
わ
か
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
人
に
よ
っ
て

採
り
方
に
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

烏
の
濡
れ
た
羽
根
の
よ
う
に
光
沢
を

感
じ
る
ほ
ど
濃
く
採
っ
た
も
の
を
烏
金

う
き
ん

拓た
く

、
蝉
の
翅
の
よ
う
な
透
明
感
を
感
じ

さ
せ
る
淡
墨
で
採
っ
た
も
の
を
蝉
翼
拓

せ
ん
よ
く
た
く

と
い
い
ま
す
が
、
蝉
翼
拓
で
は
文
字
だ

け
で
な
く
微
妙
な
石
肌
ま
で
採
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
魅
力
で
す
。

拓
本
の
種
類
、
い
ろ
い
ろ

み
な
さ
ん
、
小
学
校
の
こ
ろ
、
授
業

中
に
ノ
ー
ト
の
端
に
十
円
玉
な
ど
を
は

拓
本
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

拓
本
と
は
、
対
象
物
に
紙
を
密
着
さ

せ
、
墨
で
表
面
の
文
字
や
紋
様
な
ど
を

写
し
出
し
た
も
の
を
い
い
ま
す
。
金き

ん

石せ
き

文ぶ
ん

に
分
類
さ
れ
る
句
碑
、
歌
碑
、
道
標
、

道
祖
神
、
記
念
碑
、
梵
鐘

ぼ
ん
し
ょ
う

、
通
貨
、
レ

リ
ー
フ
、
文
鎮
、
埋
蔵
文
化
財
に
よ
く

見
ら
れ
る
銅
剣
、
銅
鐸

ど
う
た
く

、
瓦
當

が
と
う

（
軒
丸
瓦

の
先
端
の
部
分
）
、
磚せ

ん
（
焼
成
煉
瓦
）
な
ど
や
、

瓦
や
火
鉢
と
い
っ
た
焼
き
物
の
ほ
か
、

自
然
の
ま
ま
の
葉
っ
ぱ
な
ど
も
採
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

金
石
文

金
属
や
石
な
ど
に
記
さ
れ
た
文
字
資
料
の
こ
と
。

紙
、
布
な
ど
に
書
か
れ
た
文
字
に
対
し
、
刀
剣
、
銅

鏡
、
青
銅
器
、
仏
像
、
石
碑
、
墓
碑
な
ど
に
刻
出
・

鋳
出
・
象
嵌
な
ど
の
方
法
で
表
わ
さ
れ
た
文
字
を
指

す
。拓

本
で
は
鍔つ

ば

に
施
さ
れ
た
金
象
嵌

ぞ
う
が
ん

の

凹
凸
ま
で
写
し
採
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

金
箔
で
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
四
号
色

は
、
厚
さ
が
わ
ず
か
約
０
・
０
０
０
１

㎜
。
そ
れ
を
拾
う
の
で
す
か
ら
、
石
碑

の
肌
の
微
妙
な
調
子
ま
で
写
す
こ
と
が

可
能
で
す
。

一
つ
し
か
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
肉
筆

と
は
異
な
り
、
理
論
上
は
石
碑
が
存
在

す
る
限
り
、
大
量
に
制
作
が
可
能
な
拓

本
は
、
書
道
を
志
す
者
の
手
本
に
な
り

ま
し
た
。
肉
筆
に
近
い
手
本
を
脇
に
置

き
、
臨
書
練
習
が
で
き
た
の
で
す
。
　
　

現
在
の
よ
う
な
写
真
や
印
刷
技
術
の

な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
拓
本
は
文
化

財
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
複
製
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ

れ
、
低
い
評
価
に
甘
ん
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
拓
本
は
、
同
じ
石
碑
を
採
っ

た
と
し
て
も
、
採
っ
た
人
の
個
性
が
際

立
つ
芸
術
的
な
作
品
で
す
。
私
は
拓
本

展
の
審
査
員
を
し
て
い
ま
す
が
、
名
前

を
隠
し
て
い
て
も
誰
の
作
品
か
す
ぐ
に
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石
碑
を
写
す
拓
本
の
妙
技

河
合
荘
次
さ
ん
は
、

拓
本
が
単
な
る
模
写
で
は
な
く
、

拓
本
家
の
個
性
と
芸
術
性
の
表
現
だ
と
い
う
こ
と
を
、

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

水
で
紙
と
墨
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
現
さ
れ
る
匠
の
技
で
す
。

拓
本
は
ま
た
、
そ
の
時
代
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
写
し
ま
す
。。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
碑
が
失
わ
れ
た
り
、
劣
化
し
た
り
し
て
も
、

