
初
学
に
適
す
る
楷
書
古
碑
帖 

 

松
本
芳
翠 

い
く
ら
滋
養
に
富
む
食
物
で
も
、
消
化
力
の
弱
い
赤
ん
坊
に
む
や
み
に
食
べ
さ
せ
た
の
で
は
、
害
に
な
る
ば
か
り
で
益
す

る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
何
に
立
派
な
古
碑
帖
で
も
、
そ
れ
を
よ
く
咀
嚼
玩
味(

そ
の
意
味
や
趣
を
よ
く
考
え
理
解)

す
る
だ
け
の
素
養
が
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
の
み
か
、
却
っ
て
進
歩
を
妨
げ
る
よ
う
な
場
合
も
な
い
で
は
な
い
。
ご
く

初
歩
の
人
に
古
碑
帖
の
臨
書
を
す
す
め
る
の
は
、
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
に
固
形
物
を
食
べ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
ら
自
分
は
採
ら
な
い
。 

標
題
に
あ
る
初
学
と
は
、
筆
の
使
い
方
か
ら
文
字
の
書
き
方
一
通
り
は
心
得
て
、
進
ん
で
古
碑
帖
を
学
び
得
る
だ
け
の
素

養
の
あ
る
人
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
に
お
断
わ
り
し
て
置
く
。 

 

人
に
は
好
き
嫌
い
が
あ
っ
て
、
嫌
い
な
も
の
を
強
い
ら
れ
る
ほ
ど
迷
惑
な
こ
と
は
な
い
。
故
に
絶
対
的
な
理
由
の
存
在
せ

ぬ
限
り
、「
一
、
二
の
碑
帖
を
指
し
て
初
学
は
是
非
こ
れ
を
学
べ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
私
は
い
い
た
く
な
い
。 

そ
こ
で
ま
ず
楷
書
の
古
碑
帖
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
、
そ
の
著
名
な
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
内
で
相
似
た
も
の
は
こ
れ

を
一
括
し
て
、
そ
れ
ら
が
果
し
て
初
学
に
適
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
取
捨(

不
要
な
も
の
を
捨
て
、

必
要
な
も
の
を
選
び
取
る)

は
勿
論(

も
ち
ろ
ん)

人
々
の
自
由
で
あ
る
。 

 

鍾
繇
と
王
羲
之 

さ
て
楷
書
は
何
時
頃
か
ら
出
来
た
か
、
そ
の
年
代
は
明
か
で
な
い
が
、
八
分
体
の
盛
行
時
代
た
る
漢
代
に
、
日
常
の
用
務

を
弁
ず
る(

処
理
す
る)

た
め
に
手
数
の
か
か
る
八
分
体
を
早
書
き
し
た
た
め
に
、
筆
画
が
簡
略
さ
れ
て
漸
次
楷
書
の
一
体

を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
秦
代
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
漢
代
に
あ
っ
て
も
楷
書
の
碑
と
い
う
も
の
は

な
い
の
で
あ
る
が
、
近
代
出
土
の
漢
代
遺
墨
中
に
は
楷
書
と
目
す
べ
き(

み
な
す)

も
の
が
ち
ら
ほ
ら
と
見
え
る
。
こ
れ
は
金

石
に
刻
し
て
千
載(

長
い
年
月)

に
残
す
べ
き
碑
な
ど
は
当
時
の
正
体
た
る
八
分
体
で
書
く
け
れ
ど
も
、
日
記
を
つ
け
る
と

か
あ
る
い
は
手
紙
を
書
く
と
か
い
う
よ
う
な
日
常
の
用
務
を
弁
ず
る
た
め
に
は
楷
書
と
い
う
べ
き
書
体
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
証(

証
明)

す
る
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
楷
書
は
少
く
と
も
漢
末
に
は
既
に
出
来
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。 

然
し
な
が
ら
古
碑
帖
に
残
る
楷
書
と
し
て
は
、
魏
の
鍾
繇
の
書
と
い
わ
れ
る
も
の
が
ま
ず
一
番
古
い
よ
う
で
あ
る
。
鍾
繇

の
書
と
し
て
は 

宣
示
表 

薦
季
直
表 

墓
田
丙
舍
帖 

な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
細
楷
で
あ
っ
て
、
用
筆
も
結
体
も
頗
る(

非
常
に)

整
っ
て
お
り
、
晋
の
王
羲
之
の 

樂
毅
論 

黄
庭
經 

孝
女
曹
娥
碑 

ま
た
は
王
献
之
の 

洛
神
賦 

な
ど
と
頗
る
共
通
点
が
多
い
。
も
っ
と
も
鍾
繇
は
楷
書
の
名
人
で
、
王
羲
之
な
ど
も
そ
の
書
を
よ
く
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
共
通
点
の
あ
る
の
に
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
か
く
も
整
っ
た
楷
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
、
碑
学
家
、
即
ち
碑
の
方
を
主
と
し
て
学
ぶ
方
の
側
か
ら
い
う
と
こ
れ
が
一
つ
の
疑
問
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。 



