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明
末
清
初
の
書
家
で
あ
る
王
鐸
は
、
昭
和
の
戦
後

に
、
村
上
三
島
ら
の
啓
蒙
に
よ
っ
て
、
日
本
に
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
展
示
会
の
隆
盛
に
伴

い
、
王
鐸
の
条
幅
を
参
考
に
す
る
人
が
多
く
現
れ
て

き
た
。
王
鐸
の
作
品
を
臨
書
す
る
と
い
う
の
は
、
王

鐸
の
作
品
自
体
が
素
晴
ら
し
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
条
幅
に
そ
の
ま
ま
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
も
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
作
は
王
鐸
が
淳
化
閣
帖
を
臨
書
し
た

も
の
の
臨
書
で
あ
る
。
王
鐸
の
特
徴
で
あ
る
、
強
靭

な
筆
力
と
、
立
体
感
の
あ
る
墨
の
使
い
方
に
着
目

し
、
そ
れ
を
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
実
際
の
作
品
は

こ
こ
ま
で
に
じ
み
、
か
す
れ
は
強
く
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
王
鐸
の
学
び
方
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
強

調
は
、
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
全
体
の

章
法
と
し
て
は
、
行
間
に
注
意
し
た
。
王
鐸
を
臨
書

し
て
難
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
全
体
の
章

法
で
あ
っ
て
、
特
に
行
間
の
再
現
で
は
な
い
か
と
思

う
。
行
間
は
空
い
て
い
て
、
そ
れ
で
も
間
延
び
し
な

い
と
い
う
、
こ
れ
を
似
せ
る
の
は
至
難
の
技
で
あ

る
。
字
の
大
き
さ
を
小
さ
く
し
て
、
行
間
に
あ
る
程

度
の
余
裕
を
持
た
せ
、
後
は
行
の
位
置
、
揺
れ
で
調

節
す
る
と
い
う
の
が
私
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
正
し

い
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
王
鐸
は
王
羲
之
・
王
献
之
を
学
ん
で
こ
う
な
っ
た

と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
個
人
的
に
は
米
フ
ツ
の
影
響

が
か
な
り
強
い
と
思
う
。
特
に
墨
法
と
線
に
は
そ
れ

が
強
く
出
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
作
品
に
華
や

か
さ
を
も
た
ら
す
。
唐
以
前
の
臨
書
し
か
認
め
な
い

と
い
う
派
閥
が
あ
る
が
、
王
鐸
で
さ
え
米
フ
ツ
を
学

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
我
々
も
王
鐸
を
学
ん
で
も
何

ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
文
責
　
堀
江
）

　

「
王
鐸
」

　
中
国
・
唐
の
常
建
は
、
元
は
官
僚
的
立
場
の
人

だ
っ
た
が
、
陶
淵
明
ら
に
影
響
を
受
け
、
い
わ
ゆ
る

隠
遁
者
と
い
う
人
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
飄
々
と
し
た
詩
風
は
、
陶
淵
明
に
近
い
趣
も
あ
る