拓
本
は
残
る
の
で
す
。

河合 荘次
かわい  しょうじ

日本拓本家協会副会長

1947年生まれ。名古屋商科大学産業経営

学部卒業。高校時代の部活動で、書道と

拓本部に掛持ちで籍を置いて以来、拓本

を採り続けている。俳人・歌人への注目

から始まり、書者（筆者）を経て、現在

は石工に注目し、幕末から明治にかけて

江戸を中心に活躍した石工の手による碑

石を採拓している。

さ
ん
で
上
か
ら
鉛
筆
で
擦
っ
て
写
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
乾
拓
法
と

い
っ
て
、
こ
れ
も
拓
本
の
一
種
で
す
。

こ
の
方
法
は
、
被
拓
物
を
水
に
濡
ら
す

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
や
手
軽
に
拓
本

に
し
た
い
場
合
に
適
し
て
い
ま
す
が
、

あ
ま
り
精
度
は
要
求
で
き
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
の
拓
本
の
採
り
方
に
は
、

湿
拓
法
が
あ
り
、
直
接
法
と
間
接
法
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

直
接
法
は
、
被
拓
物
に
直
接
墨
を
塗

っ
て
そ
の
上
に
紙
を
載
せ
て
写
し
採
る

も
の
で
、
採
っ
た
も
の
は
鏡
文
字
（
左

右
反
転
）
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
具
体
例

と
し
て
魚
拓
、
版
画
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
拓
本
と
は
い
え
ま
せ

ん
。間

接
法
は
被
拓
物
に
和
紙
を
水
貼
り

し
て
密
着
さ
せ
、
乾
い
て
き
た
ら
墨
を

染
み
込
ま
せ
た
拓
包
（
タ
ン
ポ
も
し
く
は
タ

ク
ホ
ウ
）
で
上
か
ら
墨
を
載
せ
て
写
し
採

っ
て
い
く
方
法
で
す
。
こ
れ
を
上
墨

じ
ょ
う
ぼ
く

と

い
い
、
通
常
、
拓
本
と
い
え
ば
こ
の
方

法
を
指
し
ま
す
。
70
～
80
％
乾
い
た
こ

ろ
が
墨
の
打
ち
始
め
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

紙
が
濡
ら
す
前
の
白
さ
に
近
く
な
っ
て

く
る
の
が
目
安
と
な
り
ま
す
。

拓
本
に
使
う
紙
は
画
仙
紙

が
せ
ん
し

で
す
。
一

番
幅
広
の
も
の
は
大
画
仙
と
い
っ
て
４

尺
（
１
２
０
０
㎜
）
幅
。
長
さ
は
最
長
で

８
尺
（
２
４
０
０
㎜
）
ほ
ど
で
す
。
な
に

し
ろ
全
部
手
漉
き
で
す
か
ら
、
手
で
提

げ
ら
れ
る
限
度
（
紙
の
面
積
で
24
尺
〈
し
ゃ
く
〉

ま
で
）
が
あ
っ
て
こ
の
大
き
さ
に
な
り

石
肌
の
表
情
を
良
く
写
す
蝉
翼
拓
（
せ
ん

よ
く
た
く
）
が
河
合
さ
ん
の
採
拓
の
特
徴
。



太
い
と
、
被
拓
物
の
凹
凸
で
は
な
く
、

布
の
太
い
ほ
う
の
糸
の
凹
凸
を
拾
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
が
影
響
す

る
の
か
、
と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
金
箔
の
厚
み
さ
え
拾
う
の
で
す

か
ら
、
糸
の
凹
凸
だ
っ
て
拾
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。

大
き
い
石
碑
を
採
る
と
き
に
は
、
墨

切
れ
し
て
中
途
で
墨
を
足
す
と
調
子
が

変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
墨
が
た

く
さ
ん
染
み
る
よ
う
に
拓
包
の
布
は
重

ね
て
使
い
ま
す
。

紙
の
幅
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

大
き
な
石
碑
を
採
る
と
き
に
は
２
枚
と

か
３
枚
に
分
け
て
採
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
い
う
場
合
は
、
最
低
で
も
３