然
し
な
が
ら
漢
代
の
隷
書
に
し
て
も
曹
全
碑
な
ど
の
よ
う
に
頗
る
形
の
整
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点

は
別
に
不
思
議
と
す
る
に
は
当
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
た
だ
何
れ
も
細
楷
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
翻
刻(

書
物
を
原
本
ど
お

り
の
内
容
で
製
版
・
印
刷
す
る)

を
重
ね
て
い
る
内
に
ど
う
い
う
風
に
変
っ
て
来
て
い
る
か
、
果
し
て
ど
の
程
度
に
原
書
の

趣
を
伝
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

故
に
こ
れ
ら
を
直
ち
に
鍾
繇
や
羲
之
と
し
て
学
ぶ
の
は
一
種
の
危
険
を
さ
え
伴
う
も
の
と
い
い
た
い
が
、
そ
う
し
た
事

に
関
係
な
し
に
こ
れ
ら
の
書
風
を
好
ん
で
学
ぶ
と
い
う
の
な
ら
、
初
学
に
で
も
敢
て(

決
し
て)

学
び
難
い
書
で
は
な
い
。
尚

我
国
に
は
光
明
皇
后
の
御
書
と
伝
え
ら
れ
る
樂
毅
論
の
臨
書
が
あ
っ
て
、
時
代
も
古
く
且
つ
実
に
見
事
な
御
筆
蹟
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
を
参
考
と
し
て
、
ま
ず
樂
毅
論
を
学
ぶ
の
が
右
の
諸
帖
を
学
ぶ
上
の
順
序
と
し
て
は
最
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思

う
。 次

に
こ
れ
等
と
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
に
す
る
と
こ
ろ
の
碑
に 

爨
寶
子
碑 

爨
龍
顏
碑 

の
、
所
謂
二
爨
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
、
ま
た 

華
嶽
廟
碑 

中
岳
靈
廟
碑 

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
も
碑
学
の
方
で
著
名
な
も
の
で
、
頗
る
面
白
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
用
筆
は
隷
書
に
近
く
、 

形
も
亦
奇
な
も
の
が
多
く
て
初
学
に
適
す
る
も
の
と
は
い
わ
れ
な
い
。 

 

龍
門
造
像
と
鄭
文
公
碑 

次
に
龍
門
造
像
と
い
う
も
が
あ
る
。
こ
れ
は
佛
像
の
背
や
台
石
な
ど
に
そ
れ
を
建
立
し
た
事
由
を
刻
し
た
も
の
で
そ
の

数
は
非
常
に
多
く
、
そ
の
内
で
佳
な
る
も
の
を
選
ん
で
龍
門
二
十
品
と
い
い
、
更
に
四
種
を
選
ん
で
龍
門
四
品
と
も
称
し
て

い
る
。
龍
門
四
品
に
選
ば
れ
た
も
の
は 

始
平
公
造
像 

孫
秋
生
造
像 

楊
大
眼
造
像 

魏
靈
藏
造
像 

の
四
種
で
、
こ
れ
ら
は
書
と
し
て
も
立
派
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
刻
刀
の
跡
が
ま
ざ
ま
ざ
と
出
て
い
て
毛
筆
で
は
真
似

の
出
来
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
を
何
の
程
度
ま
で
毛
筆
を
以
て
臨
す
べ
き
か
、
一
寸
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
従
っ
て
初

学
に
は
こ
れ
は
重
荷
で
あ
ら
う
。 

石
門
銘 

は
王
遠
の
書
で
、
魏
の
永
平
二
年(

皇
紀
一
一
六
九
年)

の
も
の
、
規
模
雄
大
、
自
由
奔
放
に
し
て
仙
骨(

非
凡
な
風
采)

を
帯

び
た
面
白
い
も
の
で
あ
る
が
、
筆
意
が
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、 

痙
鶴
銘 

な
ど
と
共
に
初
学
に
は
と
り
つ
け
な
い
も
の
で
あ
る
。 

鄭
文
公
碑 

を
始
め
鄭
道
昭
の
諸
碑
を
こ
の
部
類
に
入
れ
る
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
異
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
鄭
道
昭
の
書

は
整
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
何
れ
も
天
然
の
崖
に
刻
さ
れ
た
所
謂(

い
わ
ゆ
る)

摩
崖
の
碑
で
あ
る
か
ら
、
永
い
間
風
雨
の

厄(

災
い)

に
遭
い
、
細
か
い
筆
意
な
ど
は
窺
う
べ
く
も
な
い
。
故
に
こ
れ
も
古
碑
帖
臨
書
の
第
一
歩
と
し
て
は
無
理
で
あ
る



と
思
う
。 

そ
こ
へ
行
く
と
、
長
く
墓
穴
の
中
に
あ
っ
て
雨
淋(

雨
に
濡
れ)

