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書
道
を
嗜
む
人
の
な
か
で
も
、
男
子
は
清
代
末
期
の
篆
刻

家
・
書
家
で
あ
る
呉
昌
碩
が
好
き
な
人
が
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
男
子
校
出
身
で
あ
る
が
、
呉
昌
碩
は
書

道
部
員
か
ら
根
強
い
人
気
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
書
か

ら
漂
う
極
め
て
男
性
的
な
雰
囲
気
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
作
は
呉
昌
碩
の
行
書
七
言
律
詩
軸
を
臨
書
し
た
も
の

で
あ
る
。
呉
昌
碩
の
特
徴
と
し
て
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
強
靭
で
気
満
溢
れ
る
線
、
右
上
が
り
の
激
し
い
字
形
、

字
間
が
狭
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
起
筆
や
転
折

の
滑
ら
か
さ
に
も
着
目
し
た
。
具
体
的
に
は
、
起
筆
や
転
折

で
筆
を
反
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
行
書
七
言
律
詩
軸
は
墨
の
に
じ
み
や
渇
筆
が

印
象
的
で
あ
る
た
め
、
墨
量
の
変
化
も
多
少
強
調
し
て
臨
書

し
た
。

呉
昌
碩
の
線
に
関
し
て
、
リ
ズ
ム
は
先
月
号
の
王
義
之
の

リ
ズ
ム
で
問
題
な
い
と
思
う
。
線
の
太
細
、
は
ね
、
右
払
い

は
顔
真
卿
の
楷
書
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
顔
真
卿

を
臨
書
し
て
か
ら
呉
昌
碩
に
取
り
掛
か
る
と
書
き
や
す
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
や
は
り
筆
者
に
は
金
石
の
気

が
足
り
て
い
な
い
の
で
、
ま
だ
ま
だ
勉
強
で
あ
る
。

呉
昌
碩
の
字
形
に
つ
い
て
は
捉
え
る
の
が
難
し
い
が
、
王

鐸
の
影
響
が
大
き
い
と
思
う
。
例
え
ば
字
の
左
側
や
口
字
の

第
一
画
を
異
常
な
ま
で
に
左
側
に
傾
斜
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し

て
字
の
右
側
を
真
っ
直
ぐ
に
す
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

や
り
方
は
王
鐸
に
通
ず
る
。
呉
昌
碩
は
王
鐸
を
大
分
学
ん
だ

と
思
わ
れ
、
王
鐸
の
よ
う
な
滑
ら
か
な
接
筆
が
な
け
れ
ば
、

呉
昌
碩
の
書
の
上
品
さ
や
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
は
崩
壊
す
る

だ
ろ
う
。
た
だ
気
性
の
荒
い
書
と
い
う
捉
え
方
で
は
、
呉
昌

碩
の
臨
書
は
で
き
な
い
の
だ
。

（
文
責
　
山
川
）
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隷
書
か
ら
学
ぶ」」

こ
の
陸
奥
と
い
う
土
地
は
、
春
と
い
っ
て
も
寒
さ
厳
し

く
、
肌
の
感
覚
は
、
た
だ
冬
の
延
長
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
春
と
い
う
の
は
待
つ
も
の
で
あ
り
、
逆
に
春
を
考
え
さ

さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
良
い
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

殊
に
仙
台
に
お
い
て
は
、
こ
の
春
の
時
期
の
日
照
少
な
く
、

そ
れ
で
い
て
雨
も
多
い
と
い
う
、
な
ん
と
も
陰
鬱
と
し
た
感

じ
で
あ
る
。
む
し
ろ
冬
よ
り
暗
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
く

ら
い
で
あ
る
。

こ
の
「
海
上
閑
雲
孤
鶴
夢
山
頭
積
雪
野
梅
香
」
と
い
う
詩

句
は
、
漢
文
に
暗
く
と
も
、
意
味
は
比
較
的
と
り
易
い
の
で

は
な
い
か
。
消
え
そ
う
な
残
雪
が
目
に
浮
か
ぶ
。
雪
も
桜
と

同
じ
、
消
え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
美
し
さ
に
意
味
が
あ
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
作
品
は
、
私
の
感
じ
て
い
る
、
そ
の
暗
い
春