だ
ろ
う
か
。
唐
の
人
に
し
て
は
比
較
的
自
由
な
詩
で

あ
る
よ
う
だ
。

　
作
品
は
、
見
て
の
通
り
行
草
に
よ
る
。
最
近
良
く

見
る
行
草
書
は
、
墨
の
加
減
が
強
す
ぎ
る
の
と
、
線

が
太
す
ぎ
る
も
の
が
多
く
、
そ
う
い
う
も
の
は
少
々

見
飽
き
た
の
で
、
趣
向
を
変
え
た
も
の
に
し
た
。
私

は
最
近
か
な
に
も
強
く
目
を
向
け
て
い
て
、
か
な
的

な
細
い
線
の
表
現
と
い
う
も
の
を
追
求
し
た
か
っ
た

が
、
細
い
線
だ
け
で
は
ど
う
も
私
の
実
力
で
は
ま
だ

作
品
に
な
ら
な
い
よ
う
な
の
で
、
墨
を
多
い
と
こ
ろ

と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
用
い
て
、
洒
脱
な
雰
囲
気
を

狙
っ
た
。
筆
は
硬
め
の
兼
剛
筆
に
よ
る
も
の
で
、
か

な
り
薄
く
調
墨
し
た
も
の
を
、
穂
先
だ
け
に
付
け
て

書
い
た
。
文
字
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
条

幅
は
行
の
気
脈
を
一
貫
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
も
あ

り
、
行
間
を
開
け
る
べ
く
、
小
粒
な
も
の
に
な
っ

た
。
二
行
目
最
初
の
「
花
」
を
大
き
く
し
た
の
は
、

立
体
感
を
生
み
出
す
ね
ら
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
謙
慎

会
の
先
生
方
の
手
法
を
参
考
に
し
た
。

　
字
形
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン

が
効
い
て
お
ら
ず
、
今
見
る
と
面
白
く
な
い
。
適
度

な
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
字

形
は
米
フ
ツ
あ
た
り
の
影
響
が
強
い
よ
う
に
感
じ
る

が
、
粗
が
多
く
て
み
っ
と
も
な
く
も
あ
る
。
草
稿
が

い
い
加
減
だ
っ
た
こ
と
を
反
省
し
た
い
。

　
か
な
の
風
味
を
漢
字
に
も
求
め
た
人
は
少
な
く
な

い
。
青
山
杉
雨
氏
、
殿
村
藍
田
氏
な
ど
が
そ
う
で
あ

る
。
東
北
大
書
道
部
に
も
か
つ
て
か
な
的
な
漢
字
を

求
め
た
人
が
い
た
。
か
な
に
着
眼
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
か
な
の
持
つ
上
品
さ
、
華
や
か
さ
を
汲
み
取
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
簡
単
で
は
な
い
。
か

な
に
は
色
々
な
種
類
が
あ
る
が
、
関
戸
古
今
は
華
や

か
さ
が
強
く
、
高
野
切
第
一
種
は
渋
さ
が
あ
る
。
参

考
に
な
る
か
な
古
筆
の
種
類
に
よ
っ
て
も
趣
が
違
う

も
の
に
な
る
。
そ
の
た
め
一
つ
の
古
筆
を
徹
底
的
に

研
究
せ
ね
ば
創
作
に
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今

は
道
半
ば
、
路
頭
に
迷
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　
今
後
は
関
戸
古
今
あ
た
り
に
絞
っ
て
研
究
を
続

け
、
漢
字
の
創
作
に
活
か
す
と
い
う
こ
と
を
目
標
に

し
た
い
と
思
う
。

（
文
責
　
堀
江
）

今
月
の
創
作

「
常
建
詩
」

書
論

書
を
は
じ
め
て
最
初
に
知
る
書
家
が

お
そ
ら
く
王
羲
之
だ
と
思
う
。
ま
さ

に
原
点
に
し
て
頂
点
、
あ
ら
ゆ
る
書

の
規
範
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
人
で
、
唐
の
太

宗
が
王
羲
之
の
大
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た

た
め
に
、
王
羲
之
の
作
品
と
共
に
埋

葬
さ
れ
た
、
と
い
う
伝
説
的
な
話
も

手
伝
っ
て
、
堂
々
と
し
た
書
家
代
表

と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
王
羲
之
の
時
代
は
今
よ
り
か

な
り
古
く
、
四
世
紀
前
半
で
あ
る
た

め
、
当
然
他
の
書
家
に
比
べ
て
謎
が

多
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
が
、
王

羲
之
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
い
く
つ

か
の
作
品
を
見
る
限
り
、
如
何
せ
ん

一
本
の
柱
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し

そ
う
だ
。
こ
こ
で
王
羲
之
の
代
表
的

な
作
品
と
し
て
、
蘭
亭
序
、
喪
乱

帖
、
十
七
帖
の
三
つ
を
考
え
た
と

き
、
そ
の
ど
れ
も
が
異
な
る
書
風
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に

蘭
亭
序
、
十
七
帖
な
ど
は
数
種
類
あ

る
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
趣
を
異
に
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
貫
通
す