行
分
だ
ぶ
っ
て
採
る
の
が
基
本
で
す
。

端
は
ど
う
し
て
も
墨
が
薄
く
な
る
の

と
、
採
る
時
間
に
差
が
あ
る
と
水
貼
り

し
た
紙
の
乾
き
具
合
が
変
わ
っ
て
調
子

が
変
わ
り
ま
す
。
３
行
分
だ
ぶ
っ
て
採

っ
て
お
く
と
近
い
調
子
で
採
れ
た
と
こ

ろ
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

拓
本
と
の
出
合
い

私
が
拓
本
と
出
合
っ
た
の
は
、
１
９

６
４
年
（
昭
和
39
）
、
高
校
生
の
と
き
。

通
っ
て
い
た
国
府

こ
う

高
等
学
校
に
拓
本
部

が
あ
っ
た
の
で
す
。
拓
本
部
と
い
う
の

は
指
導
者
が
い
な
い
と
成
立
し
ま
せ
ん
。

当
時
、
拓
本
好
き
な
先
生
が
お
ら
れ
、

先
輩
に
教
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
拓
本
部

が
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

私
は
書
道
を
や
っ
て
い
た
の
で
書
に

興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
思
い
起
こ
せ

ば
も
う
48
年
。
社
会
人
に
な
っ
て
も
途

切
れ
る
こ
と
な
く
、
ず
っ
と
続
け
て
い

ま
す
。

は
じ
め
は
身
近
に
あ
る
と
い
う
理
由

で
、
句
碑
を
手
が
け
る
こ
と
か
ら
始
め

ま
し
た
。
当
時
、『
万
葉
百
碑
』
と
い

う
本
が
出
て
い
て
、
１
０
０
ぐ
ら
い
な

ら
採
れ
る
か
な
、
と
思
っ
て
始
め
た
ん

で
す
が
、
そ
の
後
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し

て
。
今
は
４
５
０
０
碑
を
超
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ま
だ
百
の
単
位
し
か
採
れ

て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
多
少
立
体
的
な
も
の
と
し

て
道
祖
神
な
ど
も
手
が
け
ま
し
た
。
書

家
の
先
生
方
と
の
交
流
も
あ
っ
て
、
十

数
年
間
良
寛
碑
に
傾
注
し
、
新
潟
ま
で

通
っ
た
こ
と
も
。
貞
心
尼

て
い
し
ん
に

碑
、
会
津

あ
い
づ

八や

一い
ち

歌
碑
、
亀
田
鵬
斎

か
め
だ
ぼ
う
さ
い

碑
、
幕
末
の
三
舟

（
勝
海
舟
・
高
橋
泥
舟
・
山
岡
鉄
舟
の
併
称
）
書

碑
な
ど
を
採
っ
て
き
ま
し
た
。

書
の
理
解
も
必
要

拓
本
を
採
っ
て
い
て
困
る
の
は
、
異

体
字
で
す
。
本
来
の
字
で
は
な
い
書
き

方
を
わ
ざ
と
す
る
ん
で
す
。
遊
ぶ
と
い

う
字
を
さ
ん
ず
い
で
書
く
と
か
ね
。
そ

う
な
る
と
、
石
が
欠
け
て
い
る
の
か
な
、

と
思
っ
た
り
し
て
、
正
確
に
拓
本
が
採

れ
た
か
ど
う
か
判
断
に
困
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

な
ぜ
、
そ
ん
な
字
を
書
く
の
か
と
い
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ま
す
。
和
紙
の
内
、
美
濃
紙
は
道
祖
神

な
ど
の
凹
凸
の
落
差
が
大
き
い
被
拓
物

の
採
拓
に
向
い
て
い
ま
す
。

平
滑
な
碑
面
の
場
合
に
拓
を
き
れ
い

に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
字
口
（
文
字
の

エ
ッ
ジ
）
を
し
っ
か
り
と
抑
え
込
む
の
が

ポ
イ
ン
ト
。
字
口
に
ど
れ
だ
け
和
紙
が

押
し
込
め
た
か
、
字
彫
り
に
確
実
に
和

紙
が
密
着
で
き
た
か
ど
う
か
が
、
拓
の

出
来
栄
え
を
左
右
し
ま
す
。

水
貼
り
の
あ
と
に
乾
か
し
た
と
き
、

中
国
製
の
紙
は
乾
い
て
か
ら
も
文
字
に

食
い
込
ん
だ
状
態
が
保
た
れ
ま
す
が
、

和
紙
は
繊
維
が
長
く
強
い
た
め
、
せ
っ

か
く
字
口
に
食
い
込
ま
せ
て
も
乾
く
と

ピ
ー
ン
と
張
っ
て
元
に
戻
っ
て
し
ま
い
、

文
字
が
鮮
明
に
採
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
繊
維
の
長
さ
が
短
め
な
中
国
製
の

