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は
じ
め
に

書
法
史
の
二
大
潮
流

中
国
書
画
史
を
俯
瞰
し
た
時
、
そ
こ
に
は
工
人
に
よ
る
史
観
と
文
人
に
よ
る
史
観
の
二
大
潮
流
の
交
差
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

書
法
史
と
し
て
概
観
す
れ
ば
、
そ
の
工
人
の
仕
事
と
は
北
宋
以
前
の
、
話
し
手
と
書
き
手
が
分
離
し
た
時
代
の
書
き
手
の
仕
事
で
あ
り
、

そ
し
て
文
人
と
は
漢
詩
人
自
ら
が
書
す
書
の
流
れ
と
換
言
で
き
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
そ
も
そ
も
春
秋
戦
国
期
の
刀
筆
の
吏
の
時
代
か
ら
、

清
書
者
、
そ
の
文
字
造
形
の
書
き
手
の
仕
事
が
、
書
家
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
発
話
者
、
文
学
者
と
は
違
う
領
域
の
仕
事
だ
っ
た
の
で

す
。一

方
、
書
が
文
人
の
仕
事
と
な
り
、“
形
而
上
の
精
神
”
に
価
値
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
は
、
六
朝
期
の
王
羲
之
、
北
宋
期
の
蘇
軾

な
ど
の
作
品
が
代
表
的
で
、
書
の
形
状
の
裏
面
に
は
形
而
上
の
目
に
は
見
え
に
く
い
虚
の
価
値
の
世
界
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
古
代
の
工
人
史
観
と
文
人
史
観
の
攻
防
が
、
書
法
史
の
暗
闘
の
真
実
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
文
人
史
観
で
言
う
と
、
元
の
趙
孟
頫
は
そ
の
工
人
性
か
ら
奴
書
と
さ
れ
、
逆
に
そ
れ
よ
り
も
精
神
性
を
高
ら
か
に
謳
っ
た
明

の
董
其
昌
が
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
書
論
史
の
趨
勢
は
、
本
当
に
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

工
人
す
な
わ
ち
カ
タ
チ
と
、
文
人
す
な
わ
ち
精
神
に
於
い
て
は
、
一
般
的
に
精
神
側
が
優
位
の
歴
史
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
日
本
で
は
、

江
戸
期
は
文
人
の
時
代
で
し
た
が
、
明
治
期
の
阮
元
の
北
碑
南
帖
論
の
流
入
に
よ
っ
て
、
そ
の
書
の
工
人
化
、
大
衆
化
が
推
進
さ
れ
、
そ

れ
を
基
底
と
し
た
芸
術
書
道
が
発
展
し
ま
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
は
じ
め
は
精
神
よ
り
カ
タ
チ
を
重
ん
じ
、
そ
の
模
倣
か
ら
始
め
、
最
後

は
文
人
的
に
精
神
化
し
、
芸
術
へ
と
昇
華
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
近
代
日
本
書
道
史
の
骨
格
な
の
で
す
。
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方
」
と
な
り
ま
す
。
蘇
軾
や
、
黄
庭
堅
が
そ
の
思
い
を
告
白
し
た
よ
う
に
、
郭
沫
若
は
何
を
告
白
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

近
現
代
中
国
の
文
人
観
と
金
石
学

北
宋
期
に
は
、
二
度
目
の
文
人
（
精
神
）
観
の
変
革
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
一
度
目
は
王
羲
之
の
書
の
瞑
想
に
よ
る
「
気
韻
（
天
然
）

の
発
見
」、
二
度
目
は
蘇
軾
ら
に
よ
る
「
人
格
の
投
影
」
と
し
て
の
書
の
発
見
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
文
人
観
は
、
主
に
行
草
書
に
委
ね
ら
れ
、
明
の
董
其
昌
で
結
実
し
て
い
ま
す
。
但
し
こ
の
文
人
観
は
、「
封
建
制
」
を
支
え

る
人
格
論
で
あ
っ
た
た
め
に
、
共
産
主
義
者
の
郭
沫
若
に
あ
っ
て
は
、
初
期
に
は
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
蒋
介
石
と
の
訣
別
以

降
は
、
放
棄
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
中
国
の
書
法
に
於
い
て
は
、
工
人
（
大
衆
）
史
観
の
金
石
学
の
書
と
、
保
守
（
封
建
）
派
の
文
人
史
観
の
書
の
他
に
、
第
三
の

道
が
摸
索
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
果
た
し
た
の
が
、
郭
沫
若
だ
っ
た
の
で
す
。

口
語
の
表
出
と
告
白

文
学
に
於
け
る
文
語
（
貴
族
語
）
と
口
語
（
人
民
語
）
と
の
争
い
、
つ
ま
り
「
文
白
の
争
い
」
は
、
書
の
表
象
に
も
影
響
を
与
え
ま
し

た
。郭

沫
若
が
自
ら
「
私
の
書
は
、「
口
語
の
表
象
」
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
共
産
主
義
の
書
の
象
徴
的
な
運
動
で
あ
っ
た

