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菴
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己

肯

定

　

　

　

資

料

①

　

田

邉

古

邨

先

生

臨

　

王

羲

之

蘭

亭

序

資

料

②

　

昭

和

三

十

年

　

田

邉

古

邨

先

生

著

　

自

由

書

院

新

社

『

新

書

道

』

指

導

書

「

古

法

帖

と

臨

書

」

よ

り

　

「

臨

書

の

目

的

は

、

自

己

の

作

風

を

建

立

す

る

に

あ

る

。

従

っ

て

、

た

だ

数

多

く

法

帖

を

臨

書

す

る

の

み

で

は

、

本

当

に

自

己

の

も

の

と

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

本

書

は

下

巻

に

お

い

て

は

、

臨

書

研

究

の

第

一

段

階

と

し

て

、

楷

書

は

貫

名

菘

翁

の

「

中

庸

首

章

」

を

全

巻

掲

載

し

て

お

い

た

。

行

書

は

同

じ

く

菘

翁

の

五

柳

先

生

伝

を

同

様

の

仕

組

で

掲

げ

た

。

ま

た

細

楷

は

楊

大

瓢

の

「

千

字

文

」

を

十

分

に

と

り

、

か

な

は

伝

行

成

筆

「

関

戸

家

本

古

今

和

歌

集

」

か

ら

相

当

数

量

を

拾

っ

て

お

い

た

。

す

な

わ

ち

漢

字

の

臨

書

研

究

は

は

、

ま

ず

菘

翁

か

ら

入

門

さ

せ

よ

う

と

言

う

趣

旨

で

あ

る

。

そ

れ

は

い

か

に

漢

魏

、

六

朝

の

古

名

筆

が

立

派

で

あ

っ

て

も

、

漫

欠

落

剥

し

た

碑

の

拓

本

で

あ

っ

た

り

、

復

刻

に

復

刻

を

重

ね

た

集

帖

で

あ

っ

た

り

し

て

は

高

等

学

校

生

徒

に

理

解

さ

れ

に

く

い

し

、

指

導

者

と

し

て

も

、

そ

う

い

う

拓

本

や

集

帖

か

ら

基

本

的

な

用

筆

法

を

探

り

出

す

こ

と

は

、

困

難

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

確

か

な

こ

と

を

い

え

ば

、

教

師

が

学

び

取

っ

た

経

験

の

な

い

古

法

帖

を

生

徒

に

指

導

す

る

こ

と

は

不

可

能

に

近

い

。

古

法

帖

と

い

う

も

の

は

、

そ

の

一

つ

二

つ

を

征

服

す

る

だ

け

で

も

容

易

な

こ

と

で

は

な

い

。

そ

れ

を

二

十

も

三

十

も

臨

書

さ

せ

て

み

た

と

こ

ろ

で

、

観

賞

教

育

以

外

に

役

立

つ

も

の

で

は

あ

る

ま

い

。

菘

翁

あ

た

り

の

書

は

真

蹟

そ

の

ま

ま

の

転

写

で

、

平

安

朝

の

古

筆

と

同

様

塁

線

と

し

て

十

分
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味

わ

い

得

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

ま

た

教

師

も

研

究

し

易

い

も

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

そ

の

書

風

は

、

あ

ま

り

偏

向

の

な

い

穏

健

な

も

の

で

あ

る

。

な

お

細

楷

の

古

名

蹟

臨

書

教

材

と

し

て

掲

げ

た

楊

大

瓢

の

「

千

字

文

」

は

、

そ

の

筆

意

が

何

処

と

な

く

王

羲

之

一

派

に

通

じ

、

将

来

王

派

の

名

蹟

を

研

究

す

る

基

本

と

も

な

る

の