と
い
う
も
の
を
、
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
結
果
で
あ
る
。
ま

ず
、
古
典
は
王
羲
之
、
鄭
道
昭
あ
た
り
を
範
と
し
た
。
こ
の

よ
う
な
雰
囲
気
の
書
は
最
近
廃
れ
て
久
し
く
、
古
く
は
赤
羽

雲
庭
、
今
井
凌
雪
ら
に
見
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
こ
の
書
風

は
展
示
会
な
ど
で
は
そ
こ
ま
で
映
え
る
こ
と
が
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
長
い
間
の
観
賞
に
耐
え
う
る
と
い
う
点
で
は
、

大
い
に
評
価
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
私
の
中
で
、
彼
ら
の
書
に

は
、
ど
こ
と
な
く
冬
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
今
回
の
創
作

の
参
考
と
な
っ
た
。

制
作
に
際
し
、
筆
は
長
鋒
の
羊
毛
を
用
い
た
。
ま
た
、
薄

い
墨
を
も
っ
て
、
に
じ
み
を
表
現
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ

の
よ
う
な
動
き
の
少
な
い
書
体
と
書
風
の
と
き
は
、
に
じ
み

を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
一
つ
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
る

と
考
え
て
い
る
。
な
る
べ
く
蔵
鋒
で
、
ゆ
っ
く
り
と
運
筆
す

る
こ
と
に
よ
り
、
深
い
味
わ
い
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
専
念

し
た
。

昨
今
は
男
性
女
性
の
問
題
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
と
い
う
の
は
、
む
し

ろ
こ
の
世
間
だ
か
ら
こ
そ
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
意
外
と
日
本
に
お
い
て
は
、
書
、

も
し
く
は
他
の
美
術
・
デ
ザ
イ
ン
系
の
発
展
に
は
、
女
性
の

セ
ン
ス
が
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
書
に
お

い
て
は
、
ま
ず
女
性
の
た
め
の
書
、
か
な
書
と
い
う
も
の
が

早
期
に
発
明
さ
れ
、
そ
れ
が
今
の
日
本
の
言
語
体
系
に
採
用

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
赤
羽
雲
庭
、
今
井
凌

雪
ら
に
は
、
女
性
の
表
情
、
セ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に

批
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
優
れ
た
書
に
は
、
男
性
と
女
性

の
両
面
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
回
の
作
品
は
そ

れ
が
達
成
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

（
文
責
　
堀
江
）

楷
書
、
行
書
、
草
書
と
学
ん
で
そ
れ
か

ら
隷
書
、
篆
書
と
学
ぶ
の
が
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
順
序
だ
ろ
う
か
、
色
々
な
本
に
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
よ
う
に
思

う
。
中
に
は
何
か
ら
始
め
て
も
良
い
し
、

並
行
し
て
学
ん
で
も
良
い
と
い
う
人
も
い

る
が
、
何
も
わ
か
ら
な
い
初
学
者
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
を
決
め
る
こ
と
す
ら
難
し

い
。書

の
要
素
と
し
て
、
重
要
な
も
の
の
一

つ
は
、
線
で
あ
り
、
用
筆
法
で
あ
る
が
、

ど
う
も
楷
書
や
行
書
で
は
、
そ
の
よ
う
な

用
筆
法
を
意
識
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ

こ
で
、
隷
書
か
ら
学
習
す
る
こ
と
の
優
位

性
を
主
張
し
た
い
と
思
う
。

隷
書
の
線
は
、
蔵
鋒
か
ら
な
る
最
も
基

本
的
で
重
要
な
線
で
あ
る
と
言
え
る
。
蔵

鋒
は
中
鋒
を
導
き
、
そ
の
中
鋒
と
い
う
も

の
は
書
の
線
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
重
要
か
と
言

う
と
、
「
む
ら
」
な
く
線
が
書
け
る
か
ら

で
あ
る
。
元
来
文
字
は
可
読
性
が
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
線
に
む

