
書

写

論

の
成

立

書
写
論

ー

と

い
う

の
が
成
立
し
な

い
も

の
だ

ろ
う
か
。
あ

る
い
は
筆
写
論
と

い

っ
て
も
よ

い
の

だ
が
。

こ
れ

は
古
典
を
味
わ

い
、
批
評
分
析
す
る

と
き

の

一
つ
の
方
法
と
し

て
、
ず

い
ぶ

ん
前
か
ら

私

の
考
え

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
実

は
三
十
年
く

ら

い
前
か
ら
そ

の
こ
と
を
考
え

て
い
る
の
だ
が
、

才
能

が
な

い
ば

っ
か
り

に
ま
と
も

に
取
組

め
な

い

で
い
る
、
あ

る
い
は
そ

こ
ま

で
手
が

ま
わ
ら
な

い

で
い
る
の
で
あ

る
。

書
写
論
と

い
う

の
は
早

い
話
が

こ
う

で
あ

る
。

た
と

え
ば

日
本
語

の
文
章
表
現

で
は
正
書
法

(
オ

ー
ソ
グ
ラ
フ

ィ
)

は
未
確
立

だ
が
、
句
読
法

(
パ

ソ
ク
チ

ュ
エ
イ

シ

ョ
ン
)

に
い
た

っ
て
は
ひ
ど
く

曖
昧
で
出

た
と

こ
勝
負

、
せ
い
ぜ

い
読

み
や
す
く

と

い
う
こ
と

を
メ
ド
に
し
て
句
点

や

読

点

を

打

つ
。
古
典

の
原
典

で
句
読
点

が
見

え
る
の
は
江
戸

原

子

朗

期
以
後

で
、
そ
れ
以
前

の
も

の
は
例
外
を

の
ぞ

い

て
ほ
と

ん
ど
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。
と

い

う

の

は
、
ど
う

や
ら
た
と
え
ば
漢
文
訓
読

の
た

め
の
教

育
的
配
慮

の
影
響

や
、
板
本

や
活
字
本

の
出
現

に

よ

っ
て

マ
ル
や
テ

ソ
の
必
要
が
生
じ

て
き
た

の
だ

ろ
う
と

、
ざ

っ
と
私

は
考
え

て
い
る
。
文
章
伝
達

が
も

っ
ぱ

ら
毛
筆
手
が
き

に
た
よ

っ
て
い
た
時
代

に
は
、
し
か
し
そ

ん
な
も

の
は
要
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ

は
な
ぜ

か
と
考

え
る
ま
で
も
な

い
。
漢
字

ま

じ
り
仮
名

が
き

(調
和
体
)
あ

る
い
は
す

べ
て
草

仮
名
体

の
場
合

、

一
字

々
々
離

し
て
書
く

こ
と

は

な

い
か
ら
、
文
字

の

つ
づ
け
ざ

ま

(連
綿
法
)

に

よ

っ
て
、
そ
し
て
墨
色

(濃
淡

や
墨

つ
ぎ
)