で

、

一

般

の

教

科

書

に

は

登

場

し

な

か

っ

た

も

の

で

は

あ

る

が

、

敢

て

こ

れ

を

取

り

上

げ

る

こ

と

に

し

た

。

大

字

で

は

菘

翁

を

習

い

細

字

で

は

楊

大

瓢

を

習

っ

て

、

そ

れ

が

い

つ

し

か

結

び

つ

き

、

関

戸

古

今

の

か

な

と

も

融

合

し

、

さ

ら

に

そ

れ

が

生

徒

各

自

の

持

味

に

よ

っ

て

い

ろ

ど

ら

れ

、

個

性

に

よ

っ

て

進

展

発

育

し

て

行

っ

た

な

ら

ば

、

そ

こ

に

様

々

な

書

風

が

生

ま

れ

る

で

あ

ろ

う

と

想

像

し

、

編

者

と

し

て

ま

こ

と

に

楽

し

い

教

育

的

情

熱

が

わ

き

起

こ

る

の

で

あ

る

。

」

資

料

③

　

『

書

の

基

本

』

田

邉

古

邨

著

資

料

④

　

田

邉

古

邨

解

義

『

書

譜

』

よ

り

　

　

　

昭

和

四

十

三

年

<

　

情

動

形

言

。

風

騒

取

會

之

意

。

陽

舒

陰

慘

。

本

乎

天

地

之

心

。

>

訓

読

「

情

働

け

ば

言

に

形

（

あ

ら

）

は

れ

、

風

騒

の

意

に

取

会

し

、

陽

に

舒

（

の

）

び

陰

に

慘

（

い

た

）

む

。

天

地

の

心

に

本

づ

く

を

知

ら

ん

や

。

」
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意

訳

「

情

が

内

に

動

い

て

そ

れ

が

言

語

に

現

れ

、

詩

と

い

ふ

藝

術

に

な

る

の

で

あ

り

、

そ

の

情

は

、

自

然

そ

の

も

の

の

心

が

動

く

の

で

あ

っ

て

、

陽

気

に

会

っ

て

舒

び

、

陰

気

に

会

っ

て

慘

（

い

た

）

む

の

が

当

然

で

あ

る

。

決

し

て

人

間

の

意

思

に

よ

っ

て

情

が

動

く

の

で

は

な

い

。

　

さ

う

い

ふ

実

情

を

知

ら

な

い

も

の

だ

か

ら

、

羲

之

の

書

に

い

ろ

い

ろ

の

変

化

の

あ

る

の

を

見

て

、

そ

の

各

の

形

式

を

固

定

的

に

捉

え

て

し

ま

ふ

。

内

部

か

ら

動

い

た

変

化

を

外

部

か

ら

型

と

し

て

観

る

の

だ

か

ら

、

実

態

を

捉

え

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る

。

そ

の

表

現

活

動

の

原

初

を

辿

っ

て

ゆ

け

ば

、

そ

れ

は

無

心

の

境

地

で

あ

り

、

無

意

識

無

自

覚

の

純

粋

経

験

の

動

き

で

あ

り

、

知

情

意

の

渾

然

た

る

姿

で

あ

り

、

し

た

が

っ

て

そ

れ

は

自

然

の

心

そ

の

ま

ゝ

で

あ

る

。

既

に

そ

れ

は

小

我

で

あ

は

な

く

て

大

我

で

あ

る

。

大

我

の

発

動

と

し

て

の

変

化

相

を

捉

え

て

、

そ

れ

を

固

定

し

た

型

だ

と

思

ふ

の

は

大

い

な

る

謬

で

あ

る

。

な

ん

で

一

定

し

た

型

な

ど

い

ふ

も

の

が

あ

ら

う

か

。

」

資

料

⑤

《

　

　

作

品

・

対

象

（

美

）

　

　

　

　

　

純

粋

経

験

（

主

客

未

分

化

）

　

　

判

断

・

認

識

（

主

客

へ

分

化

）

　

》

《

　

思

い

・

意

志

（

主

客

が

分

化

）

　

　

純

粋

表

現

（

主

客

統

一

）

　

　

　

　

　

作

品

・

対

象

（

美

）

　