紙
の
ほ
う
が
扱
い
や
す
い
の
で
す
。

使
用
す
る
拓
包
は
、
採
拓
す
る
碑
文

の
文
字
の
最
大
の
も
の
が
す
っ
ぽ
り
隠

れ
る
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
も
の
を
使
い

ま
す
。
全
体
に
均
等
に
上
墨
し
た
ら
、

や
や
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
の
拓

包
で
、
打
ち
漏
れ
の
確
認
や
字
画
部
の

欠
け
や
割
れ
て
い
て
上
墨
で
き
な
い
と

こ
ろ
の
追
墨
を
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、

ム
ラ
が
で
き
な
い
よ
う
に
叩
く
力
は
極

め
て
弱
く
打
つ
こ
と
が
肝
心
で
す
。

採
り
終
わ
っ
て
仕
上
げ
た
和
紙
は
、

小
さ
い
も
の
は
ゆ
っ
く
り
と
手
前
に
引

く
よ
う
に
石
碑
か
ら
剥
が
し
、
大
き
な

も
の
や
凹
凸
の
激
し
い
も
の
は
、
拓
本

の
上
に
新
聞
紙
を
当
て
て
一
緒
に
巻
き

取
り
ま
す
。
和
紙
が
字
口
に
引
っ
掛
か

っ
て
破
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
巻
き

取
り
口
を
見
な
が
ら
手
前
に
剥
が
し
て

い
き
ま
す
。
細
い
紙
筒
が
あ
れ
ば
芯
に

し
て
、
一
緒
に
巻
い
て
い
く
と
ス
ム
ー

ズ
に
で
き
ま
す
。

間
接
法
を
用
い
て
も
、
水
貼
り
し
た

上
か
ら
乾
か
な
い
う
ち
に
墨
を
打
っ
た

り
、
強
く
打
ち
過
ぎ
た
り
し
た
ら
、
紙

の
裏
ま
で
墨
が
浸
透
し
て
被
拓
物
を
汚

し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
間
違
い
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
紙

の
乾
燥
具
合
を
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
初
の
上
墨
は
で
き
る
だ
け
薄
く
打
ち
、

20
～
30
回
以
上
打
拓
を
重
ね
、
墨
色
を

次
第
に
濃
く
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
さ
ら
に

２
度
、
３
度
と
繰
り
返
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
被
拓
物
の
状
態
に
応

じ
て
用
具
や
素
材
を
変
え
、
墨
の
濃
淡

や
打
ち
つ
け
方
の
強
弱
を
変
え
る
な
ど
、

絶
妙
な
匙
加
減
で
さ
ま
ざ
ま
な
風
合
の

拓
本
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
私
は
、
拓
本
は
単
な
る

複
製
を
超
え
た
職
人
芸
で
あ
り
、
匠
の

技
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
拓
本
家
協
会
は
、
１
９
６
５
年

（
昭
和
40
）
ご
ろ
に
京
都
を
中
心
と
し
て

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
組

織
と
し
て
日
本
拓
本
研
究
会
が
発
足
。

と
こ
ろ
が
徐
々
に
活
動
す
る
人
が
減
っ

た
こ
と
か
ら
、
日
本
拓
本
研
究
会
は
10

年
ぐ
ら
い
前
に
日
本
拓
本
家
協
会
と
し

て
再
出
発
し
ま
し
た
。
や
は
り
高
齢
化

が
進
ん
で
い
て
、
会
長
は
90
歳
を
超
え

た
方
、
65
歳
に
な
る
私
が
一
番
の
若
手

と
い
う
状
況
で
す
。

道
具
も
自
作

道
具
も
全
部
、
自
分
で
こ
し
ら
え
ま

す
。
最
初
は
墨
づ
く
り
か
ら
始
め
る
の

で
す
が
、
書
道
で
使
う
墨
の
原
料
と
な

る
松
の
木
の
ヤ
ニ
の
出
て
い
る
部
分
を

燃
や
し
た
煤
〈
油
煙
墨

ゆ
え
ん
ぼ
く

〉
を
煮
立
て
、

そ
れ
を
お
灸
に
使
う
艾

も
ぐ
さ

に
染
み
込
ま
せ
、

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
入
れ
て
練
り
ま
す
。

艾
も
そ
の
ま
ま
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、

木
の
軸
や
硬
い
と
こ
ろ
を
ピ
ン
セ
ッ
ト

で
取
り
除
き
、
葉
っ
ぱ
の
部
分
だ
け
に

し
ま
す
。
葉
っ
ぱ
の
部
分
は
そ
の
ま
ま

使
う
と
カ
ビ
が
生
え
る
の
で
、
水
分
を

完
全
に
飛
ば
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
沸
騰
さ
せ
た
お
湯
で
煮
て
、
１

