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更
新

の
講
義
内
容

16「
手
書
き
文
字
」
は
、
ど
う
す
れ
ば
巧
く
書
け
る
よ
う
に
な
る
の
か
？

―

そ
の
コ
ツ
と
は

―

現
代
の
私
た
ち
は
、
書
記
文
字
を
頭
に
浮
か
べ
る
と
き
、
均
整
の
取
れ
た
美
的
な
文
字
を
書
き
文
字
と
し
て
い
て
、

凡
て
が
画
一
化
さ
れ
た
文
字
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
こ
こ
で
求
め
よ
う
と
す
る
「
手
書
き
文
字
」
と
は
、

書
道
や
習
字
の
毛
筆
に
よ
る
書
き
文
字
に
依
存
し
た
世
界
と
は
異
な
る
文
字
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
、
断
っ
て
お
く
。
筆

記
具
も
毛
筆
・
硬
筆
・
万
年
筆
・
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
（
油
性
・
水
性
）
・
鉛
筆
・
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
な

ど
多
様
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
る
紙
自
体
も
当
に
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
こ
の
書
か
れ
た
文
字
を

見
た
と
き
、
ど
の
う
よ
う
に
反
応
し
て
き
た
か
を
石
川
九
楊
さ
ん
『
書
と
は
ど
う
い
う
芸
術
か
―
筆
触
の
美
学
』
〔
中

公
新
書
〕
の
な
か
で
、

１
，
文
字
の
美
的
工
夫

２
，
書
は
文
字
の
美
術

３
，
書
は
線
の
美

４
，
書
は
人
な
り

の
四
点
を
以
て
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
抜
粋
説
明
す
れ
ば
、

１
の
「
文
字
の
美
的
工
夫
」

「
ひ
と
つ
一
つ
の
字
画
を
ど
の
方
向
に
ど
れ
く
ら
い
の
力
で
引
い
て
、
ど
の
よ
う
な
大
き
さ
の
ど
の
よ
う
な
形
に
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仕
上
げ
、
字
の
並
び
、
配
列
、
配
置
の
ぐ
あ
い
を
ど
う
す
る
か
に
腐
心
し
て
い
る
実
作
者
の
制
作
体
験
を
、
実
に
う
ま

く
言
葉
に
変
え
て
い
る
」〔
６
頁
〕
と
い
う
。

２
の
「
書
は
文
字
の
美
術
」

「
書
は
造
形
芸
術
（
美
術
）
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
文
字
を
書
く
こ
と
を
場
所
と
し
て
成
立
し
た
独
特
の
芸
術

で
あ
る
」
〔
８
頁
〕
「
絵
画
や
書
を
、
創
る
側
か
ら
で
は
な
く
、
見
る
側
か
ら
一
方
的
に
解
こ
う
と
し
て
い
る
点
だ
。

芸
術
を
解
く
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
作
者
の
幻
影
と
表
現
の
問
題
を
素
通
り
し
て
、
制
作
と
創
造
の
秘
密
に

イ
メ
ー
ジ

立
ち
入
れ
な
い
で
い
る
点
だ
」
〔

頁
〕

10

３
の
「
書
は
線
の
美
」

「
明
治
四
十
五
年
に
、
書
家
・
諸
井
春
畦
が
著
し
た
『
書
法
三
角
論
』
に
「
配
線
の
美
」
「
線
の
美
」
の
よ
う
な

は
い
せ
ん

記
述
が
あ
る
」
〔

頁
〕
「
「
書
は
線
の
美
」
と
い
う
説
は
、
西
欧
の
絵
画
理
論
に
幻
惑
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
論
で

13

あ
る
。
「
字
画
」
に
対
す
る
通
俗
的
呼
称
に
す
ぎ
な
い
「
線
」
と
、
絵
画
の
描
写
上
の
「
線
」
と
を
類
似
の
も
の
―
同

じ
も
の
で
は
な
い
―
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
を
絵
画
の
よ
う
な
華
々
し
い
舞
台
に
立
た
せ
た
い
と
す
る
願
望

