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「
実
作
に
生
か
し
た
い
書
の
名
言
」

木
村
大
澤�

理
事
長

　

一
つ
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
巧

拙
」。「
巧
」
と
は
技
巧
的
に
う
ま
い

こ
と
、「
拙
」
は
拙
い
と
い
う
こ
と

だ
が
、
こ
こ
に
は
良
さ
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
を
中
国
の
様
々
な

書
論
か
ら
眺
め
て
み
た
い
。

　

黄
庭
堅
『
山
谷
題
跋
』
に
「
凡
そ

書
は
拙
の
巧
よ
り
多
き
を
要
す
。」

と
あ
る
。
書
は
飾
ら
ず
に
書
き
、
巧

み
さ
が
前
面
に
出
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
解
釈
で
き
る
。

　

唐
代
ま
で
は
技
巧
の
巧
妙
さ
は
す

ぐ
れ
た
書
に
必
須
の
も
の
と
さ
れ
て

い
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
「
拙
」
の

価
値
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人

間
的
な
味
わ
い
の
豊
か
さ
深
さ
が
求

め
ら
れ
た
。
こ
の
思
想
の
背
景
に
は

老
子
の「
大
巧
は
拙
な
る
が
若
し（
巧

み
の
極
致
は
、
一
見
拙
く
見
え
る
も

の
で
あ
る
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

老
荘
思
想
は
中
国
の
芸
術
に
多
大
な

影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ

が
「
止
揚
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
醜
と

美
、
虚
と
実
、
拙
と
巧
、
痩
と
肥
な

ど
相
反
す
る
価
値
を
逆
転
さ
せ
、
一

本
化
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

普
遍
的
な
書
道
史
観
に
「
古
は
質

朴
に
し
て
今
は
姸
麗
」
と
い
う
の
が

あ
る
。〈
今
＝
姸
麗
＝
巧
〉
は
〈
古

＝
質
朴
＝
拙
〉
に
は
及
ば
な
い
と
理

解
さ
れ
る
。
清
の
王
澍
の
『
論
書
賸

語
』
に
は
「
巧
み
に
書
け
な
い
か
に

見
え
て
、
実
は
巧
妙
の
極
致
で
あ
る

と
い
う
レ
ベ
ル
に
達
し
て
、
は
じ
め

て
神
技
の
域
に
入
る
。
そ
の
点
が
、

魏
の
鍾
繇
が
東
晋
の
王
羲
之
に
勝
り
、

魏
晋
時
代
の
書
が
唐
宋
時
代
の
書
に

勝
る
理
由
で
あ
る
」
と
あ
る
。

　

明
の
傅
山
に
は
、「
四
寧
四
毋
」

と
い
う
名
言
が
あ
る
。「
拙
の
方
が

い
い
。
巧
に
走
る
な
。
醜
い
ほ
う
が

い
い
。
見
栄
え
の
良
さ
に
走
る
な
。

ぎ
こ
ち
な
い
ほ
う
が
い
い
。
体
裁
よ

く
さ
ら
り
と
や
る
な
。
素
直
に
自
然

の
ま
ま
に
書
く
の
が
良
い
。按
排（
計

算
）
し
て
作
る
な
。」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

清
の
姚
孟
起
『
字
学
億
参
』
に
は

「
技
術
で
拙
さ
を
表
現
す
る
く
ら
い

な
ら
、
技
を
磨
か
ず
、
生
地
の
ま
ま

の
拙
さ
を
守
る
方
が
よ
い
。」と
あ
る
。

ま
た
、「
守
拙
」、「
養
拙
」
と
い
う

語
は
、
世
渡
り
の
う
ま
い
生
き
方
を

否
定
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　

拙
の
美
の
中
で
、「
巧
拙
な
書
」

の
例
と
し
て
、
正
倉
院
の
万
葉
仮
名

文
書
、
小
坂
奇
石
の
書
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
稚
拙
な
書
」
の
例
に
は

爨
宝
子
碑
、
画
家
の
中
川
一
政
の
書

が
あ
る
。
さ
ら
に
「
古
拙
な
書
」
の

例
に
は
金
石
、
帛
書
（
絹
に
書
か

れ
た
文
字
）、
木
簡
、
摩
崖
書
（
自

然
の
岩
壁
に
文
字
を
刻
し
た
も
の
）、

副
島
蒼
海
、
今
井
凌
雪
な
ど
の
書
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
肥
痩
」。

線
が
太
っ
て
い
る
か
痩
せ
て
い
る
か

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

黄
庭
堅
は
、「
筆
画
は
太
く
て
も

細
く
て
も
、
健
全
な
線
質
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
と
し
、
明
の
項
穆
は

こ
れ
を
ふ
ま
え
、「
痩
に
は
潤
い
を
、

肥
に
は
強
い
骨
気
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

　

唐
代
ま
で
は
、「
ま
ず
気
骨
を
具

え
る
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
だ
」（
孫

過
庭
）、「
書
は
痩
硬
で
あ
る
の
を
貴

ぶ
」（
杜
甫
）
と
あ
る
よ
う
に
、
痩

に
対
す
る
信
頼
が
肥
よ
り
も
勝
り
、

肥
え
た
筆
画
は
そ
れ
自
体
好
ま
れ
な

い
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
北
宋
の
蘇
軾
は
「
痩
硬
を
偏
重
す

る
の
は
公
正
で
な
く
、
短
・
長
・
肥
・

痩
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
姿
態
で
あ

る
」
と
反
論
し
た
。
し
か
し
そ
れ
以

後
も
痩
へ
の
信
頼
は
根
強
い
も
の
が

あ
る
。

　

現
代
で
は
、
肥
え
た
の
も
痩
せ
た

の
も
よ
い
が
、
肥
え
た
書
は
骨
力
に

欠
け
や
す
く
、
痩
せ
た
書
は
骨
ば
っ

て
や
わ
ら
か
み
に
欠
け
や
す
い
の
で

注
意
し
た
い
。

　

痩
せ
た
線
の
書
の
例
に
は
中
国
で

は
呉
説
の
遊
糸
書
、
徽
宗
の
痩
金
体
、

日
本
で
は
小
島
切
な
ど
が
あ
る
。
肥

痩
共
生
の
書
に
は
張
旭
の
書
、
松
花

堂
昭
乗
な
ど
が
あ
る
。

　

三
つ
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
気

骨
」。
孫
過
庭
の
書
譜
に
「
た
と
え

多
く
の
優
れ
た
技
法
を
取
得
し
た
と

し
て
も
、
骨
気
を
そ
な
え
る
よ
う
に

心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
。

六
朝
以
来
、「
骨
」
は
芸
術
一
般
の

重
要
な
評
価
を
示
す
語
で
あ
っ
た
。

孫
過
庭
は
王
羲
之
の
骨
勢
に
王
献
之

の
媚
趣
を
加
味
し
た
書
境
を
、
理
想

と
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
書
論
か
ら
書
の
雰

囲
気
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
か
を
考

え
、
実
作
に
生
か
し
た
い
。
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