の
加

減

に
よ

っ
て
、
先
ず

一
見
し
て
句
読
法

は
明

ら
か

だ
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に

一
字
ず

つ
離

し
て
書

い

て
あ

っ
た
と

し
て
も
、
字
間

の
あ

け
加
減

に
よ

っ

て

(
こ
れ

は
現
代
人
も
手
紙

な
ど
で
思
わ
ず

や

っ

て
い
る
が
)
明
ら
か
で
あ
る
。

板
本
や
活
字

の
な

い
こ
ろ

の
昔

の
人
た
ち
は
人

間
が
上
等

で
あ

っ
た
か
ら
、
歌

な
ど
書

く
と

き
は

こ
と

に
、
た
と
え
ば

「
は
る
か
す
み
」
な
ど
と
書

く
と
き

は
、
黒
ぐ

う
と
肉
太

に
な
ど
書
か
ず

、
お

の
ず
か
ら
か
す
ま

せ
て
、
筆
が
墨
を
ま
だ
か
な
り

ふ
く

ん
で
い
る
と
き
も
、
か
細
く
書

い
た
。

し
か

も
見
苦
し

い
濁
点
な
ど
打
た
ず
、
あ
く
ま

で
自
然

に
、
さ
な
が
ら

は
る
が
す
み
を
紙
上

に
た
だ
よ
わ

せ
た
。
ゆ

め
は
淡
く
、
う

つ
つ
は
濃
く
、
と

い

っ

た

ふ
う

に
。

こ
れ

は
あ
く
ま

で
基
本
的
な
た
し
な

み
を

い

っ
て
い
る

の
だ
が
、
要
す
る

に
文
学
は
美

術

で
も
あ

っ
て
、
内
容
的
な
歌
こ

こ
ろ
は
、
か
た

ち
と

し
て
の
遠
近
法

に
も
及

ん
で
い
た
。

そ

ん
な
た

し
な

み
の
世
界

で
は

マ
ル
や

テ
ソ
や

カ

ッ
コ
な
ど

の
下
等
な
記
号

は
汚
物

に
等
し

い
。

現
代

の
活
字
本

の
古
典

は
、
活
字
ゆ
え

に
、
そ
う

し
た
汚
物
な

し
に
は
成
立
し
な

い
。
原
典

の
こ
ま

や
か
な
息
づ

か
い
と
視
覚
的
な
美

の
思
想
を
抹
殺

し
、

い
か

に
も
近
代
的
な
読

み
か
た

で
勝
手

に
テ

ソ

・
マ
ル

・
カ

ッ
コ
を

ほ
ど

こ
し
、
そ
し

て
作
品

の
思
想
な

ど
を
う

ん
ぬ
ん
し
て
い
る
。
か
た
ち
を

ぬ
き
に
し
て
思
想

な
ど
が
あ

ろ
う
か
。
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近
松
門
左
衛
門
が
、
た
ぶ

ん
節
ま
わ
し

の
た
め

で
あ
ろ
う
、
自

作

の
浄
瑠
璃

に
せ

っ
せ
と
句

読
点

を
打

っ
て

い
た
。
そ
れ
を
見
た
数

珠
屋
が

「
漢
文

な
ら

い
ざ
知
ら
ず
、
浄
瑠
璃

に
句
読
点

が
い
る
ん

で
す
か
ね
」
と

い

っ
た
。
近
松
す

か
さ
ず

「
二

つ

に
を
り

て
く
び

に
か
け

る
数
珠
」
を
作

っ
て
こ
い

と
紙

に
書

い
て
命
じ
た
。
数
珠
屋
大

い
に
迷

っ
た

あ
げ
く
、

二
重

に
曲
げ

て
、
首

に
掛
け
る
数
珠
を

作

っ
て

い

っ
た
。
す
る
と
近
松

「
二
重

に
曲
げ

、

手
首
に
掛
け
る
」

の
を
わ
し
は
注
文

し
た
の
だ
、

と

い

っ
て
お
し
返
し
た
…
…
と

い
う
有
名

な
逸
話

を
、
私

も
小

学
生

の
こ
ろ
教
室

で
教

わ

っ
た
。

ど
う
や
ら
こ
の
話

、
句
読
点

の
大
事
さ
を
説
く

国
語

の
時
間

の
た

め
の
教
訓
く
さ

い
と
私

は
に
ら

ん
で
い
る
。
真
偽

の
ほ
ど

は
知
ら
な

い
が
、
わ
が

書
写
論

に
て
ら

せ
ば
、
そ
れ
は
活
字
教
育

の
た
め

に
は
必
要
で
も
、
活

字

の
な
か

っ
た
み
や
び

の
世

界

で
は
ナ

ソ
セ

ソ
ス
に
ち
か
い
。
美

し
い
毛
筆

の

筆
蹟

で
は

「
く
び

」
か

「
て
く
び

」
か

一
目

し
て

明
ら

か
だ

か
ら

で
あ

る
。
美

し
く
明
ら
か
だ
か
ら

で
あ

る
。

た
と
え
ば

「
く
び
」

に
掛
け

る
の
な
ら

上

の

「
て
」

は

「
を
り
」

に
、
な

ん
ら