が
混
合
し
て
、
「
線
の
美
」
論
が
誕
生
し
た
」
〔

頁
〕

16

４
の
「
書
は
人
な
り
」
…
「
書
は
人
格
を
表
す
」
「
書
は
人
柄
を
表
す
」

「
実
作
者
に
と
っ
て
は
筆
は
体
の
一
部
、
い
わ
ば
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
実
作
者
の
心
理
か
ら
言
え
ば
、

う
ま
く
書
け
た
場
合
、
自
分
が
書
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
何
者
か
に
よ
っ
て
書
か
さ
れ
た
と
い
う
実
感
が
あ
る
」

〔
19

頁
〕
「
「
書
は
人
な
り
」
と
い
う
論
は
、
「
人
な
り
」
が
表
現
や
美
を
も
た
ら
す
源
泉
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
文
は
人
な

り
」
「
絵
画
は
人
な
り
」
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
書
に
固
有
の
美
が
成
立
す
る
構
造
や
特
性
に

つ
い
て
、
な
ん
ら
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
〔

頁
〕

22
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そ
の
他
の
書
論

○
詩
人
の
大
岡
信
「
筆
と
字
画
の
動
き
の
様
子
に
着
目
し
て
、
「
私
は
以
前
、
書
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
点
で
、
む

し
ろ
舞
踏
に
最
も
近
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
」
」
〔
『
書
の
お
ど
ろ
き
・
書
の
た
の
し

み
』
〕

○
吉
澤
義
則
「
明
治
天
皇
の
御
製
に
甜
を
さ
な
く
も
選
び
け
る
か
な
執
る
筆
の
力
は
我
に
あ
る
べ
き
も
の
を

と
あ
る
。

書
は
決
し
て
筆
端
の
藝
で
も
な
け
れ
ば
、
小
手
先
の
技
で
も
無
い
。
全
人
格
を
さ
な
が
ら
に
打
出
し
た
姿
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
己
を
深
め
な
け
れ
ば
、
書
ば
か
り
深
く
な
る
筈
は
無
い
も
の
で
あ
る
」
〔
「
書
の
友
」
昭
和

十
五
年
一
月
號
〕

石
川
九
楊
さ
ん
は
こ
の
よ
う
に
説
く

１
，
書
〔
別
名
「
墨
跡
」
〕
は
筆
跡
〔
別
名
「
肉
筆
」
〕
、
書
字
跡
で
あ
る

す
み
あ
と

「
書
と
は
、
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
言
葉
の
書
き
ぶ
り
の
跡
と
で
も
言
っ
て
お
こ
う
」

２
，
書
は
肉
筆
で
あ
る

「
肉
筆
の
「
犬
が
駆
け
て
行
く
」
が
活
字
に
転
換
さ
れ
た
と
き
に
は
、
言
葉
の
意
味
や
価
値
上
の
何
か
が
失
わ
れ

る
。
だ
か
ら
、
「
犬
が
ゆ
っ
た
り
と
駆
け
て
行
く
」
と
か
「
犬
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
駆
け
て
行
く
」
と
加
筆
し
な
け

れ
ば
、
つ
り
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
「
ゆ
っ
た
り
と
」
と
か
「
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
」
と
い
う
言
葉
に
収
斂
す
る
何

か
が
肉
筆
部
分
に
隠
れ
て
い
る
の
だ
。
む
ろ
ん
逆
に
活
字
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
筆
に
付
着
し
て
い
る
不

純
物
を
削
ぎ
落
と
す
こ
と
に
な
り
、
文
学
上
の
意
味
や
価
値
を
圧
し
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
」
〔

頁
〕

26

３
，
書
は
筆
触
の
芸
術
で
あ
る

「
肉
筆
の
書
き
ぶ
り
の
中
に
書
の
生
命
が
あ
り
、
書
の
美
の
秘
密
も
眠
っ
て
い
る
。
肉
筆
の
書
き
ぶ
り
と
は
何
か
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を
、
漫
画
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
」
〔