　

　

》

資

料

⑥

「

魚

を

得

て

筌

（

せ

ん

）

を

忘

れ

る

」

「

漁

師

が

魚

を

捕

っ

た

後

、

そ

の

魚

を

捕

る

た

め

に

使

っ

た

罠

を

持

ち

帰

る

こ

と

を

忘

れ

て

し

ま

っ

た

。

」

資

料

⑦

　

田

邉

古

邨

著

『

書

の

基

本

』

　

用

筆

法

に

つ

い

て

「

注

意

事

項

十

條

」

第

十

条

 

す

べ

て

の

用

筆

法

は

習

得

し

た

時

を

も

っ

て

不

用

と

な

る

。

い

つ

ま

で

も

覚

え

て

い

る

と

、

そ

の

た

め

に

不

自

由

に

な

る

。

資

料

⑧

　

田

邉

古

邨

著

『

書

に

つ

い

て

』

　

「

書

作

と

心

」

「

競

書

と

か

展

覧

会

出

品

と

い

ふ

と

、

一

種

の

競

演

だ

か

ら

他

人

と

の

せ

り

あ

ひ

に

な

る

。

相

撲

や

将

棋

の

や

う

な

は

っ

き

り

し

た

相

手

は

な

い

ま

で

も

、

假

想

の

相

手

を

も

っ

て

創

作

す

る

。

ど

の

審

査

員

が

何

點

く

れ

る

だ

ら

う

か

、

特

選

に

な

る

だ

ろ

う

か

、

こ

の

作

品

を

他

人

は

ど

う

評

価

す

る

だ

ろ

う

か

、

自

分

の

拙

さ

を

隠

し

お

ほ

せ

る

だ

ら

う

か

、

こ

の

所

を

巧

い

と

思

っ

て

く

れ

る

だ

ら

う

か

、

と

い

ろ

い

ろ

苦

慮

す

る

。

そ

れ

は

書

作

に

は

絶

對

不

要

の

邪

念

だ

と

は

知

り

つ

つ

、

そ

れ

を

拂

拭

で

き

ず

、

最

も

大

事

な

感

興

を

失

っ

て

も

、

な

ほ

假

想

の

相

手

に

か

か

ず

ら

っ

て

、

あ

の

手

こ

の

手

を

考

え

る

。

・

・

（

中

略

）

・

・

書

作

で

は

、

邪

念

の

一

掃

が

で

き

る

や

う

に

な

れ

ば

五

點

の

實

力

が

十

點

に

光

る

。

邪

念

に

妨

害

さ

れ

れ

ば

十

點

の

實

力

も

五

點

に

下

が

っ

て

し

ま

ふ

。

絶

對

に

他

を

相

手

と

し

て

は

い

け

な

い

。

筆

を

執

る

時

に

は

先

づ

心

の

中

か

ら

他

人

を

閉

め

出

し

、

書

そ

の

も

の

に

な

り

切

っ

て

、

運

筆

の

感

興

に

陶

醉

す

る

よ

う

に

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

書

は

技

術

以

上

に

心

術

に

お

い

て

悟

入

す

る

と

こ

ろ

が
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な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

心

の

操

縦

を

あ

や

ま

る

と

、

一

切

の

技

術

が

無

駄

に

な

る

。

」

資

料

⑨

　

宮

本

武

蔵

著

『

五

輪

書

』

「

千

日

の

稽

古

を

鍛

と

し

、

万

日

を

錬

と

す

。

」

資

料

⑩

　

