
目
　
次

序

　
　

　

　

古
谷
　
稔

ｉ…
…
…
…

…
…

…
…
…

……
…

…
…
…
…
…
…

９

序

章

…
…

…

…

…

…
…

…

…

…

…

…

…

…

…
…

…

…

…
…

…

…

…

欝

書
跡
の
評
価
に
関
す
る
諸
問
題
　
　
　
　
μ

「
美
術
」
と

「
書
」
の
近
代

　
　

　

万

美
術
史
に
お
け
る
書
　
　
　
　
″

書
跡
の
位
置
付
け
　
　

　

％

第

一
章
　
御

歌

所

と

仮

培

…

…
…
…
…
…

…

…

…
…
…
…
…

…
…

…
…

一
、
歌
と
言

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
、
皇
国
の
歌

…
…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…

…

…
…

…
…

…
‥

歌
会
始
と

「
日
本
」
　

　

　

狗

御
歌
所
の
設
置
　
　

　

抱

7θ  '3  '7



御
歌
所
と
近
代
短
歌
　
　
　
　
々

短
歌
の
革
新
と
御
歌
所

　

　

　

″

二
、
御
歌
所
と
言

　
…

…
…
…

…
…

…
…
…

…
…
…
…
　
…
…

…
　
…
　
…
…
…

刃

仮
名
を
書
く
こ
と
の
意
味
―
―
近
代
の

「
み
や
び
」
　

　

　

刃

御
歌
所
の
歌
人
と
古
筆
―
―
平
安
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
　
　
　
　
貶

仮
名

の
手
本

　

　

　

％

御
歌
所
歌
人
の
広
が
り
　
　
　
　
刃

四
、
交
錯
す
る
ん
歌
と
言

　

…
…

…
　
‥

自
詠
歌
の
揮
墓

第

二
章

　

日
本

書

道

史

の
構

築

―
―

大

口
周
魚

か
ら
尾

上
栄
舟

へ

…

一
、
大

口
周
魚
の
手
鑑
制
作
と
言
道
史
観

…
　

　

…
　
…
…
…

…
…
…
　
‥

手
鑑

「
月
墓
」
と
周
魚

　
　
　

側

大
口
周
魚
と
書

　
　
　

ω

「
月
墓
」
の
現
状
と
制
作
背
景

「
月
蔓
」
の
特
徴
―
―
選
択
と
排
列
を
中
心
に

法
書
会

『書
苑
』
創
刊
の
意
味

6′び∂  び7

8,



『書
苑
』

の
解
説
と

「
月
墓
」

近
世
に
お
け
る
手
鑑
の
様
相

二

、

尾

上

栄

舟

と

言

道

史

　

　

　

…

…
　

　

　

　

　

　

　

…
　

…

…

　

…
　

…
　

用

柴
舟

と
書
　
　
　
　
用

柴
舟

と
書

道
史
　
　
　
　
ｖ

柴
舟

の
書
作

と

理
論
　
　
　
　
躙

周
魚

と
柴
舟

の
書
道
史
　
　
　
　
胴

手
鑑

「
月
菖
」
を
通
し
て
見
え
る
も

の

第

二
章

　

国
家

の
端

筆

　

…

一
、
言

跡
の
展
彼
と
列
品

文
化
財
関
連
行
政
と

明
治
時
代
初
期

の
古

東
京
国
立
博
物
館
に

京
都
国
立
博
物
館
に

博
物
館

の
展
観
と
書

′θj ∂9

文
化
財
保
護
関
係
法
今
と
言
跡
　
…
　

…
　
…
　

　

…

…
　

　

…
　
…

…
肥

圭美
術
展
観

に
お
け
る
書
跡

お
け
る
列
品
と
し
て
の
書
跡

お

け

る
書

の
展

観

跡

　
　
　
　
Ｖ

′6′

ゴ76

r6θ  759



『
書
苑
』

の
解
説
と

「
月
墓

」
　

　

　

即

近
世

に
お
け

る
手
鑑

の
様
相
　
　
　
　
崩

手

鑑

「
月
墓

」
を
通

し

て
見
え

る
も

の
　
　
　
　
棚

二
、
尾

上

栄

舟

と

言

道

史

　

！

…
　

…

…
　

　

　

　

　

‐
　

　

　

‥
　

―
　

―

柴
舟

と
書
　
　
　
　
用

柴
舟
と
書
道
史
　
　
　
　
ｖ

柴
舟

の
書
作

と

理
論

　

　

　

閉

周
魚

と
柴
舟

の
書
道
史
　
　
　
　
制

第
二
章
　
国
家
の
霧
筆

言
跡
の
展
観
と
列
品

文
化
財
関
連
行
政
と
書
　
　
　
　
胴

明
治
時
代
初
期

の
古
美
術
展
観
に
お
け
る
書
跡
　
　
　
　
胴

東
京
国
立
博
物
館
に
お
け
る
列
品
と
し
て
の
書
跡
　
　
　
　
朋

京
都
国
立
博
物
館

に
お
け
る
書

の
展
観

　

　

　

筋

博
物
館
の
展
観
と
書
跡
　
　
　
　
ｖ

二
、
文
化
財
保
護
関
係
法
今
と
言
跡
　
…
　
　
　
　
…
　
　
　
　
…
　

　

…
…

河 ′びθ  ノj9



文
化
財
と
し
て
の
書
跡
　
　
　
脳

「
古
器
旧
物
保
存
方
」
　

　

　

脳

臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
に
よ
る
調
査
か
ら

「
古
社
寺
保
存
法
」

へ
　
　
　
　
胆

「
国
宝
保
存
法
」
と
震
翰
の
時
代

　

　

　

崩

「
文
化
財
保
護
法
」
の
制
定

へ
　
　
　
　
翔
　
　
　
　
　
　
　
′

法
の
も
と
の
書
跡
　
　
　
　
別

第

四
章
　
近
代
に
お
け
る
書
跡
鑑
賞
の
場

…
…
…

…

…　
…

…
…
…
　
…

…

一
、
地
代
の
数
寄
者
と
言

近
代
に
お
け
る
茶

の
湯
と
書

　

　

　

”

茶
席

に
見
ら
れ
る
書
跡

　

　

　

”

古
筆

の
影
印
と
田
中
親
美
　
　
　
　
別

近
代
的
な
数
寄
者

の
時
代

　

　

　

別

二
、

近

代

丈

夫
と
そ
の
い
と
な

み

　

…
　

…
…
…
　
　
…

　
…

…
…
…

…
　
…
　
解

近
代
に
お
け
る
文
人

の
存
在

　

　

　

別

近
代
文
人
と
中
国
趣
味
　
　
　
　
％

書
籍

メ
デ
ィ
ア
と
詩
文
書
画
　
　
　
　
朋

2′イ  2′ J



終
　
章

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
郷

近
代
文
人

の
志
向

　

　

　

加

巻
末
資
料

‥
…
…
…

‥
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

２７

索
引
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

別





書
跡

の
評
価

に
関
す
る
諸
問
題

書
道
史
あ
る
い
は
書
法
史
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
で
つ
ま
で
も
な
く
各
時
代
に
わ
た
る
書
作
品
や
、
そ
れ
を
制
作
す
る
書
家
、

能
書
の
思
想
や
技
術
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
史
的
な
考
察
と
、
遺
墨
の
詳
細
な
調
査
に
立
脚
す
る
紹
介
な
ど
を
中
心
と

し
て
書
道
史
が
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
文
字
資
料
、
な
か
で
も
近
世
以
前
に
書
か
れ
た
毛
筆

の
書
き
文
字
は
、
制
作
の

当
初
か
ら
書
と
し
て
の
価
値
を
有
し
、
そ
の
自
明
の
意
味
に
お
い
て
伝
来
し
て
き
た
も
の
で
は
な

い
。
毛
筆

の
文
字
の
ほ
と
ん
ど
は
、

書
簡
や
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
経
典
や
公
私
の
文
書
と
し
て
揮
墓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
字

の
機
能

の
第

一
義
で

あ
る
伝
達
が
毛
筆
に
よ
る
揮
墓
の
動
機
を
支
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
言
語
を
表
出
す
る
た
め
の
音
声
と
文
字
と