日
炙(

陽
に
あ
ぶ
ら
れ
る)

の
厄
を
冤
か
れ
て
い
た
多
く
の

墓
誌
銘
は
、
殆
ん
ど
刻
さ
れ
た
当
時
と
変
ら
ぬ
姿
で
土
中
か
ら
発
掘
さ
れ
る
た
め
に
、
書
と
刻
と
二
つ
な
が
ら(

両
方
が)

よ

い
も
の
な
ら
ば
初
学
の
手
本
と
し
て
も
誠
に
好
適
で
あ
る
。 

司
馬
景
和
妻
墓
誌 

李
超
墓
誌 

張
玄
墓
誌 

蘇
孝
慈
墓
誌 

 

な
ど
有
名
で
、
こ
れ
ら
は
、
六
朝
書
中
最
も
整
っ
た
楷
書
と
し
て
有
名
な 

張
猛
龍
碑 

高
貞
碑 

な
ど
と
共
に
初
学
の
絶
好
伴
侶
で
あ
ろ
う
。 

 

唐
の
四
大
家 

次
に
唐
の
四
大
家
は
何
れ
も
楷
書
の
名
人
で
、
虞
世
南
に
は 

孔
子
廟
堂
碑 

が
あ
り
、
虞
世
南
の
碑
書
と
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
は
原
石
が
火
厄
に
遭
っ
て
早
く
亡
び
原
拓
を
見

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
極
め
て
品
格
の
高
い
書
で
、
そ
れ
だ
け
初
学
に
は
一
寸
と
り
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
欧
陽
詢

に
は 皇

甫
府
君
碑 

 

九
成
宮
醴
泉
銘 

化
度
寺
碑 

虞
恭
公
碑 

な
ど
が
あ
り
、
用
筆
練
勁(

練
れ
た
力)

、
結
法
ま
た
端
莊(

き
ち
ん
と
し
て
威
厳
が
あ
り)

俊
厳(

峻
し
く
厳
し
い)

に
し
て
犯

す
べ
か
ら
ざ
る
品
位
が
あ
っ
て
、
古
来
楷
法
の
極
則
と
い
わ
れ
て
い
る
。
皇
甫
府
君
碑
と
九
成
宮
醴
泉
銘
が
字
画
完
好
で
初



学
に
好
適
で
あ
ろ
う
。
な
お
欧
陽
詢
の
楷
書
と
し
て
、
蘭
亭
帖
、
蘇
玉
華
墓
誌
銘
な
ど
が
流
布
さ
れ
て(

広
く
伝
わ
っ
て)

い

る
が
自
分
は
採
ら
な
い
。
恐
ら
く
後
人
の
偽
作
で
あ
ろ
う
。
褚
遂
良
の
も
の
で
は 

伊
闕
佛
龕
碑 

孟
法
師
碑 

 

雁
塔
聖
教
序 

房
玄
齢
碑 

等
が
あ
り
、
雁
塔
聖
教
序
は
最
も
円
熟
せ
る
代
表
的
傑
作
で
、
且
つ
字
画
も
完
好
で
あ
る
が
、
変
化
に
富
ん
で
い
る
た
め
初

歩
の
内
は
一
寸
習
い
に
く
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
孟
法
師
碑
か
ら
入
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。
顔
真
卿
に
は 

多
寶
塔
碑 

麻
姑
仙
壇
記 

宋
環
碑 

建
中
帖 

そ
の
他
頗
る(

非
常
に)

多
い
が
、
中
で
も
多
寶
塔
碑
は
字
画
が
完
好
で
よ
く
整
っ
て
お
り
、
初
学
に
も
学
び
易
い
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
顏
書
の
面
白
味
は
建
中
帖
な
ど
に
あ
る
。
そ
れ
だ
け
む
ず
か
し
い
け
れ
ど
も
、
建
中
帖
の
真
跡
は
今
我
国
に
渡

っ
て
中
村
不
折
翁
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
写
真
等
に
よ
っ
て
研
究
す
れ
ば
筆
意
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ

の
他 王

知
敬
の
李
靖
碑 

敬
客
の
填
塔
銘 

欧
陽
通
の
道
因
法
師
碑 

な
ど
も
斉
整
雅
健(

整
い
揃
っ
て
い
て
魅
力
に
溢
れ
て
い
る)

に
し
て
初
学
の(

初
学
が)

学
ん
で
誤
り
な
き
も
の
と
信
ず
る
。 

以
上
、
初
学
に
適
せ
ぬ
も
の
を
も
挙
げ
た
の
は
、
そ
の
適
せ
ぬ
理(

理
由)

を
述
べ
て
碑
帖
選
択
の
方
針
を
定
め
る
上
の
参

考
に
資
し
た
の
で
あ
る
。
書
風
に
至
っ
て
は
右
の
内
か
ら
各
自
好
む
と
こ
ろ
に
随
っ
て
取
捨
さ
る
べ
き
こ
と
、
頭
初
に
於
い

て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 


