
における東北の書道現状
太平洋側 500kmに及ぶ地域が破壊された東日本
特に東北地方の被害は甚大である
その被災した東北地方の書道事情を取材した

～書体を巡って～
街を歩けば、至るところに漢字がある
その街の中で気付かない場所にある漢字から、目に
しているがちょっと変わった書体まで探し歩く

の再考
書聖として、今も尚語り継がれている王羲之
その王羲之本人については、様々な視点から考察されている
その考察の紹介と、著者が考える王羲之について語る

～横浜＆町田 編～
全国で経営されている書道用具店
年々、書道用具店が減っている今日、その中でも筆者がお世
話になっている店舗を紹介

～書道を知りたい人に勧める本～
一般書籍と異なり、書道の本質を語る本はあまり多くはない
そこで、書道の歴史や書道を独自の考えから本質を突いた本
を紹介

～古典漢字に 20年を費やした西洋人～

2011 年の孟春、突如として現れる西洋男性が作成した漢字
サイト
作成されたサイトとその作成者の背景を追う

08 2011弐巻

うぶん chu! ホームページ
ubunchu.garyoutensei.com



爪
痕
と
苦
悩

　

今
年
の
九
月
に
は
震
災
よ
り

半
年
が
経
つ
。

　

筆
者
が
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
中
に
被
災
地
を
訪
れ
た
。
福

島
県
新
地
町
の
釣
師
浜
に
住
む

七
〇
代
の
女
性
は
、
か
つ
て
自

分
が
住
ん
で
い
た
家
の
土
台
を

見
な
が
ら
震
災
当
時
を
こ
の
よ

う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

「
地
震
が
起
き
た
直
後
、
瓦

が
落
ち
て
、壁
が
接
が
れ
た
。

だ
か
ら
、
慌
て
て
机
の
下
に

避
難
し
た
の
よ
。

揺
れ
が
収
ま
っ
て
、
外
を
み

た
ら
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け

瓦
が
落
ち
て
る
。
何
事
か
と

近
所
を
見
て
回
っ
て
た
ら
、

い
つ
も
声
を
交
わ
さ
な
い
は

ず
の
ご
近
所
さ
ん
に
『
津

波
が
く
る
！
早
く
逃
げ
る

べ
！
』
と
い
わ
れ
て
、
慌
て

て
車
で
一
緒
に
逃
げ
た
。
津

波
が
き
て
か
ら
、
役
場
の

一
階
ま
で
海
水
が
き
た
け
ど

も
、
二
階
に
逃
げ
て
、
自
分

に
お
け
る

（取材日：2011/5/2 ～ 5/4）

仙台駅前 Loft にて撮影



書
体
探
し

　

漢
字
と
い
え
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の

各
国
に
必
ず
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
で
は
、
西
洋

で
も
先
進
国
で
あ
れ
ば
み
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　

日
本
は
古
く
か
ら
文
化
と
し
て
漢

字
を
取
り
入
れ
、
こ
れ
を
利
用
し
て

き
た
。
今
で
は
言
葉
を
扱
う
に
は
無

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
漢
字
の
歴
史
は
甲
骨
文
字

か
ら
始
ま
り
、
今
も
っ
と
も
使
わ
れ

て
い
る
書
体
、
楷
書
に
至
る
ま
で
、

と
て
つ
も
な
く
長
い
歴
史
が
あ
る
の

だ
。
し
か
し
、
漢
字
の
起
源
が
い
つ

な
の
か
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い

と
い
う
。
古
い
も
の
で
篆
書
の
歴
史

が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
篆
書
の
ル
ー

ツ
は
中
国
・
秦
代
（
前
二
二
一
〜
前

二
〇
九
）
の
始
皇
帝
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

己
の
人
生
だ
け
で
は
到
底
足
り
な

い
く
ら
い
の
年
月
を
か
け
、
今
も
尚

増
え
続
け
、
消
え
て
い
く
漢
字
で
あ

る
が
、
そ
ん
な
漢
字
も
街
を
ぶ
ら
り

と
歩
け
ば
、
興
味
を
惹
か
れ
る
漢
字

に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
街
に
潜
む
様
々
な

漢
字
を
探
っ
て
み
よ
う
。

根
津
神
社
散
策

　