の
で
す
。
抗
日
戦
（
日
中
戦
争
）
期
に
そ
の
文
語
と
口
語
は
融
合
さ
れ
、
そ
れ
は
、
郭
の
最
晩
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
主
に
行
草
書
で
書
さ
れ
て
い
る
郭
の
書
は
、
こ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
格
論
（
上
下

関
係
・
貴
族
性
）
と
口
語
論
（
共
産
化
）
の
葛
藤
と
矛
盾
の
問
題
で
す
。

書
法
風
格
史
の
影
響
を
受
け
た
書
人
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
拭
い
切
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
あ
の
毛
沢
東
の
書
で
さ
え
、
例
外
で
は
な

一
方
、
中
国
に
目
を
転
ず
る
と
、
文
革
期
な
ど
は
、
文
人
よ
り
工
人
の
書
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

言
葉
に
随
伴
す
る
墨
書
美
と
は
、
無
論
、
文
人
史
観
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
と
ば
と
分
離
し
た
文
字
作
り
が
、
工
人
的
書
家
の
仕
事
で
あ

れ
ば
、
逆
に
文
字
が
読
め
ず
と
も
、
書
が
美
し
け
れ
ば
い
い
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
思
想
の
反
映
と
し
て
、
臨
書
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
唯
物
的
臨
書
と
精
神
的
臨
書
に
二
分
で
き
ま
す
。

旧
中
国
の
書
道
の
潮
流
は
、
精
神
化
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
足
を
止
め
て
、
工
人
的
な
書
の
写
実
的
価
値
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た

い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
着
眼
は
、
特
に
文
革
期
、
文
人
・
郭
沫
若
に
も
顕
著
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

行
書
と
自
作
詩
の
行
方

さ
て
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
郭
沫
若
の
書
の
世
界
に
入
る
前
に
、
話
し
手
と
書
き
手
が
統
合
さ
れ
る
北
宋
期
辺
り
に
つ
い
て
、
ま
ず

は
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
説
に
な
り
ま
す
が
、
楷
書
（
工
人
）、
草
書
（
文
人
）
が
支
配
的
で
あ
っ
た
中
世
中
国
に
、
突
如
、
唐
代
か
ら
行
書
が
出
現
す
る
理
由

は
、
科
挙
試
験
の
詩
賦
の
様
式
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

無
論
、
行
書
も
西
晋
の
書
論
『
四
体
書
勢
』
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
書
論
史
の
表
舞
台
で
伸
び
悩
ん
だ
の
は
、
公
の
使
い
道
が
な

か
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
詩
賦
の
表
象
と
し
て
、
科
挙
試
験
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
権
を
得
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
雛
形
の
中
心
に
、
王
羲
之
の
「
集
字
聖
教
序
」
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
顔
真
卿
に
し
て
も
、
宋
の
四
大
家
に
し
て
も
、
郭

沫
若
で
あ
っ
て
も
、
皆
そ
の
洗
礼
を
受
け
て
い
ま
す
。

因
み
に
、
郭
沫
若
の
提
起
し
た
、
蘭
亭
序
偽
作
説
の
問
題
も
、
こ
の
時
代
事
情
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
詩
賦
と
書
。
つ

ま
り
当
時
に
あ
っ
て
書
が
文
学
と
な
り
、
時
代
へ
の
、
社
会
へ
の
告
白
の
表
象
と
な
っ
た
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
書
は
漢
詩
の
「
書
き
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但
し
、
日
本
で
は
芸
術
に
変
貌
す
る
こ
と
で
、
書
の
文
学
性
が
弱
体
化
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
中
国
で
は
そ
の
漢
文
と

い
う
言
語
が
母
語
た
る
ゆ
え
に
、
文
学
性
は
保
守
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
政
治
の
国
・
中
国
で
は
、
自
由
な
言
語
表
現
・
発
言
は
難
し
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
的
に
も
、
現
在
も
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
反
骨
の
文
学
者
と
し
て
世
に
出
た
郭
沫
若
の
動
向
が
面
白
い
の
で
す
。

彼
の
時
代
と
社
会
へ
の
告
白
と
し
て
の
書
の
在
処
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
必
要
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
い
ま
郭
沫
若
の
書
の

再
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
学
者
で
あ
り
、
政
治
家
で
も
あ
っ
た
郭
沫
若
は
、
そ
の
個
人
主
義
と
全
体
主
義
の
振
幅
と
、
そ
れ
ら
の
間
で
揺
れ
動
く
こ
こ
ろ
の
苦

悩
の
中
、
書
を
通
し
て
何
を
語
り
た
か
っ
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
も
含
め
、
彼
の
書
は
、
よ
り
多
義
的
な
意
味
を
背
負
い
な
が
ら
、

未
来
に
向
け
発
信
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
郭
沫
若
の
書
は
、
芸
術
表
現
で
も
あ
り
ま
す
が
、
よ
り
深
い
中
国
書
法
史
の
歴
史
遺
産
を
網
羅
的
に
取
り
込
ん
だ
、「
文
化
」