頁
〕
…
夏
目
房
之
介
『
手
塚
治
虫
は
ど
こ
に
い
る
』
を
引
用
す
る

30

「
筆
触
―
実
は
こ
こ
に
書
の
美
の
源
泉
が
あ
る
」
〔

頁
〕

35

巧
く
書
く
コ
ツ
と
は

「
書
体
と
文
体
に
支
え
ら
れ
て
こ
と
ば
は
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
」
と
い
う
。
そ
の
場
に
見
合
っ
た
こ
と
ば
を
腦
神

経
は
立
ち
所
に
選
択
し
、
手
指
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
表
出
さ
せ
る
。
だ
が
、
時
に
は
容
易
に
選
択
し
て
く
れ
な
い
時

も
あ
る
。
そ
の
表
出
す
る
に
要
す
る
時
間
の
懸
け
よ
う
も
人
そ
れ
ぞ
れ
千
差
万
別
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
個
性
あ

る
こ
と
ば
の
響
き
が
書
く
こ
と
で
伝
達
さ
れ
価
値
を
持
つ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

書
き
手
は
、
読
み
手
に
謙
遜
の
意
を
懐
き
、
文
章
の
最
後
に
「
乱
筆
乱
文
」
を
謝
す
る
文
句
を
添
え
た
り
す
る
。
こ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
肉
筆
が
な
せ
る
特
異
性
で
あ
り
、
ワ
ー
プ
ロ
入
力
し
た
文
章
で
は
用
い
な
い
。
む
し
ろ
、
巻
頭
部

に
「
遅
れ
て
す
み
ま
せ
ん
」
式
の
詫
び
文
言
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
巧
く
書
く
コ
ツ
と
は
」
日
頃
の
鍛
錬
が
物
を

言
う
の
で
あ
り
、
日
々
の
「
衣
食
住
」
の
生
き
方
の
な
か
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
教
戒
を
ま
と

め
て
み
た
。

○
物
を
書
く
人
は
、
日
頃
思
い
つ
い
た
語
句
を
メ
モ
書
き
し
て
留
め
て
お
く

コ
ン
パ
ク
ト
で
い
つ
で
も
書
き
や
す
い
冊
子
型
の
紙
綴
り
を
持
参
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る

メ
モ
し
た
語
句
は
、
凡
て
が
役
立
つ
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い

○
顔
を
み
が
く
よ
う
に
筆
腕
を
磨
く

顔
に
は
個
性
が
あ
る
か
ら
日
々
精
進
精
進
と
昔
は
よ
く
い
っ
た
も
の
だ
。
当
に
顔
は
時
代
と
文
化
の
産
物
で
も
あ
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る
。
昨
今
、
日
本
人
の
若
者
の
顔
が
す
っ
き
り
、
さ
っ
ぱ
り
、
あ
っ
さ
り
顔
に
成
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
日
々
の
生
活
で
の
思
考
・
嗜
好
が
均
一
化
さ
れ
て
パ
タ
ー
ン
顔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気

づ
く
で
あ
ろ
う
。
書
く
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
、
書
く
と
い
う
よ
り
入
力
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
同
じ
そ
っ
く
り
さ

ん
式
の
文
章
に
し
か
な
り
得
な
い
の
だ
。
も
っ
と
、
手
で
も
書
こ
う
！

人
に
見
せ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
筆
腕

を
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
。

○
手
な
る
も
の

「
手
は
現
在
で
あ
り
、
背
中
は
過
去
、
脚
は
未
来
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
左
右
の
手
を
ど

の
よ
う
に
使
う
か
で
人
の
真
価
問
わ
れ
て
く
る
。
日
本
人
は
、
物
を
書
く
手
指
で
食
事
の
時
に
「
箸
」
を
使
う
。

食
文
化
の
鍵
は
二
本
の
箸
に
あ
り
、
箸
づ
か
い
が
日
本
に
「
加
減
」
の
文
化
思
想
を
育
ん
で
き
た
か
ら
だ
。
あ
な

た
の
「
箸
づ
か
い
」
は
如
何
で
す
か
…
…
。

○
人
の
技
能

人
の
技
能
は
、
誕
生
し
た
と
き
か
ら
備
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。
生
涯
を
通
し
て
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
己

の
個
性
を
出
す
に
は
、
急
が
ず
、
ゆ
っ
く
り
と
、
繰
り
返
し
て
い
く
し
か
道
は
な
い
の
だ
。
こ
の
速
度
を
誤
る
と
、