る
原
理
と
い
う
の
は
何
か
と
考
え
た

と
き
、
私
は
筆
の
運
び
、
リ
ズ
ム
で

あ
る
と
主
張
し
た
い
。
と
い
う
の

は
、
王
羲
之
以
前
の
木
簡
な
ど
で

は
、
転
折
と
い
う
も
の
が
み
ら
れ
な

か
っ
た
わ
け
だ
が
、
王
羲
之
の
書
は

転
折
を
明
確
に
持
ち
、
更
に
十
七
帖

な
ど
の
草
書
で
す
ら
、
随
所
に
停
筆

が
見
ら
れ
る
。

　
某
書
法
研
究
家
は
、
王
羲
之
は
ト

ン
・
ス
ー
の
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
唐

以
降
に
ト
ン
・
ス
ー
・
ト
ン
に
な
っ

た
と
本
に
著
し
て
い
た
が
、
明
ら
か

に
お
か
し
い
。
王
羲
之
は
起
筆
と
終

筆
に
停
筆
が
あ
る
も
の
が
多
い
。
王

羲
之
は
、
お
習
字
の
最
初
に
習
う

「
ト
メ
」
を
開
発
し
た
張
本
人
で
は

な
い
か
と
思
う
。

（
文
責
　
堀
江
）

▼ 臨書　「王鐸」▼ 創作　「常建詩」

「
王
羲
之
の
要
素
」



  

エ
ッ
セ
イ

　
私
た
ち
の
書
道
部
で
は
美
術
館
な
ど
で
年
４

回
の
展
示
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ

て
い
ま
す
。
あ
る
展
示
会
で
の
出
来
事
で
す
。

ア
ラ
探
し
を
し
よ
う
と
同
期
で
同
じ
学
科
の
Ｙ

君
の
作
品
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
親
子

が
こ
の
作
品
の
前
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

と
き
Ｙ
君
の
大
変
趣
が
あ
っ
て
良
い
作
品
を
出

し
て
い
た
の
で
、
こ
の
親
子
は
見
る
目
が
あ
る

な
あ
、
と
思
っ
た
そ
の
時
、
そ
の
親
は
子
に
向

け
て
面
白
い
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
「
は
、
こ

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ん
て
書
い
て
あ
る
の
？
八

甲
田
？
？
読
め
な
い
じ
ゃ
ん
。
書
道
す
る
の
な

ら
、
こ
ん
な
作
品
書
け
る
よ
う
に
な
る
よ
り

も
、
き
れ
い
な
ペ
ン
字
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て

ね
。(

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
意
味)

」

　
急
に
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
良
く
も
悪
く

も
、
世
の
中
の
判
断
基
準
は
「
見
た
目
」
が
大

部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
、
「
見

た
目
」
と
い
う
の
は
、
単
に
視
覚
情
報
だ
け
に

限
ら
ず
聴
覚
や
嗅
覚
な
ど
も
含
め
て
認
知
す
る

こ
と
が
で
き
る
要
素
を
指
し
ま
す
。
「
見
た

目
」
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
使
っ
て
、
あ
る
人

の
内
面
的
な
要
素
、
つ
ま
り
見
え
な
い
も
の
を

予
測
し
、
そ
こ
に
人
は
魅
力
が
あ
る
か
ど
う
か

を
見
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
人
は

「
見
た
目
」
を
取
り
繕
う
こ
と
に
精
一
杯
で

す
。
し
か
し
、
「
見
た
目
」
と
い
う
の
は
そ
の

人
が
持
つ
内
面
的
な
も
の
の
表
れ
な
の
で
、
見

え
る
も
の
に
費
や
す
努
力
は
所
詮
騙
せ
る
だ
け

で
す
。
で
も
、
心
配
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
不

思
議
な
こ
と
に
身
近
に
は
な
ぜ
か
見
え
な
い
も

の
を
見
え
て
し
ま
う
人
が
い
る
も
の
で
す
。
良

く
も
悪
く
も
、
見
て
い
る
人
は
見
て
い
ま
す
。

自
分
の
信
じ
る
も
の
を
持
ち
続
け
強
く
生
き
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
な
ん
だ
か
嫌
味
っ
ぽ
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
「
星
の

王
子
様
」
読
ん
で
、
最
近
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。(

ち
な
み
に
Ｙ
君
の
字
を
汚
い
と
は

思
っ
て
ま
せ
ん
。
念
の
為
。)

（
文
責
　
福
島
）

古
典
紹
介         

「
九
成
宮
醴
泉
銘
」

「
見
た
目
と
生
き
方
」

広
告
欄

草
書
紹
介
「
東
」

 