カ
月
程
、
自
然
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
乾
燥

さ
せ
た
艾
に
先
程
の
煤
と
オ
リ
ー
ブ
オ

イ
ル
の
ペ
ー
ス
ト
を
吸
わ
せ
、
墨
を
蓄

え
る
墨
壺
の
働
き
を
さ
せ
ま
す
。

次
に
拓
包
を
つ
く
り
ま
す
。
通
常
は

化
学
綿
を
布
で
包
み
ま
す
が
、
晒さ

ら

し
布

で
は
目
が
粗
過
ぎ
ま
す
。
一
番
良
い
の

は
絹
。
糸
は
な
る
べ
く
細
い
も
の
を
使

っ
て
経た

て

糸
と
緯よ

こ

糸
に
同
じ
太
さ
の
糸
を

使
っ
た
平
織
り
だ
と
、
布
の
目
が
影
響

し
な
い
で
拓
本
が
採
れ
ま
す
。
そ
ん
な

も
の
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
か
ら
、

着
古
し
た
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
背
中
の
部
分

を
使
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
の
糸
が



資
料
的
価
値
を
持
ち
ま
す
。

一
般
に
、
拓
本
は
写
し
採
っ
た
時
代

が
古
い
も
の
ほ
ど
価
値
も
高
ま
り
、
旧

拓
と
呼
ば
れ
ま
す
。
石
碑
の
場
合
、
そ

こ
に
刻
さ
れ
た
文
字
は
年
月
の
経
過
と

と
も
に
風
化
ま
た
は
損
傷
し
、
次
第
に

原
形
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

古
い
拓
本
は
損
傷
の
度
合
い
が
少
な
い

石
碑
か
ら
拓
し
て
い
る
た
め
、
多
く
の

文
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
す
。
つ
ま
り
拓
本
は
、
拓
し
た
時
点

で
の
石
碑
の
風
化
、
損
傷
状
態
を
忠
実

に
写
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

「
泰
山
刻
石

た
い
ざ
ん
こ
く
せ
き

」（
紀
元
前
２
１
９
年
）
は
、

秦
の
始
皇
帝
が
天
下
を
統
一
し
た
際
、

自
ら
の
功
績
を
頌
え
る
た
め
泰
山
に
建

て
た
も
の
で
す
。
２
２
３
字
が
四
面
に

わ
た
り
刻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
す
で
に

２
２
０
０
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、

原
石
の
大
半
は
損
壊
し
、
10
字
程
度
の

断
片
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
宋
時
代
の
拓

本
は
１
６
５
字
、
明
時
代
の
拓
本
は

29
字
で
、
古
い
時
代
に
採
っ
た
拓
本
ほ

ど
多
く
の
文
字
を
残
し
て
い
ま
す
。

６
２
８
年
（
中
国
暦
で
貞
観
２
）
に
孔
子

廟
が
修
復
落
成
し
た
と
き
、
太
宗
の
命

に
よ
り
建
立
さ
れ
た
「
孔
子
廟
堂
碑
」

は
、
初
唐
の
書
家
の
三
大
家
の
一
人

虞ぐ

世
南

せ
い
な
ん

が
書
い
た
も
の
で
す
が
、
原
碑

は
建
立
後
間
も
な
く
被
災
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
拓
本
は
、
現
在
、
三
井

記
念
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
拓

本
も
こ
の
一
点
が
存
在
す
る
の
み
で
、

「
天
下
の
孤
本
」
と
し
て
誉
れ
高
い
も

の
で
す
。

初
唐
の
書
家
の
三
大
家

欧
陽
詢
（
お
う
よ
う
じ
ゅ
ん
）（
５
５
７
〜
６
４
１

年
）
・
虞
世
南
（
ぐ
せ
い
な
ん
）（
５
５
８
〜
６
３

８
年
）
・
褚
遂
良
（
ち
ょ
す
い
り
ょ
う
）（
５
９
６

〜
６
５
８
年
）
の
三
人
。

ま
た
、
後
漢
時
代
の
１
６
５
年
（
中

国
暦
で
延
熹
８
）
に
建
て
ら
れ
、
明
時
代

の
１
５
５
５
年
（
中
国
暦
で
嘉
靖
34
）
に
大

地
震
で
亡
佚
し
た
「
西
嶽
華
山

せ
い
が
く
か
ざ
ん

廟
碑
」

の
拓
本
は
、
世
に
４
本
し
か
な
い
貴
重

な
作
例
で
、
日
本
の
台
東
区
立
書
道
博

物
館
と
香
港
中
文
大
学
文
物
館
ほ
か
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
京
都
台
東
区
谷
中
の
全
生
庵
に
建

