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一　

志　
　
　
　

〈
要
旨
〉
孔
彪
碑
は
漢
碑
の
中
で
は
あ
ま
り
名
前
が
知
ら
れ
て
い
な
い
石
碑
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
文
字
の
磨
滅
が
激
し
く
不
鮮
明
で

あ
る
事
と
、
文
字
の
完
成
度
が
同
時
代
の
隷
書
碑
と
比
較
し
て
未
熟
で
あ
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
未
完
成
な
字
形
の
中
に
漢
碑
の
最
高

傑
作
で
あ
る
曹
全
碑
と
類
似
し
て
い
る
部
分
を
多
数
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
碑
の
類
似
点
を
抽
出
し
他
の
隷
書
碑
と
も
比
較
検
証
を
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
類
似
点
は
同
時
代
を
代
表
す
る
禮
器
碑
や
乙
瑛
碑
と
は
異
な
る
独
自
の
結
構
法
を
有
し
て
お
り
、
孔
彪
碑
が
曹
全
碑
よ

り
十
四
年
早
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
る
で
孔
彪
碑
の
文
字
が
曹
全
碑
作
者
の
未
完
成
期
の
文
字
で
あ
る
か
の
ご
と
く
感
じ
ら
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
用
筆
法
を
比
較
し
て
も
両
碑
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
同
時
代
の
石
碑
と
は
明
ら
か
に
別
の

書
風
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
類
似
点
か
ら
安
易
に
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
が
同
一
作
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
同
一
書
風
を
学
ん
だ
者
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
。
漢
代
の
隷
書
碑
の
中
で
美
し
さ
に
異
彩
を
放
つ
曹
全
碑
が
ど
の

よ
う
な
過
程
を
経
て
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
孔
彪
碑
は
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
・
字
形
の
類
似
点
・
用
筆
法
の
類
似
点
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は
じ
め
に

　

孔
彪
碑
は
建
寧
四
年
（
一
七
一
）
年
に
刻
さ
れ
た
後
漢
の
隷
書
碑
で
あ
る
。
孔
彪
と
は
孔
子
の
子
孫
で
あ
り
、
孔
宙
碑
で
知
ら
れ
る
孔
宙
と

は
兄
弟
で
あ
る
。
孔
彪
碑
が
刻
さ
れ
る
七
年
前
、
延
憙
七
年
（
一
六
四
）
年
に
刻
さ
れ
た
孔
宙
碑
は
漢
碑
の
代
表
作
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
隷

書
の
結
構
法
・
用
筆
法
か
ら
見
て
も
か
な
り
完
成
度
の
高
い
石
碑
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
較
し
た
場
合
、
孔
彪
碑
は
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
お
ら
ず

後
漢
の
隷
書
碑
の
中
で
は
か
な
り
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で
あ
る
。
曲
阜
孔
子
廟
の
碑
林
に
現
存
し
て
い
る
が
、
磨
滅
が
激
し
く
文
字
を
確
認
で
き

る
部
分
が
少
な
い
事
と
、
他
の
後
漢
隷
書
碑
に
比
べ
文
字
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
る
。
今
回
、
こ
の
孔
彪
碑
に
着
目

し
た
の
は
漢
代
隷
書
碑
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
曹
全
碑
と
の
結
構
法
・
用
筆
法
に
お
け
る
類
似
点
に
あ
る
。
曹
全
碑
は
中
平
二
年
（
一
八
五
）

年
に
刻
さ
れ
て
お
り
、
孔
彪
碑
よ
り
十
四
年
後
の
建
立
で
あ
る
。
隷
書
の
字
形
と
し
て
こ
れ
以
上
な
い
美
し
さ
を
呈
し
て
い
る
曹
全
碑
の
結
構

法
に
対
し
て
、
孔
彪
碑
の
字
形
は
全
く
未
熟
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
未
熟
な
字
形
の
中
に
曹
全
碑
の
結
構
法
に
つ
な
が
る
字
形
の
要

素
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
用
筆
法
に
関
し
て
も
、
曹
全
碑
の
筆
法
と
同
様
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
本
研
究
で
は
、
孔
彪

碑
と
曹
全
碑
の
字
形
を
比
較
し
類
似
点
を
さ
ぐ
る
と
と
も
に
、
他
の
漢
碑
に
は
無
い
用
筆
法
に
見
ら
れ
る
共
通
点
を
分
析
し
、
両
碑
の
関
連
性

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

一
　
同
一
文
字
に
お
け
る
字
形
の
類
似

　