い
う
二
つ
の
要

素
の
う
ち
、
後
者
の
部
分
が
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま

「書
」
と
は
な
り
得
な

い
の
で
あ
る
。

積
み
重
な

っ
た
視
線
に
よ

っ
て
、
日
本
の
歴
史
に
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
筆
跡
が
取
捨
選
択
さ
れ
、
「書
」
と
し
て
の
価
値
を
高
め

て
い
く
。

も
ち
ろ
ん
、
名
筆
を
鑑
賞
す
る
習
慣
は
古
く
か
ら
日
本
に
定
着
し
て
い
た
。

正
倉
院
に
所
蔵
さ
れ
る

「
東
大
寺
献
物
帳
」
に
は
王
義
之
、
王
献
之
の
書
を
は
じ
め
、各
種

の
書
跡
が
記
載
さ
れ
る
。
同
時
に
、
「喪

乱
帖
」
や

「
孔
侍
中
帖
」
の
よ
う
に
、
誤
鈎
本
と
は
い
う
も
の
の
義
之
の
名
筆
が
早
く
か
ら
日
本
に
伝
来
し
て
き
た
こ
と
も
よ
く

知
ら
れ
、
書
跡
を
愛
好
す
る
習
慣
が
聖
武
天
皇

の
時
代
に
は
す
で
に
定
着
し
て
い
る
。
同
時
に
、
光
明
皇
后

の

「
楽
毅
論
」
は
義

之
の
臨
書
と
み
ら
れ
、
聖
武
天
皇

の

「
雑
集
」
も
多
分
に
義
之
や
搭
遂
良
あ
た
り
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も



中
国
書
法
、
と
り
わ
け
唐
の
文
化
に
育
ま
れ
た
王
義
之
書
法
が
規
範
的
な
意
味
合

い
を
■
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
「
元
永
本
古
今
集
」
や

「
本
願
寺
木
三
十
六
人
家
集
」
な
ど
の
よ
う
な
、
書
や
料
紙
を
含
め
た
そ
の
出
来
ば
え
に
心
を

砕

い
た
調
度
手
本
は
、
単
に
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
書
物
と
し
て
の
総
合
的
な
美
し
さ
を
競

い
合

っ
て
い

る
。
明
石
の
姫
君
の
共
着
の
儀
式
に
ま

つ
わ
る
も
ろ
も
ろ
を
描
く

『源
氏
物
語
』

の

「梅
枝
」
で
は
、
源
氏
や
そ
の
周
囲
の
人
々
が
、

あ
ら
ん
限
り
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
車
子
制
作
に
あ
た
る
。
現
在
に
伝
え
ら
れ
る
遺
墨
と
あ
わ
せ
見
る
と
、
そ
の
心
映
え
が
手
に
取

る
よ
う
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
人
が
文
字
の
揮
見
や
そ
の
鑑
賞
に
関
し
て
、
並

々
な
ら
ぬ
情
熱
を
傾
け
て
き
た

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
毛
筆
の
書
き
文
字
に

「書
」
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
、
名
筆
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。

日
本
に
お
い
て
、
現
代
、
そ
し
て
現
在

の
書
の
直
接
的
な
母
胎
で
あ
る
近
代
に
注
目
し
て
書
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
大
別
し

て
二
つ
の
視
点
が
存
在
す
る
。　
一
つ
は
明
治
時
代
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
書
を
対
象
に
体
系
を
構
築
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
近
代
書
道
史
、
も
う

一
つ
は
時
代
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
多
く

の
遺
墨
の
鑑
賞
史

・
評
価
史
と
、
そ
の
史
的

な
体
系
で
あ
る
書
道
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
は
、
そ
れ
ま
で
に
揮
墓
さ
れ
た
あ
ま
た
の
毛
筆

の
書
き
文
字
を
改
め
て

璽
屋

と
し
て
価
値
付
け
た
、
大
き
な
画
期
と
な
る

一
つ
の
時
代
で
も
あ
る
。

あ
る
人
物
が
筆
を
執
り
、
文
字
を
記
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
名
筆
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
た
め
の
条
件
を

い
く

つ
か
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
何
と

い
っ
て
も
書
き
ぶ
り
が
優
れ
て
い
る
こ
と
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
内
容
に
魅
力
が
あ
る
こ
と
、
揮
墓

し
た
人
物
が
社
会
的

・
歴
史
的
な
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
、
遺
墨

の
性
格
に
合
致
し
た
伝
来
経
路
が
確
認
で
き
る
こ
と
な
ど
が
ま

ず
思

い
つ
く
。
近
代
を
迎
え
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
に
見
合
う
遺
墨
が
改
め
て
見
出
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
書
道
史
が
形
作
ら
れ
て
き
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た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
文
字
が
、
書
と
し
て
の
価
値
に
裏
打
ち
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
制
作
に
ま

つ
わ
る
諸
事
情
と
同

じ
く
、
制
作
さ
れ
て
か
ら
の
ち
の
評
価
観
が
深
く
関
係
し
て
い
る
。

筆
者
名
を
伴
わ
な

い
古
筆
切
や
、
特
定
の
人
物
に
宛
て
ら
れ
た
消
息
が
、
「
書
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
そ
の
好

例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
を
揮
墓
し
た
人
物
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
筆
を
執

っ
た
に
違

い
な

い
し
、

限
ら
れ
た
相
手
の
視
線
で
あ

っ
て
も
、
強
く
そ
れ
を
意
識
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
の
ち
の
時
代

に
遺
墨
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
不
特
定
多
数

の
人
々
の
視
線
を
意
識
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
当
然
、
名
筆
と
な
る

こ
と
が
、
制
作
の
時
点
で
約
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
こ
れ
ら
の
揮
亀
に
あ
た

っ
た
人
物
の
多
く
は
古
く
か
ら
能
書
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
時
代
を
経
て
彼
ら
が
能
書
た
り
得
る
要
因
の

一
つ
に
は
、
時
代
を
超
え
て
そ
の
遺
墨
や
執

筆
し
た
人
物
に
対
し
て
高

い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
墨
の
当
初
の
制
作
目
的
な
ど
と
同
様
に
、
そ

う

い
っ
た
後
世
の
評
価
観
に
つ
い
て
も
体
系
的
に
解
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

「美
術
」
と

「書
」
の
迫
代

平
成
元
年
の
北
澤
憲
昭

『限
の
神
殿
―
―

「美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
』
（美
術
出
版
社
）
に
は
じ
ま
る
、
美
術
史
そ
の
も
の
に
対

す
る
再
検
討
に
よ
っ
て
、
「美
術
」
と
い
う
概
念
が
、
近
代
国
家
の
構
築
と
深
く
関
係
し
な
が
ら
か
た
ち
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
近
代
の
産
物
で
あ
る
美
術
の
す
が
た
に
つ
い
て
、
佐
藤
道
信

『
（日
本
美
術
〉
誕
生
』
（講
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談
社
　
平
成
八
年
）、
同

『明
治
国
家
と
近
代
美
術
―
―
美
の
政
治
学
―
―
』
奪
口
川
弘
文
館
　
平
成
十

一
年
）、
東
京
国
立
文
化
財
研

究
所
編

『語
る
現
在
、
語
ら
れ
る
過
去
　
日
本
の
美
術
史
学
１００
年
』
（平
凡
社
　
平
成
十

一
年
）、
米
倉
迪
夫
伊
究
代
表

『日
本
に
お

け
る
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
』
（東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
　
平
成
十
三
年
）、
『講
座
日
本
美
術
史
』
（全
六
巻
　
東
京
大
学
出
版
会

平
成
十
七
年
）
な
ど
の
成
果
が
示
さ
れ
、
「美
術
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
絵
画
や
彫
刻
、
建
築
な
ど
の
性
格
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
き
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

こ
れ
ら
の
う
ち
、
『明
治
国
家
と
近
代
美
術
―
―
美
の
政
治
学
―
―
』
で
は
、
近
代
に
お
い
て

「書
画
」
が

「書
」
と

「絵
画
」

と
に
呼
び
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
過
程
を
追
い
、
「美
術
」
の
範
疇
に
書
が
す
ん
な
り
と
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
要