ら
が
あ
れ
ば
そ
の
可
読
性
は
担
保
で
き
な

く
な
る
。
ま
し
て
や
遠
く
か
ら
見
た
と

き
、
違
い
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
中
鋒
は

理
に
か
な
っ
た
書
き
方
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
鋒
を
正
確
に

書
け
る
と
い
う
人
は
、
熟
練
の
書
家
の
中

で
も
少
な
い
と
思
う
。
展
示
会
至
上
主
義

の
現
代
に
お
い
て
、
た
し
か
に
中
鋒
だ
け

で
書
か
れ
た
お
上
品
な
書
は
、
表
現
と
い

う
点
で
魅
力
に
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
で
は
本
当
に
書
を
理
解
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。

隷
書
か
ら
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

線
に
拘
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
ま
ず
は
蔵
鋒
、
中
鋒
で
書
く

と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
、
線
の
違
い
が
目

と
感
覚
で
わ
か
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
他
の

書
体
を
書
い
た
と
き
に
、
致
命
的
な
誤
り

は
な
く
な
る
と
言
え
る
。（

文
責
　
堀
江
）
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我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、
実

際
に
書
く
機
会
も
多
い
字
で
す
。
楷
書
だ
と

画
数
が
多
く
面
倒
で
す
が
、
草
書
だ
と
こ
ん

な
に
す
っ
き
り
し
ま
す
。
王
献
之
風
に
書
い

て
み
ま
し
た
。
　
　
　
　
（
文
責
　
山
川
）

趣
味
を
聞
か
れ
た
ら
、
最
近
で
は
、
ド
ラ
マ
や
映

画
を
観
る
こ
と
と
答
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ジ
ャ
ン
ル
は
様
々
、
ミ
ス
テ
リ
ー
か
ら
恋
愛
物
語
ま

で
何
で
も
観
ま
す
。
（
た
だ
し
日
本
の
作
品
に
限

る
。
）
そ
う
答
え
る
と
い
ず
れ
は
、
好
き
な
俳
優

は
？
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
挙
げ
る

と
キ
リ
が
な
い
の
で
い
つ
も
回
答
に
困
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
今
思
い
つ
く
限
り
の
好
き
な
俳
優
を
挙
げ
て

み
る
と
、
橋
本
愛
・
杉
咲
花
・
浜
辺
美
波
・
小
松
菜

奈
・
永
野
芽
郁
・
門
脇
麦
・
志
田
未
来
・
伊
藤
沙

莉
・
夏
帆
・
・
・
・
・
、
こ
の
辺
り
で
や
め
て
お
き

ま
す
。
（
女
性
ば
か
り
な
の
は
気
に
し
な
い
。
）
俳

優
も
そ
の
作
品
を
楽
し
む
要
素
の
一
つ
な
の
で
、
か

な
り
意
識
し
て
鑑
賞
し
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
イ
マ
イ
チ
で
も
役
者
の
力
で
意

外
と
面
白
い
と
思
え
る
作
品
に
出
会
う
こ
と
も
多
い

で
す
。
最
近
観
た
中
で
イ
チ
オ
シ
の
作
品
は
、
「
ブ

ル
ー
ア
ワ
ー
に
ぶ
っ
と
ば
す
」
。
主
人
公
の
感
情
の

動
き
が
絶
妙
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
を

通
し
て
自
分
の
生
き
方
を
肯
定
し
て
く
れ
る
作
品
で

す
。映

画
や
ド
ラ
マ
に
限
ら
ず
、
「
良
い
作
品
」
と

は
、
表
現
し
た
そ
の
も
の
以
上
の
も
の
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
り
の
ま
ま
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
も
大
切
で
す
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
の
で
あ

れ
ば
、
見
た
も
の
そ
の
ま
ま
し
か
伝
わ
ら
な
い
の
は

つ
ま
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
例
え
ば
、
「
あ
な
た

が
好
き
。
」
と
い
う
セ
リ
フ
で
、
単
に
好
き
と
い
う

感
情
し
か
観
て
い
る
人
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
セ
リ
フ
の
言
葉
通
り