つ
「
山
岡
鉄
舟

や
ま
お
か
て
っ
し
�
う居

士
之
賛
」
碑
の
碑
陰

に
、
勝
海
舟
が
碑
文
を
つ
く
り
、
字
彫

り
を
宮み

や

亀
年

き
ね
ん

、
揮
毫
を
中
林
梧
竹
が
行

な
っ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
友
人
の
書

家
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
で
は
、
す
べ

て
の
文
字
が
採
拓
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

数
年
前
に
私
が
採
拓
し
た
と
き
に
は
、

３
カ
所
程
、
碑
面
に
円
錐
状
の
破
損
が

あ
り
ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
の
爆
撃
を

受
け
た
弾
痕
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
拓
本
は
文
字
鑑
賞
の

み
な
ら
ず
、
歴
史
を
解
き
明
か
す
上
で

も
貴
重
な
資
料
と
な
り
得
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
全
生
庵
の
山
岡
鉄
舟
賛
の

石
碑
は
、
採
拓
に
碑
表
４
時
間
、
碑
陰

３
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
す
ぐ
そ

ば
に
あ
っ
た
小
さ
い
高
橋
泥
舟
書
碑
も

採
拓
し
た
た
め
、
そ
の
日
一
日
で
８
時
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は
す
で
に
亡
佚
〈
ぼ
う
い
つ
〉）
の
拓
本
の
余

白
に
、
特
定
で
き
る
手
が
か
り
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
所
蔵
者
も
し
く
は
、

こ
れ
を
目
睹

も
く
と

（
目
撃
し
た
）
し
た
人
物
が

書
き
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
款
記

か
ん
き

（
書
画
の

作
者
表
示
を
落
成
款
識
〈
略
し
て
落
款
〉
と
い
い
、

そ
の
内
の
姓
名
、
字
号
、
年
、
月
、
識
語
、
詩
文

を
款
記
と
呼
ぶ
）
が
あ
っ
た
の
で
す
。

余
白
に
「
永
徽

え
い
き

四
年
八
月
三
十
日
」

（
永
徽
４
年
は
中
国
暦
。
西
暦
６
５
３
年
）
と
墨

で
書
き
込
ま
れ
、
石
碑
が
建
て
ら
れ
た

年
か
ら
署
名
が
書
き
記
さ
れ
た
年
ま
で

の
５
年
の
間
に
採
ら
れ
た
拓
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
こ
の
拓
本
は
、
携
帯
や
鑑
賞
の

便
を
考
慮
し
た
巻
物
の
体
裁
に
仕
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
石
碑
を
拓