因
を
解
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
『日
本
に
お
け
る
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
』
で
は
、
「書
と
美
術
史
学
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、

書
の
芸
術
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
美
術
史
の
構
造
に
関
す
る
再
検
証
と
い
う
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
、

書
を
取
り
扱
う
姿
勢
は
相
対
的
に
消
極
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
、書
を
包
含
し
な
い
こ
と
こ
そ
近
代
国
家
の
制
度
と
し
て
育
ま
れ
た
「美

術
」
の
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
、
そ
の
結
果
に
由
来
し
て
近
代
美
術
と
し
て
の
書
の
位
置
も
あ
い
ま
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
事
情
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
評
価
観
を
体
系
的
に
論
じ
た
研
究
は
行
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
近
代
に
お

け
る
美
術
史
構
築
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
様
に
、
書
に
お
い
て
も
、
書
道
史
構
築
の
過
程
と
そ
の
特

徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
書
道
史
は
点
と
し
て
存
在
す
る
多
種
多
様
の
遺
墨
を

一
つ
の
視
点
で
つ
な
ぐ
線
で
あ

り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
志
向
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
評
価
観
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
か
で
も
、
数
多
く
の

遺
墨
を
取
捨
選
択
し
、
時
代
や
制
作
さ
れ
た
国
な
ど
を
分
類
の
基
準
と
し
て
採
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
墨
の
解
説
や
、
概
説
な
ど

を
付
し
た
各
種
の

『書
道
全
集
』
に
代
表
さ
れ
る
書
籍
が
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
、
ま
ず
本
書
で
は
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
肉
筆
の
文
字
資
料
が
、
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を
追
い
、
近
代

に
お
け
る
書
道
史
形
成
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
採
択
さ
れ
た
日
本
の
書
跡
を
中
心
と
す
る
資
料
の
特
徴
を
確
認
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
法
書
会
が
発
行
し
た
書
の
専
門
誌
『書
苑
』
誌
上
で
、主
に
日
本
の
書
跡
に
関
す
る
解
説
を
担
当
し
、
「本

願
寺
本
三
十
六
人
家
集
」
の
発
見
や
手
鑑

「
月
墓
」
の
編
集
な
ど
で
知
ら
れ
た
大
口
周
魚
の
書
道
史
観
を
整
理
す
る
。
ま
た
、
周

魚
の
活
動
の
場
の
中
心
で
あ
る
御
歌
所
と
書
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
続
い
て
、
そ
の
問
下
で
あ
る
尾
上
柴
舟

の
書
作
と
書
道
史
に
関
す
る
仕
事
を
通
し
て
、
こ
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
書
道
史
の
傾
向
を
明
瞭
に
す
る
。
書
の
評
価
は
書
道
史

関
連
の
出
版
に
端
的
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
な
か
で
も
、
戦
前
版
の
平
凡
社

『書
道
全
集
』
は
そ
の
喘
矢
と
し
て
、
特
筆

す
べ
き
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
周
魚
の
影
響
を
強
く
受
け
た
柴
舟
は
、
日
本
の
書
跡
を
中
心
に
そ
の
編
集
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
全
集
の
資
料
選
択
の
傾
向
に
つ
い
て
詳
し
く
探
り
、
近
代
的
な

「書
」
の
世
界
で
ど
の
よ
う
な
書
跡
が
い
わ
ゆ
る
名
筆
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
、
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
近
代
日
本
に
お
い
て
急
速
に
整
備
さ
れ
た
法
と
行
政
機
関
の
も
と
で
、
文
化
財
と
し
て
書
弥
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
き
た
の
か
を
、
主
に
明
治
期
の
博
物
館
に
お
け
る
展
観
や
列
品
、
関
連
す
る
法
令
か
ら
知
る
こ
と
に
し
た
い
。
明
治
初
年
以
来
、

書
跡
は
数
々
の
展
観
に
出
品
さ
れ
、
文
化
財
関
連
の
法
令
に
よ

っ
て
保
護

・
保
存
の
措
置
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
範
疇
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
資
料
が
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
分
類
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
、
各
種
の
日
録
な
ど
か
ら
整
理

す
る
。
同
時
に
、
行
政
内
部
で
書
跡
が
ど
の
よ
う
な
位
置
で
扱
わ
れ
た
の
か
、
東
京
国
立
博
物
館

へ
と

つ
な
が
る
博
物
館
に
お
け

る
列
品
と
し
て
の
書
跡
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。
保
護

・
保
存
を
主
眼
と
す
る
文
化
財
行
政
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
た

資
料
も
、
こ
の
時
代
の
書
跡
の
評
価
観
を
示
す

一
つ
の
規
準
と
な
る
も
の
と
い
え
る
。

加
え
て
、
近
代
的
な
知
識
層
が
私
的
に
書
跡
を
鑑
賞
す
る
場
に
つ
い
て
、
そ
の
断
面
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は



特
に
、
徳
川
時
代
末
期
の
儒
学
を
身
に
つ
け
た
文
人
た
ち
が
盛
ん
に
開
催
す
る
煎
茶
会
や
決
詩
会
、
財
閥
の
台
頭
し
た
経
済
界
を

背
景
と
す
る
茶
席
な
ど
で
鑑
賞
さ
れ
る
書
跡
の
特
徴
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
文
化
環
境
と
し
て
そ
れ
ら
の
場
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担

っ
て
い
た
の
か
、
先
の
公
の
世
界
と
併
せ
見
る
こ
と
で
、
近
代
に
お
け
る
知
識
層
の
書
を
め
ぐ
る
教
養
の
実
像
を
浮
き
彫

り
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
元
来
、
個
人
的
な
い
と
な
み
で
あ
る
雅
会
が
、
そ
の
担
い
手
の
重
な
り
合
い
に
よ

っ
て
出
版
や
法
整
備

な
ど
に
場
を
移
し
て
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
し
た
過
程
に
も
言
及
す
る
。

美
術
史
に
お
け
る
書

こ
こ
で
は
、
日
本
の
書
跡
を
中
心
に
、
美
術
史
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
書
跡
評
価
の
集
積
と
も

い

え
る
書
道
史
形
成
ま
で
の
過
程
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
数
々
の
名
筆
は
、
次
の
時
代
の
名
筆
を
生
み
出
す
糧
と
な

っ
て
い
る
。
あ
る
人

に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
書
は
、
そ
の
制
作
の
背
景
や
意
図
を
踏
ま
え
な
が
ら
批
判
の
対
象
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
鑑
賞

さ
れ
、
学
習
の
対
象
と
も
な

っ
て
い
く
。

し
か
し
、
毛
筆
で
書
か
れ
た
文
字
を
批
判
の
対
象
と
す
る
近
世
以
前

の
著
作
は
、
鑑
定
家
に
よ
る
遺
墨

の
分
類
で
あ

っ
た
り
、

能
書
た
ち
の
秘
伝
の
類
で
あ

っ
た
り
す
る
場
合
が
多

い
。
『夜
鶴
庭
訓
抄
』
や

『入
木
抄
』
な
ど
が
そ
の

一
例
に
挙
げ
ら
れ
る
。
古

筆
手
鑑
や
そ
れ
に
関
連
し
た
書
物
な
ど
に
、
お
お
む
ね
時
間
軸
に
沿

っ
た
遺
墨
や
能
書
の
排
列
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
体
系
的
に
、

史
的
に
書
を
捉
え
よ
う
と

い
う
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。
や
は
り
、
体
系
的
に
書

の
流
れ
を
た
ど
る
と

い
う
意
識
が
芽
生
え
、
形
を
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「
雑
彫
刻
」
「漆
工
」
「窯
工
」
「錦
綾
、
刻
絲
」

藤
原
平
家
時
代

こ
こ
に
は
、
そ
の
時
代
に
制
作
さ
れ
た
書
や
象
刻
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
「
淳
化
閣
―ｌｌ‐！Ｆ
」
や

