
カ
ズ
の
書
道
講
座

㈡

特

徴

㈡

も
う
一
つ
は
、
文
字
一
字
一
字
が
い
く
つ
も
違
っ
た
ス
タ

イ
ル
・
形
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
「
書

体
」
と
言
い
ま
す

書
体
は
大
き
く
楷
書
・
行
書
・
草
書
・
隷
書
・
篆
書
体
の

五
つ
に
分
け
て
説
明
さ
れ
た
り
、
書
道
教
室
な
ど
で
習
い
ま

す
が
、
書
体
を
言
葉
や
文
章
で
伝
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、

P4
・
P5
の
「
一
般
半
紙
課
題
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〈
楷
書
〉
一
点
一
画
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
行
書
〉
線
が
つ
な
が
っ
た
り
省
略
さ
れ
た
り
、
照
の
レ
ン

ガ
の
よ
う
に
点
が
省
略
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

〈
草
書
〉
線
が
極
端
に
省
略
さ
れ
た
り
、
形
も
変
わ
り
、
曲

線
が
主
体
で
書
か
れ
ま
す
。

〈
隷
書
〉
起
筆
・
送
筆
・
終
筆
の
書
き
方
は
違
い
ま
す
が
、

楷
書
を
扁
平
に
し
た
感
じ
で
す
。
ま
た
、
は
ね
と

左
払
い
は
な
く
横
線
も
水
平
で
す
。

〈
篆
書
〉
よ
く
実
印
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ
の

文
字
で
す
。
縦
長
で
比
率
が
二
対
三
位
で
す
。

と
、
書
体
を
造
形
的
に
見
れ
ば
前
記
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り

ま
す
が
、
文
字
は
ま
た
、
今
文
と
古
文
と
い
う
分
け
方
が
あ

き

ん

ぶ

ん

り
、
前
記
の
五
体
は
今
文
を
分
類
し
た
も
の
と
、
考
え
た
方

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
今
文
と
は
い
つ
頃
か
ら
の
文
字
で
し
ょ
う
か
。

今
の
文
と
書
い
て
も
時
代
は
古
く
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
代

ま
で
遡
り
ま
す
。
紀
元
前
二
二
一
年
、
秦
国
は
中
国
全
土
を

統
一
し
、
い
く
つ
も
の
改
革
を
し
ま
す
。
郡
県
制
の
採
用
、

度
量
衡
・
車
幅
の
統
一
、
万
里
の
長
城
の
修
築
、
始
皇
帝
陵

の
建
設
、
ま
た
恐
ろ
し
い
焚
書
坑
儒
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
中

の
一
つ
に
「
文
字
の
統
一
」
が
あ
り
ま
す
。

秦
国
は
、
全
土
を
統
一
す
る
以
前
と
以
後
と
は
文
字
が
違

い
、
統
一
す
る
以
前
の
文
字
を
大
篆
、
そ
の
大
篆
を
改
良
し

て
作
ら
れ
た
統
一
後
の
文
字
を
小
篆
と
い
い
、
こ
の
小
篆
以

降
の
文
字
を
今
文
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
書
体
は
「
楷
書
・

行
書
・
草
書
・
隷
書
・
小
篆
」
と
、
五
体
に
分
け
る
こ
と
が

出
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
因
み
に
古
文
は
、
大
篆
、
金
文
、

甲
骨
文
と
、
秦
代
か
ら
更
に
一
三
〇
〇
年
く
ら
い
遡
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

夙
に
有
名
な
、
大
正
五
年
に
発
行
さ
れ
た
高
田
竹
山
監
修

の
『
五
體
字
類
』
と
い
う
字
典
に
は
、
古
文
や
籀
文
（
大
篆
）

ち
ゅ
う

と
い
う
書
体
例
も
載
せ
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
に
も
大
雑

把
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
無
視
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
一