東
京
都
文
京
区
東
部
の
地
区
に
あ

る
根
津
神
社
。
こ
の
神
社
は
鳥
居
が

何
重
に
も
渡
っ
て
、
ト
ン
ネ
ル
を
作

る
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

有
名
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
根
津
神
社
で
左
の
よ
う
な

書
体
を
見
つ
け
た
。
四
文
字
で
記
述

さ
れ
て
い
る
こ
の
石
版
は
パ
ッ
と
見

た
だ
け
で
は
た
だ
の
ミ
ミ
ズ
が
這
っ

た
よ
う
な
文
字
に
し
か
見

え
な
い
。
し
か
し
、
右
斜

め
下
の
画
数
が
少
な
い
文

字
を
参
考
に
、
筆
者
が
愛

用
し
て
い
る『
新
書
源（
二

玄
社
）』
を
捲
っ
て
調
べ

て
み
た
。

　

こ
の
書
体
は
、『
説
文

篆
文
』
の
書
体
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
楷
書
で

示
す
な
ら
『
衣
』
と
い
う

文
字
で
あ
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
筆
者
の

能
力
不
足
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
他

の
文
字
が
ど
の
よ
う
な
文
字
な
の
か

を
辞
典
か
ら
調
べ
上
げ
る

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
右
の
写
真
を
見

て
戴
こ
う
。
こ
の
写
真
は

根
津
神
社
の
狛
犬
が
立
っ

て
い
る
像
の
土
台
に
掘
ら

れ
た
書
体
で
あ
る
。
何
と

も
、
派
手
や
か
な
書
体
だ

ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
こ
の

書
体
も
『
説
文
篆
文
』
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
も

し
違
う
と
し
た
ら
『
六
書
通
』
の
書

体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
全
力
で
辞
典
で
探
し
て
み

た
も
の
の
、
結
局
こ
の
書
体
は
な
ん

で
あ
る
の
か
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ

っ
た
。
左
の
文
字
の
部
首
外
の
文
字

は
『
尤
』
の
形
を
為
し
て
お
り
、『
尨
』

の
『
説
文
篆
文
』
に
近
い
形
を
し
て

い
る
所
ま
で
は
突
き
と
め
た
。後
は
、

辞
典
を
じ
っ
く
り
と
一
ペ
ー
ジ
ず
つ

捲
っ
て
調
べ
れ
ば
、
恐
ら
く
ど
の
よ

う
な
文
字
な
の
か
判
別
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

根津神社におかれた石版
一文字だけ判別し、説文篆文であることが分った

根津神社の狛犬の像の土台に刻まれた文字
筆者の力では判別が不可能であった



　

二
〇
一
一
年
三
月
七
日
か
ら
筆
書
は

中
華
民
国
（
以
降
、台
湾
）
を
訪
れ
た
。

台
湾
は
中
華
圏
で
あ
り
、
街
全
体
が
当

然
の
如
く
漢
字
で
溢
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、
筆
者
が
台
湾
の
街
（
台

北
お
よ
び
仇
分
）
を
ぶ
ら
り
と
散
歩
し

た
際
に
見
つ
け
た
書
体
を
紹
介
し
て
い

こ
う
。

台
北
の
散
策

　

台
湾
台
北
市
は
台
湾
の
首
都
で
あ

る
。
こ
の
地
は
学
生
の
方
々
が
非
常
に

多
く
、
若
者
の
街
と
い
う
印
象
を
受
け

た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
若
者
街
も
各
所

に
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
多
数
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
風
景
は
東
京
と
同
じ
で
あ
ろ

う
。

　

さ
て
、
左
の
写
真
は
台
北
市
内
に
あ

る
景
福
宮
と
い
う
お
寺
の
一
室
に
展
示

さ
れ
て
い
た
も
の
だ
。『
功
弘
大
道
』

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
れ
は
、『
壮
麗

功
労
な
道
徳
』
と
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う

か
。

　

つ
ま
り
、
人
生
の

糧
と
な
る
非
常
に
有

り
難
い
道
徳
を
述
べ

た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
上
の
写
真
は
全
体

の
写
真
の
一
番
右
の
書
を
撮
影
し
た
も

の
だ
。
こ
の
書
は
一
見
し
て
み
る
と
行

書
に
見
え
る
が
、
草
書
も
混
ぜ
た
、
行

草
書
で
あ
る
。
筆
遣
い
は
筆
全
体
を
上

手
く
用
い
て
、
軽
や
か
に
筆
を
運
ば
せ

て
い
る
印
象
が
強
い
。
書
譜
に
似
た
そ

の
筆
遣
い
は
筆
者
は
好
き
で
あ
る
。
さ

て
、
書
体
で
あ
る
が
、
こ
の
書
は
上
手

い
具
合
に
王
羲
之
、
孫
過
庭
の
書
法
を

織
り
交
ぜ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

文
の
意
味
が
分
ら
な
く
て
も
、
何
と
な

く
悟
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
感
覚
に

な
っ
て
し
ま
う
の
は
筆
者
だ
け
だ
ろ
う

か
。

　