孔
彪
碑
と
曹
全
碑
の
字
形
に
お
け
る
類
似
を
検
証
す
る
た
め
、
同
じ
文
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
八
十
二
文
字
に
関
し
て
比
較
し
た
結
果
、
明
ら

か
に
字
形
の
共
通
性
を
確
認
で
き
た
の
は
次
の
三
十
文
字
で
あ
る
。
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完
成
度
の
高
い
曹
全
碑
に
比
べ
孔
彪
碑
の
結
構
法
に
は
未
熟
な
部
分

が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
点
画
の
比
率
・
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
れ
ら
三

十
文
字
に
は
類
似
性
が
み
ら
れ
る
。
同
時
代
の
代
表
的
八
分
隷
で
あ
る

乙
瑛
碑
（
一
五
三
）・
禮
器
碑
（
一
五
六
）・
史
晨
碑
（
一
六
九
）
と
比

較
し
て
も
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
他
碑
と
の
特
徴
の

違
い
が
あ
る
。

　
「
君
」
字
横
画
に
見
ら
れ
る
波
勢
は
乙
瑛
碑
な
ど
に
は
見
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
波
勢
の

有
無
に
関
し
て
は
「
事
」
字
の
場
合
も
乙
瑛
碑
・
禮
器
碑
・
史
晨
碑
の

横
画
に
は
確
認
で
き
る
が
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

漢
碑
に
お
い
て
「
君
」
字
は
多
く
の
場
合
正
方
形
に
近
い
字
形
で
あ

る
が
、
曹
全
碑
は
左
へ
伸
び
る
点
画
が
極
端
に
長
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て

扁
平
な
字
形
と
な
っ
て
い
る
。
孔
彪
碑
に
も
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
、

横
画
に
波
勢
が
無
く
左
へ
伸
び
る
点
画
で
扁
平
に
見
せ
る
字
形
は
両
碑

に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

左
へ
伸
び
る
点
画
を
極
端
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
扁
平
な
字
形

を
表
現
し
て
い
る
文
字
と
し
て
「
乃
」
字
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

文
字
中
央
の
空
間
を
狭
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
左
へ
伸
び
る
点
画
を

孔彪碑 乙瑛碑

曹全碑 禮器碑

史晨碑

孔彪碑 乙瑛碑

曹全碑 禮器碑

史晨碑
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よ
り
強
調
し
扁
平
さ
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
空
間
の
取
り
方
は
文

字
の
重
心
を
大
き
く
右
へ
移
動
す
る
こ
と
と
な
り
、
禮
器
碑
と
比
較
し

て
も
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
民
」
字
の
右
下
へ
の
波
磔
は
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
と
も
に
極
端
に
伸

び
て
い
る
。
史
晨
碑
に
見
ら
れ
る
波
磔
で
も
漢
碑
と
し
て
は
伸
び
や
か

な
字
形
で
あ
り
、
他
に
こ
れ
ほ
ど
伸
び
や
か
な
字
形
を
見
る
こ
と
は
出

来
な
い
。

　

波
磔
を
長
く
見
せ
る
表
現
は
他
の
文
字
に
も
見
ら
れ
る
。「
無
」
字

の
波
磔
を
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
の
よ
う
に
長
く
表
現
し
て
い
る
漢
碑
は
他

に
見
当
た
ら
な
い
。「
而
」
字
も
文
字
全
体
に
お
け
る
波
磔
の
割
合
が

他
の
漢
碑
と
比
較
し
て
も
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
波
磔
以
外

の
部
分
の
字
形
も
異
な
っ
て
お
り
、「
而
」
字
に
関
し
て
も
孔
彪
碑
と

曹
全
碑
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
「
前
」
字
に
も

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

孔彪碑

曹全碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑
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見
る
こ
と
が
出
来
る
。
波
磔
に
対
す
る
文
字
下
部
の
割
合
が
小
さ
く
、

よ
っ
て
波
磔
を
よ
り
強
調
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
字
の
扁
平
さ
を
強
く

表
現
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
乙
瑛
碑
・
禮
器
碑
と
比
較
し
て
も
こ

の
バ
ラ
ン
ス
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
張
」
字
弓
部
の
字
形
に
関
し
て
も
最
終
画
を
左
に
大
き
く
張
り
出

す
部
分
は
、
乙
瑛
碑
に
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
特
徴
で
あ
り
、
孔
彪
碑

と
曹
全
碑
に
共
通
す
る
大
き
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

　

孔
彪
碑
と
曹
全
碑
が
他
の
代
表
的
漢
碑
と
字
形
を
別
に
し
て
い
る
文

字
に
「
其
」
字
が
あ
る
。
他
の
漢
碑
が
金
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
古