「
超
○
○
」
の
「
簡
単
」
「
樂
」
で
「
便
利
」
な
も
の
だ
け
で
、
何
も
身
に
つ
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

○
競
り
合
う

ス
ポ
ー
ツ
競
技
は
、
人
が
精
神
と
肉
体
の
限
界
に
立
ち
向
か
う
こ
と
で
、
生
死
を
危
う
く
す
る
部
分
を
取
り
除
い

て
生
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
。
個
人
ス
ポ
ー
ツ
と
集
団
ス
ポ
ー
ツ
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
究
極
の
限
界
点
を
探
る

こ
と
を
惜
し
ん
で
は
い
け
な
い
。
も
の
ご
と
に
は
、
「
け
じ
め
」
が
あ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
が
在
れ
ば
終
わ
り
が

あ
る
か
ら
だ
。
マ
ラ
ソ
ン
で
言
え
ば
、
ス
タ
ー
ト
と
ゴ
ー
ル
を
見
極
め
よ
う
。
仕
合
の
流
れ
の
駆
け
引
き
を
忘
れ

て
は
成
る
ま
い
。
だ
ら
だ
ら
や
っ
て
い
て
も
、
決
し
て
身
に
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
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○
動
く
「
か
ら
く
り
人
形
」
に
な
る
な

「
健
全
な
精
神
は
、
健
全
な
肉
体
に
宿
る
」
こ
の
古
諺
を
忘
れ
す
べ
か
ら
ず
。
病
ん
だ
肉
体
、
病
ん
だ
精
神
と
ま

で
行
か
な
い
ま
で
も
、
第
三
者
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
ど
ん
な
に
で
き
ば
え
の
良
い
作
品
を
仕
上
げ
て
書
い
て

も
、
喜
び
の
感
動
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
何
事
も
苦
労
を
し
な
い
で
獲
得
は
な
い
こ
と
を
膽
に
命
じ
て
お
き
た

い
。

○
手
わ
た
す
こ
と

歴
史
や
文
化
は
、
凡
て
大
事
に
育
み
、
確
実
に
次
の
世
代
へ
と
「
引
き
継
ぎ
」
を
し
て
い
く
。
こ
の
「
渡
す
」
と

い
う
継
承
を
外
し
て
し
ま
う
と
次
に
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
回
復
す
る
に
四
半
世
紀
の
叡
智
が
必
要
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
七
つ
の
こ
と
が
ら
が
、
大
き
な
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
活
用
で
き
れ
ば
、
自
ず
と
手
で
書
く
こ
と
も
巧
く
な

り
、
人
に
共
感
を
も
た
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
と
私
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
「
幸
」
の
文
字
、
上
か
ら
見
て
も
下
か
ら
見

て
も
同
じ
文
字
の
か
た
ち
だ
が
、
こ
れ
を
手
書
き
に
す
る
と
、
縦
書
き
と
横
書
き
す
る
の
で
は
全
く
世
界
が
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
コ
ト
の
始
ま
り
で
あ
り
、
あ
な
た
の
「
幸
運
」
の
扉
に
繋
が
る
こ
と
を

祈
る
し
だ
い
で
あ
る
。

《
コ
ラ
ム
》
現
代
の
手
書
き
の
作
家
―
『
地
図
男
』

(

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
ブ
ッ
ク
ス
刊)

の
著
者

真
藤
順
丈
（1977

年

東
京
都
生
ま
れ
の

歳
）
さ
ん
は
、
第
３
回
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
賞
大
賞
受
賞
、
第

回
日
本
ホ
ラ
ー
小
説
大
賞
受
賞
『
庵

30

15

堂
三
兄
弟
の
聖
職
』
、
第
３
回
ポ
プ
ラ
社
小
説
大
賞
特
別
賞
受
賞
『
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｋ
』
と
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
手
が

け
て
い
る
。
こ
の
原
稿
が
凡
て
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
よ
る
手
書
き
の
原
稿
で
あ
る
こ
と
が
興
味
を
掻
き
立
て
る
。