か

の
か
た

ち

で
つ
な
が

っ
て
お

り
、

「
て

く

び
」
な

ら
、

「
て
」
で
墨
が
継
が
れ
る
か
起
筆

の
跡

が
あ
る
は

ず

だ
。
す
な
わ
ち
字

の
大
小

・
濃
淡

・
続
け
ざ

吏

に
よ

っ
て

一
目
瞭
然

の
は
ず

で
あ

る
。
少
な
く
と

も

「
て
」

が
ぽ

つ
ね

ん
と
上
下

い
ず
れ

に
も
属
さ

ず

そ
こ
に
あ

る
と

い
う

こ
と

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

か
く

し
て
、
句
読
法

に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
が
書
写

論

は
句

の
す
が
た
、
文

の
か
た
ち
、
歌
や
物

語

の

発
想
、
成
立

に
か
か
わ
る
。
そ
し
て
、

い
さ
さ
か

調
子
づ

い
て

い
え
ば
、
こ
と

ご
と
く
近
代
活
字
文

化
や
い
わ
ゆ
る
個
性

主
義
的
近
代
文
学

の
か
な

た

で
、
そ
れ
ら
を
あ
ざ
わ

ら
う

よ
う
な
超
個
性
的
な

み
や
び

の
世
界

を
構
成

し
て
ゆ
く
。
あ

て
が
わ
れ

た
紙
数

が
少
な

い
の
で
く
わ

し
く

い
え
な

い
が
、

超
個
性
的
と

は
二
重

の
意
味

で
そ
う
な

の
だ
。
書

写

の
筆
蹟
が

め
ざ
ま
し
く
美
し
く
造
型
的
で
、
し

か
も
ナ

マ
で
最
も
個
性
的
で
あ
る
と

い
う
意
味
と

そ
れ
ゆ
え
に
近
代
的

な
個
性

主
義

以
前

の
、
は
る

か
に
そ
れ
を
超

え
る
も
の
を
も

っ
て
い
る
と

い
う

意
味
と
。

現
代
人

は
肉
筆
が
見

る
に
た
え
な

い
み
だ
ら
な

悪
筆
だ
か
ら
か
、
機
械
的

で
無
性
格
な
活
字
を
好

む
。
そ

の
く

せ
文
体

の
個
性
を
主
張
す
る
。
か
た

ち
を
消
し

て
、
か
た
ち
を
主
張
す
る
。
近
代
活
字

文
化

の
繁
栄
と

堕
落
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
と
背

理

の
上

に
い
と

な
ま
れ
て
き
た
。
作
品

の
解
釈
と
鑑

賞

は
、
し

ょ
せ
ん
誤
解
と
偏
見

に
よ

っ
て
成
り
た

つ
と

は
い
え
、
活
字

の
な
か

っ
た
時
代

の
古
典

の

す
が
た
か

た
ち
を
、
活
字

の
中

に
解
体
さ

せ
、
現

代

ふ
う

に
読

ん
で
し
ま
う
文
化

の
退
廃
を
、
ど
ん

な

に
か
私
た
ち

は
促
進
さ

せ
て
き
た

こ
と

か
。

書

写
論

に
ち
な
ん
で
い
う
と

、
音
読
論
と

い
う

の
が
あ
る
。
た
と

え
ば
玉
上

琢
弥

氏
の
主
唱
さ
れ

る
物
語
音
読

論
と

い
う
の
が
そ
れ
だ

が
、
源
氏
物

語

は
宮
仕

え
の
古
女
房

た
ち

が
思

い
出
を
事
実

や

虚
構

を
ま
じ

え
て
語

る
の
を
筆
録
編
集
す

る
女
房

が

い
て
、
さ
ら

に
そ
れ
を
読

み
あ
げ

る
女
房
が

い

て
、

三
重

の
作
者

に
よ

っ
て
成
立
し

て
い
る
と

い

う
見
地

に
立

っ
て
、
物
語
を
読
む
と
き
は
近
代
的

解

釈
や
分
析

に
と

ら
わ
れ
ず

に
、
ま

っ
す
ぐ
に
作

品

に
む
か

い
、
音
読

し
て
味

わ
え
と

い
う
の
が
玉

上

氏
の
意
見

で
あ

る
。
私

の
い
わ
ゆ

る
書
写
論

は

こ
の
音
読
論

に
影
響

さ
れ

た
も

の
で
は
な

い
が
、

玉
上
氏

の
意
見

は
私

に
は
刺
激
的

で
あ

る
。

音
読
も
さ
れ
た

に
ち
が

い
な

い
が
、
そ
れ

は
筆

録
さ
れ
、
さ
ら

に
筆
・写
さ
れ
、
筆
写

さ
れ
て
、
多

く

の
歌
や
物
語
は
美
し
く

つ
む
が
れ
て

い

っ
た
の

で
あ
る
。
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