草
書
と
聞
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の

が
、
王
羲
之
の
十
七
帖
で
あ
る
。
歴
代

に
わ
た
っ
て
草
書
の
規
範
と
さ
れ
た
そ

の
書
は
、
洗
練
さ
れ
た
字
形
で
、
調
子

が
軽
く
、
骨
力
に
優
れ
る
。

東北大学学友会書道部
三月展

http://www.shodo.org.tohoku.ac.jp/

東北大学学友会書道部機関誌　墨友 令和2年 2月号 

　
九
成
宮
醴
泉
銘
は
、
唐
の
楷
書
四
大
家
が
一
人
、

欧
陽
詢
の
手
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

貞
観
六
年(

六
三
二)
に
太
宗
皇
帝
が
九
成
宮
と
い

う
離
宮
へ
避
暑
に
赴
い
た
際
、
宮
の
傍
ら
に
湿
り
気

の
あ
る
所
を
見
つ
け
、
杖
を
突
き
さ
す
と
甘
酒

(

醴)

の
よ
う
に
甘
く
清
ら
か
な
水
が
沸
き
だ
し
泉

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
吉
事
と
し
た
太
宗
皇
帝

は
、
記
念
に
碑
を
建
て
る
よ
う
命
じ
ま
す
。
魏
徴
が

命
じ
ら
れ
撰
進
し
た
銘
文
で
は
、
い
か
に
九
成
宮
が

古
の
宮
殿
に
も
劣
ら
ず
素
晴
ら
し
い
か
、
ど
れ
ほ
ど

太
宗
皇
帝
が
徳
の
高
い
君
子
で
あ
る
か
が
千
二
百
字

に
わ
た
っ
て
謳
わ
れ
ま
す
。
古
典
と
し
て
の
九
成
宮

醴
泉
銘
は
、
こ
の
碑
に
刻
さ
れ
た
書
に
当
た
り
ま

す
。
　
や
や
縦
長
な
字
形
、
縦
画
が
互
い
に
背
く
よ
う
に

内
側
に
そ
り
合
う
背
勢
、
空
間
の
等
分
割
が
特
徴
で

す
。
字
が
屹
立
し
て
見
え
る
の
は
、
偏
か
旁
の
一
方

が
強
調
さ
れ
、
横
画
が
右
上
が
り
気
味
で
あ
る
こ
と

に
起
因
し
、
ま
た
右
上
が
り
の
字
は
右
側
を
大
き
く

し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
ま
す
。
背
勢
は
厳
し
く

凛
々
し
い
印
象
を
与
え
ま
す
が
、
字
の
懐
を
狭
く
す

る
欠
点
が
あ
り
、
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
横
画
は
縦

画
と
接
触
さ
せ
ず
に
風
通
し
を
良
く
す
る
な
ど
の
工

夫
が
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
画
数
の
多
い
文
字
に

お
い
て
、
様
々
に
区
切
ら
れ
る
文
字
の
中
の
空
間
を

等
し
く
見
せ
る
こ
と
で
字
形
を
整
え
て
い
ま
す
。
九

成
宮
醴
泉
銘
は
厳
格
さ
と
端
正
な
美
し
さ
で
人
々
を

魅
了
し
て
止
み
ま
せ
ん
。
か
く
言
う
私
も
、
魅
力
に

取
り
つ
か
れ
た
人
間
の
一
人
で
す
。
臨
書
を
す
る
た

び
に
、
厳
正
な
理
論
に
基
づ
き
美
し
さ
を
追
求
す
る

姿
勢
に
感
銘
を
受
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
が
非
常
に

素
晴
ら
し
い
と
思
う
の
は
筆
の
速
さ
で
す
。
緻
密
な

構
成
を
し
て
い
る
た
め
に
、
一
般
的
に
は
丁
寧
に
書

か
れ
ま
す
が
、
実
は
勢
い
が
あ
り
そ
れ
が
厳
し
さ
を

生
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
古
典
に
学
ん
だ
書
家
の
上
條

信
山
は
、
漢
魏
の
楷
書
の
特
徴
で
あ
る
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
の
バ
ラ
ン
ス
を
習
得
す
る
に
は
、
九
成
宮
醴
泉
銘

が
持
つ
唐
代
の
整
斉
の
美
を
解
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
楷
書
の
一
つ
の
完
成
形
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
楷
書

の
理
解
の
礎
と
な
る
偉
大
な
古
典
で
あ
る
九
成
宮
醴

泉
銘
を
、
ぜ
ひ
鑑
賞
し
臨
書
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

(

文
責
　
佐
藤)

http://y-tagi.art.coocan.jp/koten001.htm
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