般
的
に
と
申
し
ま
す
か
、
篆
書
を
学
ん
で
い
な
い
書
家
も
、

篆
書
は
小
篆
・
大
篆
・
金
文
・
甲
骨
文
等
の
総
称
と
解
釈
し

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
っ
か
り
分
類
し
た
方
が
よ
い
と
思

い
ま
す
。

ま
た
書
を
習
い
始
め
た
ら
、
ど
ん
な
方
で
も
先
ず
最
初
に

購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
が
「
字
典
」
で
す
。
私
は

『
五
體
字
類
』
で
は
な
く
、
書
源
の
普
及
版
『
新
書
道
字
典
』

か
『
新
書
源
』
（
共
に
二
玄
社
出
版
）
を
お
勧
め
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
文
字
（
漢
字
）
は
い
く
つ
も
の
書
体
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
特
徴
の
二
つ
目
で
す
。

実
技
に
入
る
前
に

書
道
と
は
、
こ
の
書
体
を
書
い
て
表
現
す
る
こ
と
。
と
も

言
え
ま
す
。

歴
史
上
に
遺
さ
れ
た
作
品
を
見
ま
す
と
、
楷
書
は
楷
書
体
、

行
書
と
草
書
は
行
草
体
（
行
書
体
、
草
書
体
も
あ
る
）
、
隷

書
は
隷
書
体
、
篆
書
は
篆
書
体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
色
々
な
書
体
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
書
い
た
作
品
は
遺
っ
て

い
ま
せ
ん
。
と
申
し
ま
す
か
私
は
知
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
遺
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
然
ど
こ
か
の
だ
れ
か
は
、

書
体
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
書
い
た
人
が
必
ず
い
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
遺
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
恐
ら
く
「
評
価
に
値
し

な
か
っ
た
」
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
つ
の
時
代
で
も
、

良
く
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
不
便
や
不
都
合
に
な
っ
た
も
の

は
、
必
ず
自
然
消
滅
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
の
一
つ
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
現
在
、
よ
く
何
㍍×

何
㍍
と
い
う
大
き
な
紙
に
、
大

き
な
筆
で
書
い
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
人
が
お
り
ま
す
。

〝
書
道
ガ
ー
ル
ズ
〟
な
ん
て
言
葉
も
造
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
テ
レ
ビ
出
演
ま
で
し
て
、
粋
が
っ
て
気
取
っ
て
書
い
て

い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
も
、
先
人
の
幾
人
か

は
試
み
て
お
り
ま
す
が
、
作
品
は
遺
っ
て
い
ま
せ
ん
。
（
写

真
は
あ
り
ま
す
）
な
ぜ
遺
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私

は
、
ど
う
も
前
者
と
同
様
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
書
道
と

い
う
よ
り
も
大
道
芸
で
す
。

し
か
し
、
書
道
と
は
「
筆
に
墨
を
つ
け
て
紙
に
文
字
を
書

く
こ
と
」
と
定
義
付
け
し
ま
し
た
の
で
、
否
定
で
き
な
い
こ

と
も
事
実
で
す
。
書
道
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
の
で

す
。
た
だ
、
書
く
行
為
に
主
眼
を
置
く
か
、
書
か
れ
た
も
の

に
主
眼
を
置
く
か
、
そ
の
考
え
方
の
違
い
で
変
わ
っ
て
く
る

の
で
は
…
。
そ
う
思
い
ま
す
。
時
々
こ
う
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
見
せ
ら
れ
ま
す
と
「
書
道
と
書
は
違
う
ん
だ
」
と
叫

び
た
く
な
り
ま
す
。
書
道
は
動
で
行
為
が
伴
い
、
書
は
静
で

仕
上
が
っ
た
作
品
。
と
い
う
違
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
書
道
家
と
書
家
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
ん
で
し
ょ
う
か
。

実
技
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
違
い
ま
す
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
に
何
の
意
義
が
あ
る
の
か
解
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
作
品
が

遺
ら
な
い
よ
う
な
行
為
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
あ
れ
ば

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
「
書
講
座
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
語
呂
に
違
和
感
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
号
で

も
「
書
道
講
座
」
と
い
う
こ
と
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。