の
一
つ
の
結
晶
な
の
で
す
。

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
降
、
本
書
で
詳
し
く
述
べ
ま
す
。

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
演
出

さ
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
書
は
、
歴
史
的
に
存
在
し
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

無
論
、
王
羲
之
の
書
が
宮
廷
に
奉
仕
し
た
こ
と
、
清
の
乾
隆
帝
の
書
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
、
そ
れ

ら
は
あ
る
種
の
強
い
政
治
性
を
内
包
し
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

作
品
と
は
、
書
に
限
ら
ず
と
も
作
家
固
有
の
発
想
に
始
ま
っ
て
、
そ
れ
が
時
代
を
支
配
す
る
発
想
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
も
作
家

と
し
て
の
成
功
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

付
言
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
郭
は
、
画
（
南
画
）
の
作
品
も
残
し
て
い
ま
す
。

た
だ
書
の
場
合
は
、
歴
史
芸
術
で
あ
る
故
も
あ
っ
て
、
時
代
を
支
配
す
る
存
在
と
な
る
の
は
、
書
写
者
の
没
後
の
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
。

在
世
時
に
も
権
力
の
あ
る
立
場
の
人
な
ら
、
少
な
か
ら
ず
そ
う
い
う
影
響
力
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
郭
沫
若
の
よ
う
に
戦
意
高
揚
の
た

め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
共
産
主
義
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
、
終
生
、
意
図
的
に
用
い
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
稀
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
文
革
期
に
社
会
的
に
許
さ
れ
た
書
が
、
毛
沢
東
と
郭
沫
若
の
書
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

中
国
に
於
け
る
芸
術
と
し
て
の
書
法
と
近
未
来
像

共
和
国
建
国
以
後
、
書
法
は
、
周
恩
来
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
宣
言
さ
れ
、
そ
の
後
も
人
民
へ
の
服
務
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
存
続
し

て
い
ま
す
。

硬
筆
が
実
用
を
担
い
、
毛
筆
は
芸
術
と
い
う
文
脈
で
進
ん
だ
の
は
、
日
本
と
同
じ
で
す
。

そ
し
て
現
実
的
に
在
野
の
書
は
、
現
在
も
「
学
院
派
」、「
江
湖
派
」、「
社
会
派
」
と
い
う
分
野
で
、
芸
術
と
し
て
進
展
し
て
い
ま
す
。
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第
一
章
　
日
本
と
郭
沫
若
　
自
我
の
覚
醒
と
岡
山
・
九
州
の
時
代
（
一
九
二
〇
年
代
～
一
九
三
六
年
）

第
一
節
　
在
日
時
代
に
於
け
る
郭
沫
若
の
思
弁
哲
学
と
書
の
基
底
を
な
す
思
想
の
断
層

　
　
　
　
　
　

│
五
四
運
動
期
か
ら
の
郭
沫
若
に
於
け
る
独
自
の
儒
教
解
釈
と
書
の
姿

思
想
と
書

こ
こ
で
は
、
書
の
表
象
の
分
析
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
基
底
を
な
す
郭
沫
若
の
書
の
背
景
と
な
る
思
想
の
問
題
に
着
手
し
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
郭
の
書
は
、
管
見
で
は
ほ
と
ん
ど
発
見
で
き
ず
、
よ
っ
て
テ
ー
マ
を
郭
の
前
近
代
的
な
理
学
の
特
性
と
反
映

と
し
て
の
書
相
、
さ
ら
に
蒋
介
石
と
の
訣
別
の
意
味
に
し
ま
し
た
。

書
と
思
想
の
関
係
は
、
書
人
本
人
の
自
覚
、
無
自
覚
を
問
わ
ず
、
関
係
の
深
い
も
の
で
あ
り
、
些
か
説
明
が
複
雑
で
厄
介
で
も
あ
り
ま

す
。
従
来
、
余
り
問
わ
れ
な
か
っ
た
そ
の
構
造
を
、
伝
統
文
人
の
経
脈
、
理
学
者
と
し
て
、
唯
物
論
書
法
以
前
の
郭
沫
若
の
基
底
を
な
す

も
の
と
考
え
、
で
き
る
限
り
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
郭
沫
若
も
、
精
神
疾
患
時
を
中
心
に
唯
心
論
的
な
内
面
の
精

神
世
界
で
、
思
遊
し
た
経
歴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
郭
の
近
代
的
自
我
が
思
想
的
に
発
見
で
き
ま
す
。
文
学
的
自
我
の
日
本
で
の
覚

醒
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
田
梨
那
氏
（『
詩
人 

郭
沫
若
と
日
本
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
こ
で
は
思
想
と
書
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。
ま
た
唯
心
論
か
ら
唯
物
論
へ
と
転
向
す
る
思
想
の
交
差
を
生
々
し
く
知
る
こ
と
の

で
き
る
材
料
と
し
て
、
因
縁
浅
か
ら
ぬ
蒋
介
石
批
判
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