典
的
な
字
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
は
楷
書
の
字
形

と
同
様
の
近
代
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
、
拓
本
の
磨
滅
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
字
形
の
類
似
し
て

い
る
文
字
と
し
て
取
り
上
げ
な
っ
か
た
中
に
「
出
」
字
が
あ
る
。
漢
碑

に
お
け
る
「
出
」
字
は
古
隷
的
字
形
の
も
の
が
多
い
。
乙
瑛
碑
・
礼
器

碑
・
史
晨
碑
を
見
て
も
字
形
が
前
漢
の
石
門
頌
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
曹
全
碑
の
「
出
」
字
は
古
隷
的
字
形
に
対
し
て
近
代
的
と

で
も
表
現
す
べ
き
字
形
を
し
て
い
る
。
楷
書
的
で
も
あ
り
、
行
書
的
な

動
き
す
ら
感
じ
る
こ
と
が
出
来
そ
う
な
字
形
を
し
て
い
る
。
孔
彪
碑
の

孔彪碑

曹全碑

乙瑛碑

孔彪碑 乙瑛碑

曹全碑 禮器碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

孔宙碑
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「
出
」
字
が
こ
の
曹
全
碑
と
同
じ
独
自
の
字
形
を
し
て
い
る
か
は
、
厳
密
に
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
横
画
や

左
右
の
縦
画
の
方
向
を
想
像
す
る
と
、
か
な
り
近
い
要
素
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
漢
碑
の
典
型
的
な
字
形
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
磨
滅
が
激
し
く
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
非
常
に
残
念
な
文
字
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
外
の
文
字
に
関
し
て
も
点
画
の
配
置
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
の
間
に
は
同
様
の
作
り
方
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
全
く
別
の
石
碑
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
類
似
す
る
文
字
を
確
認
で
き
る
こ
と
は
他
に
は
類
の
な
い
事
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　

二
　
部
首
・
点
画
に
お
け
る
部
分
的
字
形
の
類
似

　

孔
彪
碑
と
曹
全
碑
に
は
同
一
文
字
の
類
似
以
外
に
も
部
首
や
点
画
の
一
部
分
に
も
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
的
類
似

も
両
碑
の
共
通
性
を
比
較
す
る
上
で
は
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
阜
部
「
こ
ざ
と
」・
邑
部
「
お
お
ざ
と
」
の
字
形
・
筆
法
に

関
し
て
比
較
し
た
い
。
禮
器
碑
・
乙
瑛
碑
の
「
こ
ざ
と
」
は
一
画
目
が

長
く
右
方
向
へ
伸
び
、
左
方
向
へ
の
深
い
く
い
込
み
の
途
中
か
ら
二
画

目
が
、
明
ら
か
に
別
の
点
画
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

孔
彪
碑
・
曹
全
碑
の
「
こ
ざ
と
」
は
一
画
目
の
左
方
向
へ
の
く
い
込
み

が
浅
く
、
二
画
目
へ
も
そ
の
ま
ま
点
画
が
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
こ
れ
は
「
お
お
ざ
と
」
の
場
合
も
同
様
で
、
禮
器
碑
・
乙
瑛
碑

の
点
画
が
し
っ
か
り
と
し
た
形
で
引
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孔
彪

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑
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碑
・
曹
全
碑
は
連
続
す
る
点
画
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
に
「
者
」「
考
」「
孝
」
字
な
ど
の
三
画
目
横
画
と
四
画
目
斜
画
と

の
関
係
を
み
る
。
禮
器
碑
・
乙
瑛
碑
は
と
も
に
横
画
と
斜
画
が
た
す
き

掛
け
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
漢
碑
は
多
い

が
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
は
水
平
な
横
画
に
対
し
て
斜
画
が
交
差
し
て
い

る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
中
」
字
三
画
目
横
画
部
分
が
一
直
線
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
も
孔

彪
碑
・
曹
全
碑
に
は
共
通
し
て
お
り
、
禮
器
碑
・
史
晨
碑
が
左
右
に
分

離
し
て
い
る
事
と
は
別
様
式
の
字
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
食
」
字
一
画
目
の
終
筆
部
分
の
結
構
法
・
用
筆
法
に
関
し
て
も
孔

彪
碑
・
曹
全
碑
は
他
の
漢
碑
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
禮
器

碑
・
史
晨
碑
は
終
筆
部
分
を
強
く
左
へ
押
し
当
て
る
よ
う
に
止
め
て
い

る
の
に
対
し
て
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
は
終
筆
部
分
を
非
常
に
穏
や
か
な