島

木

赤

彦

著

『

歌

道

小

見

』

「

古

歌

集

と

自

己

の

個

性

」

よ

り

「

私

が

万

葉

集

及

び

そ

の

系

統

を

引

い

て

い

る

諸

歌

集

に

親

し

む

こ

と

が

大

切

で

あ

る

と

言

う

の

に

対

し

て

、

世

間

往

々

反

対

の

説

を

な

す

も

の

が

あ

り

ま

す

。

歌

は

素

（

も

）

と

作

者

自

身

の

感

情

を

三

十

一

音

の

韻

律

と

し

て

現

す

べ

き

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

あ

る

の

に

、

千

年

以

上

も

昔

の

歌

集

を

読

ん

で

歌

の

道

を

修

め

よ

と

い

う

の

は

、

生

き

生

き

し

た

現

代

人

の

心

を

殺

し

て

、

千

年

前

の

人

心

に

屈

服

せ

し

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

っ

て

少

く

も

現

代

人

の

個

性

は

現

れ

る

は

ず

が

な

い

と

い

う

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

説

一

通

り

御

尤

も

で

あ

り

ま

す

が

、

人

間

の

根

本

所

に

徹

し

て

考

え

た

詞

で

あ

り

ま

せ

ん

。

歌

に

は

歌

の

大

道

が

あ

る

。

そ

の

大

道

の

由

っ

て

来

る

所

に

拝

礼

す

る

の

は

、

自

分

の

今

踏

ま

ん

と

す

る

大

道

を

拝

礼

す

る

こ

と

で

あ

り

、

自

分

の

踏

ま

ん

と

す

る

大

道

を

拝

礼

す

る

こ

と

は

、

自

分

の

個

性

を

尊

重

す

る

所

以

に

な

る

の

で

あ

り

ま

す

。

仏

教

の

真

の

行

者

は

皆

、

己

れ

を

空

し

く

し

て

釈

尊

の

前

に

礼

拝

し

ま

す

。

己

れ

を

空

し

く

し

、

い

よ

い

よ

空

し

く

し

て

、

一

向

専

念

仏

に

仕

え

る

行

者

に

し

て

、

初

め

て

、

真

の

個

性

を

発

現

さ

せ

る

こ

と

が

出

来

ま

す

。

法

然

、

親

鸞

、

道

元

、

日

蓮

の

徒

皆

こ

の

類

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

こ

の

消

息

に

徹

せ

ず

し

て

、

今

人

説

く

所

の

個

性

は

、

多

く

目

前

の

小

我

で

あ

り

ま

し

て

、

有

る

も

無

き

も

よ

く

、

無

け

れ

ば

な

お

よ

い

ほ

ど

の

個

性

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

を

歌

の

上

で

言

え

ば

、

正

岡

子

規

で

あ

り

ま

す

。

子

規

は

、

歌

の

上

で

絶

対

に

万

葉

集

を

尊

信

し

ま

し

た

。

万

葉

集

を

尊

信

し

た

子

規

の

歌

が

、

古

人

に

屈

服

し

て

個

性

を

滅

却

し

て

お

わ

っ

て

い

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

は

、

子

規

の

歌

を

見

て

分

か

り

ま

し

ょ

う

。

・

・

・

（

中

略

）

・

・

・

私

が

万

葉

尊

信

を

言

う

を

見

て

、

個

性

滅

却

の

言

と

な

す

も

の

も

往

々

あ

る

よ

う

で

あ

り

ま

す

故

、

一

言

の

弁

解

を

し

て

置

く

の

で

あ

り

ま

す

。

」
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資

料

⑪

　

田

邉

古

邨

書

　

　

昭

和

十

六

年

　

夕

波

の

音

に

ま

ぎ

れ

ざ

る

沖

つ

風

　

聞

き

つ

つ

あ

れ

ば

と

よ

も

し

来

る

　

赤

彦

歌

　

古

邨

遺

作

集

よ

り

資

料

⑫

　

山

口

古

堂

書

　

　

昭

和

二

十

二

年

　

大

方

の

秋

く

る

か

ら

に

我

か

み

こ

そ

　

か

な

し

き

も

の

と

思

ひ

し

り

ぬ

れ

　

古

堂

遺

作

集

よ

り

資

料

⑬

　

高

塚

竹

堂

書

　

　

『

美

し

い

か

な

』

野

ば

ら

社

よ

り