「
大
観
帖
」
な
ど
の

集

――，とｆ
制
作
の
背
景
や
、
文
房
趣
味
、
装
丁
の
変
遷
な
ど
、
書
に
ま

つ
わ
る
解
説
が
多
面
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
「
真
に
文
化
の
有
様

を
知
悉
す
る
」
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
書
を
取
り
巻
く
種

々
の
状
況
を
も
加
味
し
た
こ
の

「
美
術
史
」
は
、
再
注
が
書
に
対
し

て
造
詣
が
深
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
東
京
美
術
学
校
に
お
け
る
美
術
史
の
討
義
で
、
日
本
を
含
む

「東

洋
美
術
」
の
特
徴
を
反
映
さ
せ
、
そ
の
枠
組
み
を
、
西
欧
か
ら
輸
入
さ
れ
た

「美
術
」
と
は
別
に
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
曹
崖
の
美
術
史
は
、
書

の
扱

い
か
ら
見
る
こ
と
で
、
そ
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
し
か
し
、
大
正
十

五
年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
論
は
美
術
史
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
考
え
方
と
し
て
は
発
展
し
な
か

っ
た
。
書
を
中
心
と
す
る
歴
史

の
体

系
化
は
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
日
本
の
書
跡
を
射
象
の
中
心
に
扱
う
が
、
こ
れ
ら
は
大
陸
か
ら
の
絶
え
問
な

い
書
法

の
受
容
と
同
時
に
、
書
と

い

う

い
と
な
み
そ
の
も
の
を
日
本
人
独
白
の
感
性
が
膜
成
し
て
き
た
結
果
と
し
て
伝
来
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
毛
筆
に
よ
る
手
菩

き
文
字
の
遺
品
が
取
捨
選
択
さ
れ
、
価
値
観
の
整
埋
と
明
文
化
が
行
わ
れ
た
時
代
が
ま
さ
に
近
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
を
経
た
こ

と
に
よ

っ
て
凱
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
、

い
わ
ゆ
る

「名
筆
」
が

一
定
の
価
値
観
の
も
と
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
書
跡
の
評
価
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
坊
面
に
は
、
出
版
を
は
じ
め
、
宝
物
調
査
や
展
覧
会
の

開
催
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
文
化
財
関
逝
の
法
令
、
さ
ら
に
は
茶
の
湯
の
席
や
煎
茶
会
な
ど
に
お
け
る
私
的
な
鑑
賞
の
機
会
な
ど

も
こ
れ
に
加
え
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
側
々
の
遺
墨
に
紺
す
る
評
価
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
場
で
ま
と
ま

っ
て
紹
介
さ

「屏
風
、
巻
物
等
の
絵
画
」
「仏
教
画
」
「苦
」
「彫
刻
」
「漆
工
」
「錦
綾
」
「金
工
」
「建
築
」

351序 章

|
|



れ
た
書
明
の
性
格
を
俯
陣
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
代
に
急
速
に
明
確
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
書
跡
に
汁
す
る
ま
な
ざ
し
の
在

り
か
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

序
章
註

［註
１
］

［註
２
］

［註
３
］

［註
４
］

［註
５
］

『真
美
大
観
』
編
集
の
背
員
に
つ
い
て
は
、
村
角
紀
子

「審
美
書
院
の
美
術
全
集
に
み
る

「
日
本
美
術
史
」
の
形
成
」
３
近
代
画
説
』
第
人
号

明
治
美
術
学
会
　
平
成
十

一
年
）
に
詳
し
い
。
本
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
に
拠

っ
た
。

佐
藤
道
信

『明
治
国
家
と
近
代
美
術
―
―
美
の
政
治
学
―
―
』
全
日川
弘
文
館
　
平
成
十
一
年
）

一
二
六
頁
。

田
鳥
志

一

『束
洋
美
術
大
観
』
第

一
冊

（器
美
書
院
　
明
治
四
十

一
年
）
序
文
。

［註
１
］
参
照
。

『大
師
会
展
観
図
録
』
に
は
、
明
治
二
十
九
年
の
第

一
回
か
ら
第

一
五
回
ま
で
の
大
師
会
に
お
け
る
展
観
目
録
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
図

版
に
は
明
治
四
十
四
年
の
第

一
五
回
の
展
観
に
供
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
で
は
、
弘
法
大
師
空
海
に
ま
つ
わ
る

書
画
や
道
具
類
を
蝙
広
く
用
い
た
。
茶
席
に
は
、
毎
回
、
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
「寸
松
庵
色
紙
」
や

「継
色
紙
」
な
ど
断
簡
と
な

っ
た
写
本

を
可
能
な
限
り

一
上
に
集
め
、
復
原
的
に
排
列
し
な
お
す
作
業
な
ど
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

［註
６
］
こ
れ
に
先
ん
じ
て
刊
行
さ
れ
た

「朝
陽
閣
帖
」
に
つ
い
て
、
刊
行
の
経
緯
や
資
料
選
択
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
慎

一
「大
蔵
省
印
刷
局

・
朝

陽
閣
帖
の
謎
」
奪
大
束
書
道
研
究
』
第

一
四
号
　
大
束
文
化
大
学
書
道
研
究
所
　
平
成
十
九
年
）
に
詳
し
い
。
こ
の
論
考
で

「朝
陽
閉
集
古
」
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

［註
７
］
茶
の
湯
と
書
に
つ
い
て
は
本
書
第
四
章
の

「
近
代
に
お
け
る
茶
の
湯
と
普
」
を
参
照
。

［註
８
］
『束
洋
美
術
史
』
は
大
正
十
五
年
に
東
陽
生
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
、
明
治
三
十
八
年
、
束
京
美
術
学
校
の
計
義
用
に
出
版
さ

れ
た

「東
洋
美
術
小
史
」
が
核
を
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
四
十
三
年
、
『支
那
絵
画
小
史
』
『日
本
絵
画
小
史
』
に
加
筆
修
正
が
施
さ
れ
、

こ
の

「束
洋
美
術
史
』
と
な

っ
た
。



も
書
写
年
代
が
さ
か
の
ば
る
古
筆
で
あ
り
、
「広
沢
切
」
は
伏
見
天
皇
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
、
こ
の
な
か
で
は
最
も
時
代
的

に
下
る
古
筆
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
裏
の
経
切
に
も
当
て
は
ま
り
、
冒
頭
、
聖
武
天
皇

「大
和
切

（大
聖
武
こ

か
ら
最
後
の

「笠

置
切
」
ま
で
、
ほ
ば
、
書
写
年
代
に
従

っ
て
い
る
。
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
古
筆
切
の
な
か
で
、
現
在
は
十

一
世
紀
後
半
か
ら

十
二
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
書
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る

「中
院
切
」
と

「如
意
宝
集
切
」
が
、
オ
３４
～
３７
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、

周
魚
は
、
「中
院
切
」
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る

［註
１３
］ｏ

紅
紫
色
の
飛
雲
あ
る
上
に
、
金
銀
の
砂
子
蒔
き
た
る
料
紙
、
ま
づ
い
ひ
し
ら
ず
な
つ
か
し
く
て
、
平
安
朝
の
も
の
と
見
ゆ

る
を
、
何
人
か
之
を
鎌
倉
右
大
臣
の
筆
と
は
定
め
け
ん
、
こ
と
に
そ
の
書
風
は
、
佐
理
公
任
二
卿
の
お
も
か
げ
を
そ
な

へ
た

る
老
熟
の
筆
な
れ
ば
、
年
未
だ
三
十
に
み
た
ず
し
て
尭
ぜ
ら
れ
し
公
の
手
跡
と
は
信
が
た
き
を
や
。
か
の
公
任
卿
の
男
な
る

定
頼
卿
の
烏
丸
切
と
相
似
た
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
そ
の
卿
の
筆
と
定
め
し
人
も
あ
る
は
、
宜
な
り
か
し
。

さ
は
い
へ
ど
右
府
は
、
新
古
今
の
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
歌
は
万
葉
の
古
調
を
慕
は
れ
し
人
に
て
お
は
せ
し
か
ば
、