に
採
る
慣
習
は
唐
時
代
の
は
る
か
以
前

か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
代
を
写
す

拓
本
に
は
種
類
が
あ
り
ま
す
。
亡
佚

し
て
原
碑
の
面
目
が
ま
っ
た
く
不
明
な

も
の
を
、
後
世
に
史
伝
を
も
と
に
復
元

し
た
碑
の
拓
本
を
、
偽
刻

ぎ
こ
く

本
と
い
い
ま

す
。ま

た
、
石
碑
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た

場
合
に
は
、
拓
本
の
み
が
そ
の
原
碑
の

姿
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
、

原
碑
が
亡
佚
し
伝
来
す
る
拓
本
が
１
本

し
か
な
い
も
の
を
〈
孤
本
〉
と
い
い
、

言
う
ま
で
も
な
く
極
め
て
貴
重
で
高
い

う
と
、
中
国
で
は
一
つ
の
文
章
に
同
じ

字
が
出
て
き
た
場
合
、
遊
び
心
も
あ
り

ま
す
が
、
た
く
さ
ん
文
字
を
知
っ
て
い

る
と
い
う
自
負
の
よ
う
な
気
持
ち
も
あ

っ
て
、
違
う
書
き
方
を
す
る
こ
と
が
教

養
と
し
て
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、
中
国
に
は
「
避
諱

き
ひ

」
の
思
想

が
あ
り
ま
し
た
。
皇
帝
と
か
偉
い
人
の

名
前
と
同
じ
文
字
は
使
わ
な
い
と
い
う

も
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
そ
の
字
を
使

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き
は
、
同
音
、

同
義
の
他
の
文
字
を
使
っ
た
り
、
点
を

増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
し
ま
し
た
。

一
画
省
い
て
不
完
全
な
文
字
に
す
る
こ

と
を
〈
欠
画

け
っ
か
く

〉
と
い
い
、
褚
遂
良

ち
ょ
す
い
り
ょ
う

の
傑

作
で
あ
る
「
雁
塔
聖
教
序

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
じ
ょ」

の
世
と

い
う
字
に
も
欠
画
が
あ
り
ま
す
。
書
に

覚
え
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
写
し
残
し
で

は
な
く
「
避
諱
」
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

採
拓
の
マ
ナ
ー

被
拓
物
は
た
と
え
路
傍
に
建
っ
て
い

て
も
、
文
化
財
。
文
化
財
課
、
ま
た
は

社
会
教
育
課
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
場
所
が
観
光

地
で
あ
れ
ば
観
光
課
、
公
園
や
河
川
で

あ
れ
ば
緑
地
公
園
管
理
課
、
神
社
仏
閣

で
あ
れ
ば
住
職
や
宮
司
や
総
代
、
個
人

や
団
体
の
所
有
で
あ
れ
ば
そ
の
許
可
も

必
要
で
す
。

東
京
の
上
野
公
園
内
で
採
拓
を
す
る

場
合
は
、
都
内
で
行
事
集
会
を
す
る
場

合
に
必
要
と
さ
れ
る
東
京
都
の
許
可
に

加
え
、
文
化
財
課
の
許
可
、
公
園
内
の

玉
砂
利
の
通
路
以
外
の
柵
内
に
足
を
踏

み
入
れ
る
た
め
に
は
都
の
緑
地
公
園
管

理
事
務
所
の
許
可
も
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

も
の
に
よ
っ
て
は
許
可
取
り
だ
け
で

七
つ
も
八
つ
も
必
要
な
場
合
も
あ
る
ん

で
す
。
古
い
碑
に
苔
が
生
え
て
い
る
場

合
な
ど
は
、
洗
い
落
と
し
て
も
い
い
か

ど
う
か
、
了
解
を
事
前
に
得
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
苦
労
を
し
て

出
か
け
て
も
、
採
拓
は
、
雨
が
降
っ
ち

ゃ
ダ
メ
、
風
が
吹
い
ち
ゃ
ダ
メ
で
、
天

候
に
左
右
さ
れ
ま
す
か
ら
、
天
候
に
恵

ま
れ
ず
に
無
駄
足
に
な
る
こ
と
も
。

上
墨
す
る
と
き
に
拓
紙
か
ら
墨
が
は

み
出
し
て
碑
を
汚
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
拓
紙
は
常
に
大
き
め
の
も
の
を
使

い
ま
す
。
一
度
つ
け
た
墨
汁
は
約
百
年

ぐ
ら
い
残
る
た
め
、
汚
さ
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
る
の
が
必
須
の
マ
ナ
ー
で
す
。

世
界
最
古
の
拓
本

現
在
の
と
こ
ろ
、
年
代
の
は
っ
き
り

わ
か
る
最
古
の
拓
本
は
、
20
世
紀
初
頭

に
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
ポ
ー
ル
・
ペ

リ
オ
（
１
８
７
８
〜
１
９
４
５
年
）
率
い
る

中
央
ア
ジ
ア
探
検
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
た
も
の
。
中
国
・
敦
煌
の
蔵
経
洞
の

石
窟
で
見
つ
か
っ
た
大
量
の
古
写
経
の

中
に
拓
本
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
中
の
一
つ
、
６
４
８
年
（
中
国
暦
で
貞

観
22
）
に
建
立
さ
れ
た
『
温
泉
銘
』（
石
碑



書し
ょ

や
隷れ

い

書し
ょ

や
楷
書
と
い
っ
た
荘
重
で
端

正
な
書
体
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
一
方
、
書
法
を
伝
え
る
た
め
に
名

筆
を
木
や
石
に
刻
し
た
も
の
は
帖

じ
ょ
う

と
呼

ば
れ
、
行
書
や
草
書
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

中
国
の
文
字
は
、
骨
や
石
に
刻
ま
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
紙
の
発
明
に

よ
っ
て
、
柔
ら
か
い
筆
で
表
現
さ
れ
る

多
様
な
書
体
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。

拓
本
は
、
紙
に
書
く
べ
き
文
字
を
石

に
刻
み
、
再
び
紙
に
写
す
と
い
う
深
遠

な
作
業
な
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
14
日
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萩
寺
で
有
名
な
仏
日
山
吉
祥
林
東
光