筆
法
で
抜
い
て
い
る
。
漢
碑
に
お
い
て
は
禮
器
碑
・
史
晨
碑
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
一
画
目
終
筆
部
を
強
く
止
め
る
筆
法
の
場
合
が
多
く
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
の
よ
う
に
引
き
抜
く
終
筆
の
も
の
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が

出
来
な
い
。

　

こ
れ
ら
部
首
や
点
画
の
一
部
分
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
の
共
通
点
は
、
同
時
期
の
漢
碑
の
特
徴
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
り

両
碑
の
関
係
を
探
る
上
で
の
重
要
な
類
似
点
と
言
え
る
。

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

史晨碑

孔彪碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑
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三
　
用
筆
法
に
お
け
る
共
通
点

　

漢
碑
の
中
で
最
も
美
し
い
字
形
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
曹
全
碑
は
、
そ
の
用
筆
法
に
お
い
て
も

独
特
の
穏
や
か
さ
や
優
し
さ
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
作
者
は
女
性
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
て

い
る
の
も
、
こ
の
用
筆
法
か
ら
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

曹
全
碑
の
横
画
は
起
筆
に
お
い
て
は
忠
実
な
逆
入
か
ら
の
蔵
鋒
を
守
っ
て
お
り
、
均
一
の
太

さ
で
引
か
れ
た
横
画
は
終
筆
に
至
る
ま
で
確
実
な
中
鋒
の
線
質
を
保
っ
て
い
る
。
孔
彪
碑
も
字

形
的
に
は
曹
全
碑
に
比
べ
全
く
未
熟
で
は
あ
る
が
、
起
筆
に
お
け
る
蔵

鋒
、
あ
る
い
は
終
筆
に
至
る
ま
で
の
中
鋒
の
線
質
に
お
い
て
は
曹
全
碑
同

様
の
忠
実
な
筆
法
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
禮
器
碑
は
起
筆
は
同
様
の

蔵
鋒
で
は
あ
る
が
、
横
画
に
は
随
所
で
抑
揚
の
あ
る
線
質
と
な
っ
て
お

り
、
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
の
横
画
の
線
質
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
乙
瑛
碑
を
見
た
場
合
、
そ
の
横
画
起
筆
に
は
筆
を
打
ち
込
む
と

き
の
力
強
さ
が
あ
り
、
曹
全
碑
の
よ
う
な
忠
実
で
丁
寧
な
逆
入
か
ら
の
蔵

鋒
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
横
画
の
用
筆
法
も
起
筆
か
ら
終
筆
ま
で

完
全
な
中
鋒
を
保
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
側
筆
的
な
運
筆
を
感
じ
さ

せ
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
横
画
の
用
筆
法
を
見
た
場
合
、
孔
彪
碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑

曹全碑

禮器碑

乙瑛碑

孔彪碑



─ 70 ─

孔
彪
碑
と
曹
全
碑
の
類
似
点
に
関
す
る
考
察
（
上
小
倉
）

は
曹
全
碑
に
最
も
近
い
筆
法
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

波
磔
に
お
い
て
も
孔
彪
碑
は
曹
全
碑
的
な
筆
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
二
碑
の
波
磔
は
起
筆
か
ら
中
鋒
を
守
り
つ
つ
運
筆
し
、
波
磔
終
筆
部

分
に
お
い
て
も
中
鋒
を
保
ち
な
が
ら
筆
を
払
う
形
の
波
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
禮
器
碑
・
乙
瑛
碑
の
波
磔
終
筆
部
分
で
は
中
鋒
で
は
な
く

側
筆
的
筆
法
を
用
い
て
波
磔
の
強
さ
・
鋭
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
史
晨
碑
の
場
合
も
禮
器
碑
・
乙
瑛
碑
ほ
ど
で
は
な
い
が
波
磔
終
筆
部
分
を
強

調
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
か
、
や
や
側
筆
的
筆
法
と
な
っ
て
お
り
素
直
に
中
鋒
の
ま
ま
引
き
抜
い
て
い
る
孔
彪
碑
・
曹
全
碑
の
筆
法
と
は
異

な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
孔
彪
碑
が
刻
さ
れ
る
七
年
前
（
一
六
四
）
に
建
立
さ
れ
て
い
る
孔
宙
碑
は
横
画
の
筆
法
な
ど
は
、
孔
彪
碑
や
曹
全

碑
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
波
磔
終
筆
部
分
に
は
重
さ
が
あ
り
曹
全
碑
の
よ
う
な
素
直
な
用
筆
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ら
用
筆
法
に
お
い
て
も
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
に
は
類
似
点
が
見
ら
れ
、
全
く
別
の
石
碑
で
あ
り
な
が
ら
用
筆
法
が
こ
れ
ほ
ど
共
通
し
て
い

