書
か
な
い
と
誤
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
で
は
、
草
書
は

実
用
的
な
書
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
特
に
努
力

し
て
暗
記
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
機
会
の
あ

る
と
き
に
、
一
字
ず
つ
正
確
に
覚
え
る
よ
う
に
す
る

の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
文
字
を

覚
え
た
ら
、
共
通
し
た
も
の
。
似
て
非
な
る
も
の
、

楷
・
行
と
は
全
く
字
形
の
違
う
特
殊
な
形
の
も
の
と

い
う
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
1
4
6
ペ
ー
ジ
以
下
の
一
覧
表
を
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。
一
応
の
法
則
を
覚
え
て
お
く
と
便
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利
で
し
ょ
う
。

　
古
人
も
草
書
を
覚
え
る
に
は
、
中
国
で
も
日
本
で

も
相
当
に
苦
心
し
た
ら
し
く
「
草
訣
百
韻
歌
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
と
は
胞
義
之
の
書
を
集
め

た
と
か
、
米
ｆ
市
が
作
っ
た
と
か
い
わ
れ
ま
す
が
、
収
・

書
を
覚
え
る
た
め
の
成
句
集
で
す
。

草
書
の
書
風

　
草
書
の
書
き
ぶ
り
に
つ
ぃ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
作

品
を
比
較
し
、
そ
の
相
違
や
良
さ
を
感
じ
ヒ
る
よ
ヽ
・

に
っ
と
め
た
ぃ
も
の
で
す
。
鑑
賞
眼
を
蒼
ぃ
、
表
現

力
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
宋
・
米
苫
の
〈
草
聖
帖
〉
と
唐
・
孫
過
庭
の
〈
古

語
〉
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
質
を
昧
わ
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
米
蕃
の
書
は
、
孫
過
庭
の
書
に
比
し
て
線
質
が
豊

満
で
、
右
ド
に
重
み
が
か
け
ら
れ
た
字
形
が
多
い
の

が
特
徴
で
す
。
〈
草
聖
帖
〉
は
、
唐
代
に
草
聖
と
謳

わ
れ
た
張
旭
と
懐
素
の
駆
非
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

で
す
、
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