ぶ
つ
に
ち
さ
ん
き
っ
し
ょ
う
り
ん
と
う
こ
う

院い
ん

に
は
、
鈴
木
翠
軒

す
い
け
ん

に
よ
る
書
丹
碑
が

あ
り
ま
す
。
い
ま
だ
採
拓
許
可
が
得
ら

れ
な
い
、
私
の
憧
れ
の
碑
で
す
。

書
家
と
優
れ
た
匠
で
あ
る
石
工
と
石

碑
の
保
存
管
理
者
の
努
力
、
墨
や
紙
と

い
っ
た
古
来
か
ら
の
道
具
、
そ
し
て
拓

本
家
の
技
が
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
と
き
に
、

拓
本
は
本
当
に
世
に
残
る
作
品
と
な
る

の
で
す
。

石
に
彫
っ
た
文
字
を
紙
に
写
す

碑
と
は
、
つ
ま
り
歴
代
の
石
刻
。
篆て

ん

間
半
ほ
ど
拓
本
に
か
か
り
っ
き
り
で
し

た
。
大
き
な
も
の
に
な
る
と
、
本
当
に

体
力
が
な
い
と
採
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
碑

表
の
最
上
部
に
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王

あ
り
す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と
し
ん
の
う

に
よ
る
扁
額
（
高
い
位
置
に
掲
げ
ら
れ
る
額
）

が
あ
り
ま
す
が
、
高
く
て
届
か
な
か
っ

た
の
で
諦
め
ま
し
た
。

石
工
の
巧
み
さ

こ
の
碑
は
、
石
工
の
宮
亀
年
が
丸
彫

り
で
仕
上
げ
た
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か

に
幕
末
か
ら
明
治
の
著
名
な
石
工
と
し

て
、
廣こ

う

群
鶴

ぐ
ん
か
く

、
井せ

い

亀
泉

き
せ
ん

、
窪
世
祥

く
ぼ
せ
い
し
ょ
う

、
田で

ん

鶴
年

か
く
ね
ん

が
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和

初
期
に
活
躍
し
た
石
工
は
、
名
字
か
ら

１
字
を
取
っ
て
吉
祥
句
を
織
り
込
み
、

中
国
風
に
漢
字
３
文
字
の
名
を
通
称
と

し
た
と
さ
れ
ま
す
。
当
時
の
石
工
は
、

塵
肺
で
若
死
に
す
る
人
が
多
く
、
世
襲

は
珍
し
く
て
、
一
代
限
り
の
場
合
が
多

い
の
で
す
。
ま
さ
に
命
が
け
の
仕
事
を

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
胸
を
打
た

れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
昭
和
初
期
に
直
圧
式
の
サ

ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
装
置
が
ア
メ
リ
カ
か
ら

輸
入
さ
れ
、
機
械
に
よ
る
字
彫
り
が
急

速
に
普
及
し
た
こ
と
で
、
手
刻
の
技
術

が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
サ
ン
ド

ブ
ラ
ス
ト
装
置
で
彫
ら
れ
た
石
は
、
字

口
の
エ
ッ
ジ
が
薄
く
削
ら
れ
て
い
る
た

め
に
欠
け
や
す
く
、
傷
み
が
早
く
進
み

ま
す
し
、
良
い
拓
本
が
採
れ
ま
せ
ん
。

碑
刻
の
中
で
最
良
の
「
碑
中
の
碑
」

は
、
書
丹
に
よ
る
碑
刻
で
す
。
丹
は
赤
、

朱
を
意
味
し
、
石
碑
を
建
立
す
る
際
、

文
字
を
刻
す
前
に
直
接
石
面
に
下
書
き

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
石
面
に
原
稿

を
貼
付
け
て
上
か
ら
彫
る
に
し
ろ
、
カ

ー
ボ
ン
紙
を
使
っ
て
原
稿
を
な
ぞ
っ
て

転
写
す
る
に
し
ろ
、
原
稿
を
石
に
転
写

す
る
方
法
で
は
、
字
彫
り
に
精
確
さ
が

欠
け
ま
す
。
書
丹
が
「
碑
中
の
碑
」
な

の
は
、
転
写
で
は
な
く
直
接
書
い
た
文

字
を
彫
る
か
ら
で
す
。

上から：水貼りをするときには、オーガンジーなどの薄い布を和紙の上に重ねながら、
和紙が字口に食い込むように刷毛で叩き込んでいく。湿り気を与えるための霧吹きは、
必需品だ。一文字一文字丁寧に、根気よく和紙を食い込ませ、乾きかけた紙の上から墨
を打つ。採拓は、肉体的にも重労働だから、体力がないととてもできない。