そ
の
書
も
亦
時
流
を
超
越
し
て
、
上
代
の
風
格
を
具

へ
、
夙
く
老
熟
の
境
に
達
せ
ら
れ
た
ら
ん
事
、
お
し
て
知
る
べ
し
、
故

に
此
の
中
院
切
は
、
こ
と
さ
ら
に
上
代
の
紙
を
用
ゐ
て
、
右
府
の
書
か
れ
し
も
の
な
ら
ん
も
は
か
る
べ
か
ら
ず
、
た
し
か
な

る
証
拠
を
見
出
す
迄
は
、
し
ば
ら
く
古
筆
家
の
鑑
定
に
従
ふ
べ
く
な
ん
。

こ
の

「
中
院
切
」
が

「烏
丸
切
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
伝
称
筆
者
が
書
写
年
代
と
か
け
離
れ
て
い
る
可
能
性
を
示

唆
し
な
が
ら
、
確
固
た
る
根
拠
を
見
出
す
ま
で
は
従
来
の
鑑
定
に
従
う
と
い
う
、
周
魚
の
慎
重
な
態
度
が
見
ら
れ
る
。
「如
意
宝
集
切
」

に
関
し
て
も
、
今
泉
雄
作
が
、
『書
苑
』
第

一
巻
第
三
号
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
伝
宗
尊
親
王
筆

「寛
平
御
歌
合
切
」

を
鎌
倉
時
代
の
筆
跡
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
襲
し
て

「月
墓
」
の
編
集
に
反
映
さ
せ
、
こ
の
二
種
の
古
筆
の
配

置
が
決
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
藤
原
公
任
と
し
て
六
葉
五
種
、
伝
源
俊
頼
と
し
て
五
葉
五
種
の
古
筆
が
見
ら
れ
る
よ



う
に
、
現
在
の
研
究
状
況
に
照
ら
し
て
、
執
筆
年
代
を
も
と
に
厳
密
に
整
列
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し

て
は
、
時
間
的
な
流
れ
に
沿

つ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

ま
た
、
ォ
２７

「仮
名
観
普
賢
経
切
」
や
ウ
５

，
６

「
正
倉
院
文
書
断
簡
」
な
ど
の
よ
う
に
伝
称
筆
者
を
伴
わ
な
い
断
簡
で
も
、

推
定
さ
れ
る
書
写
年
代
に
し
た
が

っ
て
排
列
を
行

っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
奈
良
時
代
に
書
写
さ
れ
た

「紺
紙
銀
宇
華

厳
経
」
は
、
寛
文
七
年

（
三
ハ
エハ
七
）
の
修
二
会
に
起
因
す
る
火
災
で
焼
損
し
、
廷
宝
六
年

（
三
ハ
七
一Ｃ

に
修
理
さ
れ
紺
紙
で
裏

打
ち
さ
れ
た
。
こ
の
ウ
ー８

「
二
月
堂
焼
経
断
簡
」
は
、
安
政
五
年

（
一
人
五
人
）
版
の

『増
補
新
機
古
筆
名
葉
集
』
に
該
当
す
る
も

の
が
見
当
た
ら
ず
、
幕
末
ま
で
に
編
集
さ
れ
た
手
鑑
な
ど
に
押
さ
れ
た
も
の
も
な
い
。
維
新
後
に
巷
間
に
出
て
そ
の
存
在
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
「月
墓
」
編
集
時
に
は
断
簡
に
さ
れ
て
間
も
な
い
も
の
だ

っ
た
が
、
紫
紙
金
字
の

「紫
切
」
（ウ
ー７
）
と
同
じ
菅

原
道
真
を
伝
称
筆
者
に
あ
て
て
こ
の
手
鑑
に
収
め
た
。
そ
の

一
方
で
、
消
息
や
墨
蹟
、
唐
様
、
連
歌
の
類
は

一
葉
も
押
さ
れ
て
い

な
い
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
近
世
に
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
手
鑑
や

「手
鑑
行
列
』
『古
筆
総
拾
』
と
い
つ
た
手
鑑
制
作
の
指
針
と
な
る
書

籍
に
は
見
ら
れ
な
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
周
魚
の
書
道
史
に
対
す
る
姿
勢
の
特
徴
的
な

一
面
を
具
現
化
し
た
も
の
が
こ
の
「月
蔓
」

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

法
言
会

『言
苑
』
創
刊
の
意
味

美
術
史
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
『真
美
大
観
』
や

『東
洋
美
術
大
観
』
、
『稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
よ
う
に
全
集
や
単
行
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容
と
変
容
の
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
平
安
古
筆
主
義
か
ら
、
地
域
的
に
も
時
代
的
に
も
幅
を
広
げ
、
さ
ら
に
は
そ
の
影
響
関
係
を
考
察
し
た
本
書
は
、

柴
舟
の
書
道
通
史
と
し
て
唯

一
の
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
視
点
で
書
道
史
を
構
成
し
た
特
異
な
著
作
で
も
あ
る
。
古
筆
の
研
究
を

得
意
と
し
た
柴
舟
だ
が
、
中
国
小
説
の
翻
訳
を
頻
繁
に
手
が
け
て
い
る
よ
う
に
、
国
文
学
界
き

っ
て
の
中
国
通
で
も
あ
り
漢
学
に

も
通
じ
て
い
た

［註
６０
］。
戦
後
の
自
由
な
空
気
は
、
柴
舟
に
自
ら
の
見
識
を
最
晩
年
の

一
冊
で
惜
し
み
な
く
発
揮
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

栄
舟
の
書
作
と
理
論

柴
舟
歿
後
の
書
壇
に
お
い
て
、
仮
名
の
書
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
日
比
野
五
鳳

〈
一
九
〇

一
―
八
五
〉
は
、
昭
和
二
十
三
年
の

第
四
回
日
展
か
ら
公
募
出
品
を
は
じ
め
る
。
柴
舟
は
審
査
員
の

一
人
と
し
て
彼
を
高
く
評
価
し
、
第
七
回
展
で
早
く
も
特
選
を
与

え
て
い
る
。
柴
舟
は
自
ら
の
書
風
と
の
関
係
は
問
わ
ず
、
基
礎
的
な
教
養
と
技
術
を
身
に
付
け
た
書
家
を
大
い
に
評
価
し
て
い
る
。

柴
舟
自
身
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
書
道
史
や
文
学
と
い
っ
た
論
理
的
な
方
法
を
獲
得
し
、
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る

書
を
評
価
し
た
わ
け
で
あ
る
。

歌
作
と
平
安
文
学
の
研
究
か
ら
派
生
し
た
柴
舟
の
書
の
研
究
と
制
作
は
、
車
の
両
輪
と
な

っ
て
い
ず
れ
も
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
も

の
と
な

っ
た
。
文
化
史
的
な
背
景
を
重
視
し
、
常
に
原
資
料
を
重
ん
じ
た
柴
舟
の
書
道
史
観
が
最
も
端
的
に
表
さ
れ
た
の
は
、
実

は
彼
の
作
品
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
①
自
ら
詠
ん
だ
歌
を
、
自
ら
の
研
究
を
背
景
に
し
て
制
作
す
る
姿
勢
が
、

平
安
古
筆
に
依
拠
す
る
、　
一
見
流
麗
で
典
雅
と
も
評
す
べ
き
作
品
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
柴
舟
の
書
は
、
こ
れ
ら
の
評
語
だ



け
で
は
需
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
構
築
性
の
高
さ
を
宿
し
て
い
る
。
決
し
て
感
覚
に
振
り
回
さ
れ
ず
、
徹
底
し
て
理
知
的
な
制

作
に
没
頭
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
晩
年
の
自
然
で
重
厚
、
含
蓄
に
富
ん
だ
書
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

柴
舟
の
書
は
、
形
態
の
模
倣
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
性
質
の
書
で
あ
る
。
単
に
書
壇
に
お
け
る
柴
舟
の
働
き
を
振
り
返
る
だ
け
で
は
、

彼
の
魅
力
は
な
か
な
か
見
え
て
は
来
な
い
。
柴
舟
の
語
る
ご
と
く
、
彼
の
置
か
れ
た
時
代
的
な
環
境
を
理
解
し
、
そ
の
多
方
面
に

