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今
年
六
十
回
展
を
終
え
た
東
書
芸
の

理
念
を
み
る
と
、
東
書
芸
は
伝
統
派
か

革
新
派
の
団
体
か
。
進
取
の
精
神
に
富

ん
だ
革
新
の
感
じ
が
す
る
が
、
伝
統
・

革
新
を
考
え
て
み
る
時
に
、
ど
う
い
う

風
に
書
が
そ
う
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
か
は
、
中
国
の
書
の
歴
史
を
振

り
返
っ
て
み
る
と
分
か
っ
て
く
る
。
例

え
ば
長
い
そ
の
歴
史
の
中
で
、
伝
統

の
書
の
元
祖
は
や
は
り
王
羲
之
・
王
献

之
の
二
王
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
革
新
の

書
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
み
る

と
、
唐
代
の
張
旭
・
懐
素
・
顔
真
卿
が

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

張
旭
は
草
書
が
巧
み
で
、
酒
好
き
。

酒
好
き
が
話
題
に
な
る
の
は
、
当
時
書

は
酔
っ
て
書
く
も
の
で
な
い
と
意
識
さ

れ
て
い
て
、
異
端
と
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
一
つ
残
っ
て
い
る
楷
書
の
拓

本
を
見
る
と
、
む
し
ろ
王
羲
之
の
伝
統

を
踏
ま
え
た
よ
う
に
几
帳
面
に
書
か
れ

て
い
る
。
次
の
懐
素
は
僧
侶
だ
が
一
日

中
酔
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
自
叙
帖
が
有

名
。
こ
れ
は
狂
草
と
呼
ば
れ
情
熱
を
叩

き
つ
け
て
書
く
草
書
で
あ
る
。し
か
し
、

二
人
共
酒
の
力
を
借
り
て
自
制
心
を
解

放
し
こ
れ
ま
で
と
比
較
す
る
と
風
変
り

で
、
書
を
書
く
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
そ
れ

を
革
新
的
な
も
の
を
書
い
た
と
さ
れ
た

が
、
実
は
根
底
で
は
筆
が
擦
り
切
れ
る

ほ
ど
多
く
先
人
の
書
を
習
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
玄
宗
皇
帝
の
忠
臣

と
し
て
有
名
な
顔
真
卿
も
家
系
的
に
文

字
学
に
造
詣
が
深
い
。
晩
年
の
そ
の
楷

書
は
顔
法
と
呼
ば
れ
、
篆
・
隷
の
書
法

を
そ
こ
に
取
り
入
れ
て
特
徴
的
だ
が
、

若
い
頃
（
四
十
代
）
は
古
典
を
相
当
学

ん
で
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

特
に
行
書
に
は
、
王
羲
之
の
書
法
の

底
流
が
は
っ
き
り
見
え
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
革
新
は
、
そ
の
時
代
の
今
に
更
に

古
い
も
の
を
導
入
し
た
り
し
て
、
結
果

新
し
い
も
の
を
う
み
だ
し
た
と
言
え
、

そ
こ
に
は
何
か
特
別
に
新
し
い
も
の
を

造
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
積
極
的

意
志
の
よ
う
な
も
の
は
あ
ま
り
感
じ
な

い
。

　

し
か
し
、
宋
代
の
革
新
は
少
し
様
子

が
違
っ
て
く
る
。
代
表
的
な
三
人
の
う

ち
の
蘇
軾
は
、
書
の
価
値
は
人
間
の
価

値
で
あ
る
と
し
、
人
は
夫
々
顔
や
考

え
方
が
違
う
よ
う
に
書
も
そ
う
あ
る
べ

し
と
し
た
。
彼
も
多
く
の
先
人
の
書
を

学
び
な
が
ら
技
術
に
習
熟
し
自
身
の
書

を
造
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
書
は
技
の

み
で
な
く
人
間
そ
の
も
の
の
表
現
と
い

う
、
意
識
の
改
革
に
よ
っ
て
書
が
変
わ

っ
て
い
く
と
し
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
本

当
の
革
新
と
言
え
る
。
ま
た
黄
庭
堅
は

蘇
軾
と
仲
が
良
く
、
年
下
で
互
い
に
人

間
を
認
め
合
う
フ
ラ
ン
ク
な
関
係
で
あ

っ
た
が
、
性
格
は
随
分
と
違
っ
た
。
蘇

軾
は
大
ら
か
で
黄
庭
堅
は
真
面
目
な
努

力
家
タ
イ
プ
。功
よ
り
も
拙
が
大
事（
功

は
要
る
が
前
提
）
と
し
、
表
面
的
な
技

巧
で
な
く
、
ま
た
脱
俗
の
精
神
・
禅
学

を
重
ん
じ
た
。
こ
こ
に
も
根
底
に
は
古

人
の
書
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
書
に
対

す
る
思
想
的
な
見
方
・
価
値
観
が
変
わ

っ
て
き
て
従
来
の
書
と
趣
を
異
に
し

た
。
米
芾
は
少
し
変
わ
り
者
で
そ
の
逸

話
も
多
い
が
、
書
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
一
番
王
羲
之
に
似
て
い
る
。
彼
の
書

は
集
古
字
と
言
わ
れ
た
が
、
何
故
革
新

の
中
に
入
る
か
と
い
う
と
、
古
書
を
懸

命
に
習
っ
た
時
に
、
古
人
の
書
は
「
天

性
自
然
」
＝
自
然
の
変
化
の
よ
う
に
書

も
自
在
で
あ
る
＝
と
気
づ
い
た
。
変
化

も
自
然
な
ら
ば
二
王
の
形
を
真
似
な
く

て
も
良
い
と
考
え
が
行
き
着
い
て
自
身

の
書
を
造
っ
た
。
古
法
を
根
底
に
自
然

の
精
神
の
変
化
に
従
っ
て
書
を
書
い
た

と
こ
ろ
が
革
新
の
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ど
の
時

代
も
底
流
に
あ
る
の
は
古
い
書
法
。
始

め
は
皆
伝
統
派
だ
が
、
つ
き
つ
め
て
い

く
上
に
新
し
い
考
え
方
や
方
法
を
導
入

し
て
、
こ
れ
ま
で
と
違
う
も
の
を
生
ん

だ
。
革
新
と
い
っ
て
も
皆
、
伝
統
に

根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

我
々
も
、
綺
麗
な
字
を
書
き
た
い
だ
け

か
ら
、
心
が
多
様
性
を
求
め
る
、
そ
れ

ぞ
れ
個
人
の
革
新
の
時
期
に
至
っ
た
時

に
、
一
生
懸
命
そ
れ
に
取
り
組
め
ば
良

い
。
そ
う
す
る
と
自
分
の
中
に
新
し
い

こ
と
が
湧
い
て
く
る
も
の
だ
。
出
そ
う

と
思
っ
て
出
す
も
の
で
な
く
、
自
然
に

出
る
。
自
然
に
出
な
く
て
は
本
当
で
は

な
い
。
古
い
も
の
だ
け
守
り
頼
っ
て
ば

か
り
い
て
は
駄
目
で
、
真
似
る
だ
け
で

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
止
ま
る
。
個
人

の
レ
ベ
ル
は
違
う
が
、
何
か
良
い
と
思

っ
た
事
を
徹
底
的
に
や
り
通
す
と
い
う

こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
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