る
も
の
も
他
の
漢
碑
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

四
　
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
の
関
連
性

　

こ
の
よ
う
に
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
を
比
較
し
た
場
合
、
字
形
に
お
い
て
は
三
十
文
字
の
類
似
す
る
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
類

似
点
を
同
時
代
の
代
表
的
な
隷
書
碑
と
比
較
し
た
場
合
に
全
く
異
な
る
特
徴
も
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
用
筆
法
を
比
較
し
た
場
合
も
横
画
の
運

筆
、
波
磔
の
運
筆
な
ど
に
お
い
て
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
に
は
共
通
す
る
部
分
が
見
ら
れ
、
両
碑
が
用
筆
法
の
根
幹
に
お
い
て
非
常
に
近
い
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
文
字
の
完
成
度
は
曹
全
碑
が
格
段
に
高
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
孔
彪
碑
を
書
し
た
人
物
が

曹
全
碑
を
書
し
た
人
物
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
孔
彪
碑
が
曹
全
碑
よ
り
十
四
年
前
の
建
立
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ

の
字
形
の
未
熟
さ
は
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
範
囲
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
両
碑
の
建
立
さ
れ
た
地
域
を
見
る
と
、
孔
彪
碑
は
曲
阜
に
建
立
さ
れ
、
曹
全
碑
は
陝
西
省
郃
陽
県
東
部
で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
地
域
で
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
地
域
は
同
じ
場
所
と
は
言
え
な
い
が
、
隣
接
す
る
地
域
で
も
あ
り
曲
阜
か
ら
見

た
場
合
、
曹
全
碑
が
出
土
し
た
地
域
は
当
時
の
都
の
あ
る
方
角
で
全
く
か
け
離
れ
た
位
置
関
係
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
地
域
的
に
見
た
場
合
も

両
碑
が
同
一
の
人
物
の
手
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
字
形
の
類
似
、
用
筆
法
の
類
似
、
地
域
的
隣
接
、
揮
毫
時
期
の
違
い
に
よ
る
字
形
の
差
な
ど
か
ら
、
孔
彪
碑
と
曹
全
碑
が
同
一
人

物
に
よ
っ
て
手
が
け
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
確
定
す
る
ほ
ど
の
条
件
を
現
状
で
は
満
た
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
た
と
え
同
一
人
物
の
手
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
共
通
点
が
あ
る
事
か
ら
こ
の
二
碑
は
同
時
代
に
同
じ
書
風
を
学
ん
だ
人
物
の

手
に
よ
る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
漢
代
で
最
も
美
し
く
完
成
度
の
高
い
隷
書
碑
と
さ
れ
て
い
る
曹
全
碑
が
、
ど

の
よ
う
な
変
化
を
経
て
あ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
か
、
そ
の
書
風
が
完
成
し
て
行
く
過
程
及
び
作
者
を
知
る
上
で
、
孔
彪
碑
は
非
常
に
重
要
な

資
料
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
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An Examination of Similarities between the Kōhyōhi Stele and Sōzenpi Stele

Hitoshi  KAMIKOKURA

Abstract

　  The Kōhyōhi stele is not an especially well known one from the Chinese 

Han Dynasty. This is because the characters engraved on its surface are 

unclear due to abrasion and because they are not as refined as ones seen on 

other contemporary “scribe style” (reisho) steles. However, these unrefined 

characters have many similarities with those on the Sōzenpi stele, which is a 

masterwork among ones from the period. This paper examines their 

similarities and compares them with scribe-style characters on other stele. It 

demonstrates that the characters on them differ from representative ones 

from the same period such as those found on the Raikihi and Itsueihi steles, 

and the characters on the Kōhyōhi stele appear to be less refined versions of 

the ones the calligrapher wrote on the Sōzenpi stele, because the Kōhyōhi 

stele was engraved 14 years earlier than the Sōzenpi stele. In addition, these 

two steles have similarities in their brush techniques, which means that they 

had styles different from other contemporary ones.

   Although these similarities do not lead directly to the conclusion that the 

Kōhyōhi and the Sōzenpi steles were created by the same calligrapher, it is 

possible that they were created by the calligraphers who at least learned the 

same writing style. In that sense, the Kōhyōhi stele is significant for 

understanding the perfection of the Sōzenpi stele, which shows distinctive 

beauty among scribe-style steles in the Han Dynasty.

Keywords : Kōhyōhi; Sōzenpi; similarities of character shapes; similarities of 

brush techniques