わ
た
る
仕
事
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
書
の
意
味
が
受
け
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『平
安
朝
時
代
の
草
仮
名
の
研
究
』
や

『歌
と
草
仮
名
』
、
『日
本
名
筆
全
集
』
、
河
出
書
房
版
も
含
め
三
種
の

『書
道
全
集
』
な

ど
、
彼
の
執
筆
し
た
書
籍
に
は
、
版
を
重
ね
、
広
く
親
し
ま
れ
た
も
の
が
多
い
。
戦
前
の
著
作
で
は
、
時
代
的
な
思
潮
も
手
伝

っ
て
、

平
安
主
義
の
体
系
化
に
力
が
注
が
れ
、
大
国
周
魚
の
書
道
史
観
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
日
本
書
道
史
の
重
要
な
部
分
を
明
文
化
し
た

役
割
は
大
き
い
。
彼
が
平
安
古
筆
を
学
問
的
に
数
多
く
紹
介
し
た
こ
と
で
、
明
治
以
来
の
平
安
古
筆
主
義
が
現
在
の
書
壇
に
も
引

き
継
が
れ
、書
の
古
典
と
し
て
普
遍
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
古
筆
研
究
進
展
の
き

っ
か
け
に
も
な

っ

て
い
る
。

晩
年
の
柴
舟
は
、
自
ら
の
来
し
方
を
振
り
返
り
、
そ
の
道
程
を
い
く
つ
か
の
歌
に
詠
ん
で
い
る
。

我
み
ち
は
人
の
み
ち
と
し
こ
と
な
ら
ね
　
我
た
ど
る
ご
と
人
は
た
ど
ら
ず

遺
作

「道
」
に
詠
ま
れ
た
こ
の
歌
を
見
た
西
川
寧
は
、
口
」
れ
は
現
在
の
書
壇

へ
の
先
生
の
い
き
ど
ほ
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
先
生

は
や
ま
い
を
お
し
て
か
い
た
の
だ
」
と
解
釈
し

［註
６‐
］、
書
壇
の
変
化
に
も
動
ず
る
こ
と
な
く
、
古
典
主
義
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い

柴
舟
の
存
在
感
を
改
め
て
確
認
し
、
叙
情
的
な
さ
れ
い
ご
と
に
終
始
し
や
す
い
仮
名
の
造
形
の
骨
を

つ
か
ん
だ
尾
上
芸
術
を
再
評

価
し
て
い
る
。

い
く
そ
ば
く
間
を
て
ら
す
と
な
け
れ
ど
も
　
我
も

一
つ
の
火
を
と
も
し
つ
つ
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最
後
と
な

っ
た
こ
の
歌
に
は
、
柴
舟

の
、
歌
と
書
の
世
界
に
お
け
る
開
拓
者
と
し
て
の
自
負
が
窺
え
る
。
こ
の
柴
舟

の
思

い
は
、

現
在
も
両
方
の
世
界
で
生
き
続
け
て
い
る
と

い
っ
て
い
い
。
研
究
に
よ

っ
て
冷
静
に
古
典
を
見

つ
め
な
お
し
、
歌
と
書
の
両
面
に

お
け
る
創
作
に
よ

っ
て
そ
れ
を
再
生
産
し
た
柴
舟

の
透
徹
し
た
姿
勢
に
再
び
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

周
魚
と
柴
舟

の
言
道
史

第
二
章
で
は
、
法
書
会

の

『書
苑
』

で
日
本
の
書
跡
の
紹
介
と
解
説
の
執
筆
を
活
発
に
行
う
と
同
時
に
、
「
月
茎
」
に
代
表
さ

れ
る
手
鑑
の
制
作
な
ど
を
手
掛
け
た
大
国
周
魚
か
ら
、
そ
の
門
下
で
歌
人
や
国
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
書
家
と
し
て
、
ま
た
書

道
史
研
究
者
と
し
て
足
跡
を
残
し
た
尾
上
柴
舟

へ
と
受
け
継
が
れ
た
書
道
史
観
を
整
理
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
平
安
古
筆
を
軸
に

展
開
し
た
こ
の
時
代
の
日
本
書
道
史

の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
ら
の
考
え
は
、
『書
苑
』
や
戦
前
版
の
平
九
社

『書
道
全
集
』

に
端
的
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
日
本
の
書
跡
の
評
価
が
、
歌
人
で
あ
る
彼
ら
の
志
向
に
強

い
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
考
え
が
書
跡
の
写
真
と
と
も
に
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
体
系
化
さ
れ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
書
道
史
の
外
形
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
こ
れ
ら
の
業
績
を
基
軸
に
書
道
史
研
究
が
進
展
す
る
と
同
時
に
、

こ
れ
に
廿
す
る
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
深
化
も
図
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
出
版
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
書
跡
は
、
古
典
と
し
て
の
意
味
合

い
を
持
ち
、
鑑
賞
と

い
う
面
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
実

際
に
筆
を
執

っ
て
書
を
学
ぶ
坊
面
に
お
い
て
も
規
範
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
同
時
代
の
書
家

の
制
作
に
も
少
な
か
ら

150



ず
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
草
註

［註
１
］
周
魚
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
高
橋
利
郎

「大
口
周
魚
と

『苦
苑
と

（「成
田
山
書
道
美
術
館
鮎
報
第
二
〇
号
』

平
成
十
四
年
）
に
ま
と
め
た
。

［註
２
］
大
国
用
魚

「行
成
卿
古
今
集
零
本
」
解
説

（『書
苑
』
第
七
巻
第
七
号
　
法
書
会
　
大
正
六
年
二
月
）
に
端
山
が
こ
の
零
木
の
貼
人
を
検
討
し
な
′

が
ら
も
入
手
で
き
ず
、
関
戸
家
の
有
に
帰
す
る
ま
で
の
経
緯
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

［註
３
］
こ
の
政
文
で
は
自
ら
姓
に

「
坂
」
字
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
息
で
あ
る
阪
匡
身
が
編
集
し
た
正
臣
の
全
集

『樅
屋
全
集
』
で
は

「
阪
」

字
を
使
用
し
い
て
い
て
、　
一
般
に
も
こ
れ
で
通
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
も

「阪
」
と
し
た
。
正
臣
は
名
古
屋
の
出
身
で
、

父
の
歿
後
、
阪
廣
難
の
も
と
で
国
学
を
学
ん
で
祠
官
と
な

っ
た
。
上
京
後
は
国
文
や
和
歌
を
専
門
と
し
て
、
明
治
三
十
年
、
四
三
歳
で
御

歌
所
得
人
と
な

っ
た
。
明
治
二
十
年
十
二
月
か
ら
二
十
二
年
四
月
ま
で
高
崎
邸
内
に
住
ん
だ
。
御
歌
所
に
は
中
京
地
区
の
出
身
者
が
多
く
、

大
国
の
入
所
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ば
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

［註
４
］
法
書
会

『書
苑
』
第
二
巻
第

一
号
の
大
口
周
魚
に
よ
る
解
説
に
「本
書
も
と
大
師
入
唐
当
時
の
文
書
数
巻
と
共
に
同
城
寺
に
伝
は
り
た
り
し
が
、

締
新
前
故
あ
り
て
皆
輪
工
寺
官
の
有
に
移
り
、
今
現
に
北
白
川
官
の
御
蔵
た
り
。
本
書
の
世
に
あ
る
夢
、
古
来
絶
え
て
之
を
知
る
者
無
か

り
し
に
や
、
極
々
の
集
帖
中
に
も
、　
一
も
之
を
載
せ
た
る
者
な
し
、
明
治
二
十
三
年
本
朝
古
筆
研
究
の
為
に
起
り
た
る
雌
波
津
会
に
於
い
て
、

之
を
拝
借
し
け
る
折
、
高
崎
正
風
翁
の
斡
旋
を
も
て
、
余
が
影
写
の
許
を
蒙
り
た
る
よ
り
、
始
め
て
世
に
出
で
た
り
。
」
と
あ
る
。