次
に
、
左
の
銅
像
の
写
真
を
見
て
戴

こ
う
。
こ
の
写
真
は
中ち

ゅ
う
せ
い
き
ね
ん
ど
う

正
紀
念
堂
と
い

う
中
華
民
国
台
北
市
中
正
区
に
位
置
す

る
総
統
蔣
介
石
の
顕
彰
施
設
で
あ
る
。

蒋
介
石
の
銅
像
は
顔
を
大
陸
に
向
け
て

建
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
銅
像
の
上

に
『
民
主
』
と
い
う
文
字
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
蒋
介
石
の
政
治
思
想

で
あ
る
『
倫
理
』『
民
主
』『
科
学
』
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
文
字
は
直
接
掘
ら

れ
た
も
の
だ
。
こ
の
書
体
を
考
察
す

る
に
欧
陽
詢
に
一
番
近
い
と
思
わ
れ
る

が
、
残
念
な
が
ら
古
典

の
書
法
に
当
て
は
め
る

こ
と
が
難
し
い
書
体
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

文
字
以
前
に
文
章
は
、

昔
か
ら
引
き
継
が
れ
て

き
た
台
湾
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
放
ち
続
け
る
力

を
持
っ
て
い
る
も
の
と

考
え
る
。

景福宮の一室に展示されている功弘大道
景福宮の建立は 1875 年と歴史ある寺

功弘大道の一部
軽やかな筆遣い

中正紀念堂　蒋介石の上部に政治理念
台座には遺言が刻まれている



書
道
の
最
高
峰

　

書
道
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
何
を
学
ぶ

べ
き
な
の
と
問
え
ば
、
書
道
を
学
ん
で
い
る
も

の
は
十
中
八
九
が
『
王お

う
ぎ
し

羲
之
』
を
学
べ
と
い
う

だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
は
、
確
か
に
間
違
っ
て
お

ら
ず
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
書
道
史
を
み
れ

ば
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
王
羲
之
を
学
ぶ
こ
と
が
書
道
を

学
ぶ
こ
と
と
な
る
の
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
一
言
で
言
え
ば
、

『
王
羲
之
は
書
聖
で
あ
り
、欧
陽
詢
、虞
世
南
、

褚
遂
良
も
こ
れ
ら
を
臨
書
し
て
い
た
。即
ち
、

書
は
王
羲
之
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
る
』

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
一
言
は
私
的
な
言
葉
で
あ
る
が
、
他
の

論
文
な
ど
を
拝
読
し
て
も
、
最
終
的
に
大
半
の

論
文
は
そ
こ
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
考
え
は
書
道
界
に
お
い
て
、
あ

る
種
の
宗
教
的
な
思
想
と
似
て
お
り
、
信
奉
さ

れ
て
し
ま
っ
て
る
。

本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
王
羲
之
本
人
の
書
論

を
直
接
臨
書
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
現
存

し
て
い
る
王
羲
之
の
書
論
等
は
す
べ
て
臨
模
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
臨
模
さ
れ
た
王
羲
之
の
書
論
、
例
え

ば
、
蘭
亭
序
で
い
う
と
、
欧
陽
詢
や
褚
遂
良
の

揮
亳
に
よ
る
蘭
亭
序
に
王
羲
之
の
残
映
を
求
め

て
、
修
練
を
重
ね
る
。
つ
ま
り
は
、
王
羲
之
か

ら
直
接
で
は
な
く
、
そ
の
書
を
学
ん
だ
者
か
ら

我
々
は
王
羲
之
を
学
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
判
然
と
し
な
い
王
羲
之
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
得
な
い
。

　

し
か
し
、
書
人
と
し
て
書
聖
の
規
範
と
し
て

の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
王
羲
之
の
文
字
の

規
矩
及
び
書
法
を
相
伝
す
る
と
い
う
書
人
の
法

範
を
負
い
、
王
羲
之
の
意
志
を
継
ぐ
も
の
と
し

て
役
目
を
果
た
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
考
え

も
決
し
て
お
か
し
い
も
の
で
は
な
い
。
伝
承
と

は
事
実
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

王
羲
之
の
意
志
そ
の
も
の
を
完
璧
に
引
継
ぎ
、

王
羲
之
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
も
、
ま

た
不
可
能
で
あ
る
。

　

現
代
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
そ
ん
な
王
羲
之
の

不
思
議
に
迫
っ
て
み
る
。