以
上
を
ど
れ
だ
け
伝
え
ら
れ
る
か
が
作
品
の
魅
力
を

左
右
す
る
の
で
す
。
書
道
で
も
文
字
以
上
の
表
現
し

て
み
た
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

海
外
作
品
に
も
挑
戦
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
な
か
な
か
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
き
っ

か
け
が
あ
れ
ば
頑
張
っ
て
み
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
作
品
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

（
文
責
　
福
島
）

全
名
を
郃
陽
令
曹
全
碑
と
い
い
、
後
漢
の
中
平
二
年(

一

八
五)

に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
の
萬
歴
の
初
年

に
陝
西
省
郃
陽
県
莘
里
村
で
出
土
し
、
現
在
、
原
石
は
中
国

陝
西
省
西
安
市
の
西
安
碑
林
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

碑
主
の
曹
全
は
官
使
と
し
て
有
能
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

武
将
と
し
て
も
活
躍
し
た
人
物
で
す
。
黄
巾
の
乱
に
際
し
、

郃
陽
令
を
拝
命
し
て
動
乱
の
収
束
に
尽
力
し
、
こ
れ
を
属
官

達
が
讃
え
、
建
碑
を
計
画
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政

局
の
急
変
に
よ
り
曹
全
が
失
脚
し
た
こ
と
で
、
造
碑
に
列
名

し
た
人
々
が
自
分
に
累
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
、
建
碑
さ
れ
ず

に
埋
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
く
土
に
埋
ま
っ
て
い

た
こ
と
に
よ
り
、
一
点
一
画
が
鮮
明
で
美
し
く
、
古
来
よ
り

多
く
の
書
人
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

書
の
観
点
か
ら
み
た
曹
全
碑
は
、
典
型
的
な
八
分
隷
で

す
。
漢
王
朝
末
期
に
な
り
、
か
つ
て
の
八
分
隷
が
失
わ
れ
て

い
く
一
方
で
、
曹
全
碑
は
伝
統
的
な
隷
書
の
書
法
を
完
璧
な

ま
で
に
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
特
異
な
点

と
し
て
、
ほ
か
の
隷
書
と
比
べ
て
横
長
で
あ
る
こ
と
、
字
が

小
ぶ
り
で
向
勢
で
あ
る
こ
と
、
重
心
を
字
の
左
側
に
寄
せ
て

長
く
太
い
波
磔
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
八
分
隷
の
二
大
傑
作
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
礼
器

碑
が
、
威
厳
を
持
ち
男
性
的
で
力
強
い
美
し
さ
を
持
つ
と
言

わ
れ
る
の
と
対
照
的
に
、
曹
全
碑
は
流
麗
で
洒
落
た
女
性
的

な
美
し
さ
を
持
つ
と
評
さ
れ
ま
す
。
そ
の
美
し
さ
は
、
点
画

が
殆
ど
完
全
な
中
鋒
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
ま

す
。書

家
の
加
藤
玉
淵
は
、
軽
快
さ
や
女
性
的
な
柔
ら
か
さ
は

曹
全
碑
の
持
ち
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
弱
み
に
も
な
り
得
る

た
め
、
線
の
強
さ
に
気
を
配
り
な
が
ら
臨
書
す
べ
き
だ
と
説

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
形
を
捉
え
、
筆
法
を
学
ぶ
ば
か
り
で
な

く
自
然
な
呼
吸
で
線
を
引
く
こ
と
を
意
識
す
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
字
形
や
筆
遣
い
に
拘
泥
し
て
し
ま
う

と
、
線
が
死
ん
で
し
ま
い
、
持
ち
味
で
あ
る
流
麗
さ
や
軽
快

さ
を
失
っ
て
し
ま
う
事
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

曹
全
碑
は
非
常
に
基
礎
的
な
隷
書
で
あ
り
な
が
ら
、
魅
力

に
富
み
、
ま
た
奥
が
深
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
鑑

賞
し
、
臨
書
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
文
責
　
佐
藤
）
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