［註
５
］
「本
願
寺
本
二
十
六
人
家
集
」
は
、
周
魚
が
発
見
し
た
当
時
、
当
初
の
原
本
三
四
帖
と
後
世
の
神
写
木
五
帖
の
計
三
九
帖
で
樹
成
さ
れ
て
い
た
◎

昭
和
四
年
、
」ヽ
れ
ら
の
う
ち
、
「貫
之
集
下
」
と

「伊
勢
集
」
の
二
帖
が
断
簡
と
な
り
、
「
石
山
切
」
と
し
て
詣
家
に
分
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ

た
。
そ
の
発
見
の
顛
末
と
周
魚
の
こ
れ
に
対
す
る
見
解
の
概
略
は

『後
余
良
天
皇
恩
賜
三
十
六
人
家
集
写
真
帖
日
次
序
抜
』
（本
願
寺
内
生
那

明
治
四
十
二
年
二
月
）
に
詳
し
い
。
こ
の
小
冊
子
は
、
別
冊
写
真
帖
の
釈
文
、
阪
正
臣
の
序
文
、
周
魚
の
政
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は

『書
苑
』
第
二
巻
第
六
号
に

「本
願
寺
木
三
十
六
人
家
集
に
つ
き
て

（乙
こ

と
し
て
再
録
さ
れ
た
。
用
魚
は
さ
ら
に
考
察
を
進
め
、
「本

願
寺
本
三
十
六
人
家
集
考
証
」
を
執
争
す
る
心
積
も
り
を
し
て
い
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第 2章  日本書道史の構築 大口周魚から尾上柴舟ヘ



索 ラ|

※本文中のiな 事柄を、資十1・ 作IPI

および人名に分舞〔して項日とした。

資料 ・作 品 索 ラ|

(あ〉

鷲紙本万葉集 54,234

赤人集 181

秋萩帖 137,181

安宅切本不Π漢朗詠集 53

数忠柴切 80

(い )

和泉式部続集切 75,80,104,105,131

伊勢集 181

伊勢物語切 83

伊都内親王願文 52,100,209,210

(え 。お〉

絵因果経 234

大聖武 84,104,168,202

大田切和漢朗詠集 137

大手鑑 107,183,215

尾形切 81

小倉色紙 60,167,168,171,217

恩命岬「 52

(か〉

和
'楽

譜 181

笠置切 83,84

春 日懐紙 100,101

楽毅論 14,25,26

柱本万葉集 32,52)53,54,57,64,120,

123, 124, 125, 131, 137,234

仮名観普賢経切 85,105

金沢本万某集 53

′弓九 L7J 84

巻子本和1漢朗詠集 53
寛平御歌合切 84

輸墨城 (手鑑)106,236

〈き・く)

紀泰山銘 167

行成卿朗詠切 215

玉泉帖 52

久能寺経 234

熊lrT/懐 紙 100,137,180,181,198,230

雲紙本和漢朗詠集 53,183

(t)〉

月:き  7,8,18,60,68,69,70,71,73,

74,75,80,81,82,83,84,85,89,

102,103,105,109,110,111,112,

135,150,188

元永本古今集 15,早0,131,181,234

賢愚経 100,104,168,202,210

源氏物語絵巻 39,137,234

元暦校本万葉集 54,72

くこ〉

香紙切 29,81,105

孔侍中帖 14
皇太宮亮藤原信綱真蹟懐紙 100

後宇多天皇皮翰弘法大師榔 101

弘法大師巻物切 100

高野切 27,57,81,103,114,120,123,

124, 125, 126,,127,129,130,
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131, 137,167,168,181, 184,208

五月一日経 83,168

哭澄上人詩 166,168,184

小島切 28,81,92,131

紙撚切 81,102,103

紺紙銀字羊舷経 85,187

(さ 〉

桂子玉座右銘 168,229,230

雌峨天皇震翰唐詩集 100

嵯峨天皇震翰巻物 162,184

佐竹本三十六歌仙絵巻 234

雑集 14
佐理卿真蹟詩快紙 90,100

(し〉

重之集 181

慈鎮和尚消泡、 100

始平公造像記 100

十五恭歌合 187

淳化閣帖 35,108

正倉院文書断簡 85
i争弁真蹟三首懐紙 101

聖武天皇皮翰賢愚経 100,104

神護景雲経 100

和,護寺経 187

真言七祖像賛 171

(す 。せ。そ〉

lpl寺心経 167,168

寸松庵色紙 130,131,137,167,168,

184,208,230,231,232,233,

234,236

関戸本古今集 70,120,129

扇面法学経 肘子 21

造束大寺司古文書 100
喪帝[中占 14

くた〉

大覚寺結夏衆僧名単 101,183

大観帖 35

高松帖 (手鑑)236
谷水帖 (手鑑)109

(ち 〉

筑後切 101

智証大師諭号勅書 72
肇国創業絵巻 127,130,155

蝶鳥下絵経切 83

朝陽問集古 25,26

朝陽閣 l1 25

くつ。て。と〉

継色紙 131,230,233,234

貫之集 53,181

粘葉本和漢朗詠集 32,53,115,125,

126, 127, 128,129, 181,184

天治本万葉集 54 ´

東大寺切 105

東大寺献物 lFc 14

(な 。に 。の 。は)

中院切 84
二月堂焼経 85,187

二条殿切 104,105

夕H意宝集切 84
野辺のみどり (手鑑)109

〈ひ。ふ 。へ〉

ひぐらし帖 236  '
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屏風土代 52,90,92,100

広沢切 84

風信帖 26

平家納経 21,22,137,181,234,235,

237,239

(ほ〉

宝亀三年白政所紙納帳 100

法輪寺切 81,83,96,105

法学義疏 168

法性寺忠通公消息 loo

本阿弥切古今和歌集 53

本願寺本三十六人家集 15,18,32,54,

72,73, 130,131, 134, 180, 181,

183, 184, 185,234,238

〈ま。み〉

枕車子絵巻 126,127

まつかぜ 81,82,83

道風朝臣真蹟屏風土代 100
1JIJ恒 集 181,286

見ぬ Lの友 (手鑑)106
民部切 105

(む 。も)

紫切  85
藻塩草 106,236

(や 。ゆ〉

大和切 77,78,84

行成,P‖真蹟菩巻 97,100

くら・る。れ)

乾ξ功鷺集 32,177,180,182,188,185,209

落葉l lI(手鑑)236

類衆古集 72

例規録 43

人窮 索ラ|

(あ〉

アーネス ト・フェノロサ 20

本Hiキ春洋 239

浅井柳塘 253

朝吹柴庵 214,215

足利義輝 165,179

飛鳥井宋世 167

油谷達 86

くい〉

飯島春敬 1■ ,208,239

井伊 LT〕蘭j242

池辺義象 43,74

石川鴻斎 256,257,258,260

石川I啄木 48

石田茂作 208

磯野於菟介 86

板倉槻堂 244

-山一寧 178

出雲路枚通 32,180

伊束忠大 22,87,88,139

つ1束祐命 71

井 L毅 238

引i上通泰 43,60

4渭 生真履 195

'1年

九 253

今泉雄作 21,22,24,84,87,140

今村長賀 195

入江為守 48,44,46,57,60
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岩IJ得早 139,142,145

岩田正E巳 127

岩補小弥大 203

巌谷一六 61,62,119,122,259,260,

274

巌谷小波 115

推i谷莫哀 116

隠元 179,244,253

(う ・え〉

la4・l‐不H堂 239

4Vli沢 催隻 214,215

瓜生百里 214,215

江刺′E久 ■4

江馬天江 241,242,244,253

円珍 26,178

〈お〉

Iう完之 14,15,108,141,143,147,167,

257,258,261

王献之 14,108

大口周魚 4,7,18,32,54,56,59,60,

61,62,64,67,68,69,70,82,

114,115,116,121,124,134,146,

149,150,180, 183,214,234,

236,238,271,274

大久保利通 (HI束)172,241

大田謹 195

iliφ雫   253

大
「

1封 III人 214

大槻文彦 87

大沼枕山 241,242,260

大村西崖 21,24,38,140,240,242,265

岡倉天心 (党 三)22,86,160,195,265

岡 [日 為恭 234

岡田茂吉 106

岡木半助 190

岡谷賀山 236

岡山高蔭 58,60,86,214,215,238

荻生往無 255,256

奥原晴湖〕 169,240,242,256,257

奥南卜H 262,263

落合直文 114,■ 5,121

尾上柴舟 4,7,8,18,48,58,63,67,72,

75,82,110,112,113,123,126,

129, 139, 140, 145, 150, 181,

182,183,238,271

小野鵞生 57,71,1]7,124,135,154

小野 llll‖ 1241,260

小野道風 52,53,72,81,178,183

(か〉

香川景樹 50,57,71

角日竹冷 115

笠原祥刊f107
イと山院長親 178

梶田半古 115

糾屋半配子 236

片野四郎 24,195

ル争ヤ厚ヂ干 242

加牒旭嶺 116

加藤千蔭 123

加藤義清 43,51,52

金沢美巖 116

金子薫図 114,115

亀田省1千 260

亀田鵬斎 179,214

烏丸光廣 102,108

川合玉生 115,118,131

河井本鷹 139,140,142

川上冬崖 169   ,
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川崎千虎 195

川田斐江 241

川端玉章 195

神田喜一郎 146,240

(き 〉

北小路三郎 43

】ヒ澤憲Π召 16

北島雪山 179

木戸松菊 241,242

紀淑雄 195

許友 253

久曾神昇 1■

(く )

空海  26,145,167,168,171,178,

188,230

九鬼隆-20,22,24,34,87

愚極 167

九條尚実 167

工藤文哉 110,145

熊谷直孝 (酔香)243,257

熊谷直行 243,244

熊倉功夫 217

熊i畢一術 60,74,75,236,238

栗山善四郎 219,234

黒板勝美 87,139,142,211

黒川真道 195

黒川真頼 22,43,61,195

黒木安雄 86

(1)。 こ〉

侃元瑞 253

玄宗皇帝 167

小出簗 43,57,60,62,113,121

江稼回 253

郷純造 258

黄道周 167

虎関師錬 167

児島献吉郎 195

小杉租中卜 22,26,61,71,211

1月 )と昇奸  167

後藤朝太郎 86,88

小中村義象 114

近術家熙 99

近術信ヂ 102,133

近街龍山 167

小林卓斎 262

古筆了佐 108

小堀遠州 217,244

小松茂美 3,4,■ 1

後水尾天皇 162,166

小山正太郎 160

後陽成天皇 166

是浮恭三 208

近藤芳樹 42,50

くさ〉

西行 57,81,90,104,105,■ 3,167,215

最澄 178,183

斎藤謙 195

酒井抱-214
嵯峨天皇 100,166,168,178,184

佐藤道信 5,16,36

佐佐木信綱 43,53,58,60,64,75,87,

113,114, 139, 142,214,215,234,

236

三条公輝 43

三条西季知 42,44

三條実美 172,234

三株西実隆 167  ,
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〈し〉

慈円 183

重野成斎 (安繹)195,241

直頼高 ■3,■ 4,■ 5,121,123

七條性 86

慈鎮 31,100,224

柴野栗山 167

寂蓮 167,178,215,224

周鰹 179

酒道人 167

聖宝 178

白鳥省吾 116

心越 224,253

くす。せ 。そ〉

須川信行 43

菅原道真 85,167

鈴木重嶺 113,121

鈴木松年 260

関戸守彦 236

関保之助 195

宗lTX 178

副島種臣 (蒼海)241,260

尊円親王 lol,183

くた〉

高崎正風 42,43,44,45,47,48,50,56,

57,59,60,61,62,64,71,72,73,

瀧和亭 260

瀧精-86,203
武島又次郎 43

武田信玄 179

多田親愛 71,234

竹中公肇 195

日中親美 5,9,27,31,33,53,54,64,

69,72,73)74,86, 109,120,122,

147,180,214,215,231,234,

236,238,239

田中光顕 (青山)24,28,32,53,71,74,

238,274

田中有美 234

谷森真男 195,234

田能村竹田 256

田能村直入 240,241,242,244,257,

260,262

日山信郎 208

〈ち〉

千葉胤明 43,58

千原夕田 242

張秋谷 253

張瑞図 169,179,253

張即之 178

長梅外 241

陳献章 178

くつ。て。と〉

123,151,274         辻善之助 203

高取稚成 126,127          辻本史邑 118

高橋健三 86,141          程赤城 179
高橋需庵 60,64,70,80,214,231,232, 鄭板橋 253

235,238,239,274       寺西易堂 262

高松即是 236            童其昌 169,256
高山昇 235             遠山英-43,57
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徳川囲順 214

得能R介 26
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内藤測前 140,142,145,241

中井敬所 195

永坂石蚊 257,258

中田勇次郎 208

中周岳陵 127,155

中村枚宇 260

中利不折 139,140,259,261

夏日漱石 87,254,257

成鳥柳北 241

(1こ 〉

西川春洞 116,274

酉川寧 3,122,149,208

二條為明 167
二條為氏 167

(ぬ 。の〉

貫名務翁 179

野口小衷 61,263

野本白雲 110,138,140,145

(1よ 〉

萩谷朴 1■

橋本雅邦 195

服部有恒 127

月R部波山 260

林屋辰三郎 107

原三渓 239

阪正臣 32,43,51,54,55,57,58,59,

60,61,68,69,70,71,74,83,

124,135,236,238,274

〈ひ〉

樋口勇夫 86

比田井小琴 63

比田井天来 139,142

日比野五鳳 148

平llT五 岳 240,242

平山成信 195

広瀬旭荘 241

(ふ )

深草元政 224

福井利吉郎 235

福羽美静 42,50,61

藤沢南岳 262

伏見天皇 83,84,101,166,202

藤原行成 38,53,75,81,83,167

藤原定家 75,167,171,178,217

藤原放行 178

藤原宣房 178

古田lSt部 244

文徴明 169

豊道春海 116,122,131

(へ・ほ〉

米帝 256

豊道生 178

坊門局 103

細井広沢 179

堀江知彦 208

木 lJ弥光悦 99,102,133,230

(ま 〉

前田健次郎 195

前田黙鳳 114,141,253)254

正岡子規 47   ,
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間嶋冬道 43,60,62

町田久成 170

松岡映丘 127

松尾芭蕉 224

松平定信 217

松平不味 217

松日常憲 118

益田鈍翁 25,60,106,214,216,232,

234,235,238,239,274

松原佐久 234

万里小路宣房 79

くみ・む。め〉

溝口禎二郎 195

三井華精 (高 保)29,214,217,231,

234

三井人郎次郎 195,216,231,239,274

三室戸敬光 43,46

官原易安 244

三輪執斎 164,167

夢窓疎石 167

宗尊親王 28,84

明治天皇 39,40,41,43,45,55,59,62,

63,64,73,234

(も 〉

木庵 179

本居豊頴 43

本居宣長 50

森椀南 241

森川竹窓 166

森川如春庵 (勘 一郎)33,216,233,

236,238,274

森琴石 262

森春濤 241,260

森日竹華 63

(や〉

安田善次郎 (松翁)217,225

失土錦山 260

梁川星巌 241,257

山内飽霜軒 236

山県篤蔵 195

山田永年 262,279

山高信離 195

山田寒山 257

山中市兵衛 260

山中信天翁 241,242,244

くよ〉

楊守敬 258,259

横山大観 265

吉田丹左衛門 (知光、机軒)27,31,

109,214,215,235

吉嗣拝山 242

吉村忠夫 127

依田学海 260

くら・り。れ。わ〉

頼山陽 176,243,254,257

蘭渓道隆 178

李岬 253

冷泉為相 167

渡邊沙鴎 72,■6,261
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高椅 利 郎 (た かはし としろう)

昭和 47年静岡県生まれ。東京学芸大学卒。

静岡大学大学院修士課程、大束文化大学大学院博士後期課程修了。

博士 (書道学)。

成田山書道美術館学芸員を経て、大東文化大学文学部准教授。

著書に F江戸の書J、 成田山書道美術館編「日本の書 維新～昭和初期J

成田山書道美術館監修「近代文人のいとなみJ(淡交社)な ど。
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