
歐
陽
詢

『九
成
宮
醴
泉
銘
』

の
書
法

吉

沢

義

和

は
じ
め
に

歐
陽
詢

『九
成
宮
醴
泉
銘
』
(以
下
、
『九
成
宮
』
と
略
記
す

る
。
)
は
、
「楷
書
の
極
則
」
と

い
わ
れ
る
だ
け
に
多
く
の
論
述

が
あ
る
。
近

い
と
こ
ろ
で
は
、
本
学
林
信
次
郎
教
授
が
本
紀
要

7

(
一
九
九
三
年
)
で
そ
の
書
法

の
特
徴
を
用
筆
法
と
結
構
法

の
上
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も

『九
成
宮
』
を
臨
書
研

究
し
て
き
た
中
で
、
用
筆
法
を
結
構
法
と
の
関
連

の
上
か
ら
捉

え

て
き
た
。
そ
こ
で
、
用
筆
法
の
中
で
も
特
に
点
画
の
構
成
に

お
け
る
転
折
で
の
用
筆
法
を
結
構
法
と

の
関
連
に
お
い
て
解
明

し
、
論
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
論
中
の
図
版
は
、
(株
)
清
雅
堂
発
行

『九
成
宮

醴
泉
銘
最
舊
拓
本
』
に
よ
る
。
ま
た
、
図
版
左
下
例
え
ば
%
と

あ

る
の
は
、
そ
の
図
版
が
前
述
法
帖

の
第
五
頁
第

二
行
の
中
に

位
置
す
る
こ
と
を
示
す
。

転
折
の
定
義

『書
写

・
書
道
用
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば

転
折

画
が
直
角
ま
た
は
直
角
に
近

い
状
態
に
折
れ
曲
が
る

型
を

い
う
。
↓
折
れ

(林
信
次
郎

)

折
れ

"口
、
日
、
力
、
区
、
直
、
母
、
女
"
の
各
漢
字

の

"コ
、
コ
、
刀
、
L
、
女
"
の
部

分
の
よ
う
に
、
直

線
的
に
方
向
を
転
ず
る
画
の
部
分
を
「折
れ
」と
い
う
。
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"折
れ
"
は
、
方
向

の
違
う
二
つ
の
線

(字
画
)
を

一
筆
で
書
く
の
で
あ

っ
て
、
横
画
や
縦
画
の
よ
う
な

単

一
な
方
向

の
画
の
終
筆
が
、
次
の
画
の
始
筆
と
な

っ

て
連
続
し
て
書
き
進
め
る
用
筆
法
の
修
練
を
必
要
と

す
る
。
こ
の
場
合
、
折
れ
た
あ
と
で
書
く
点
画
の
方

向
に
よ

っ
て
、
そ
の
方
向
に
対
し
て
、
45
度
に
筆
を

入
れ
て
確
実
に
押
さ
え
て
か
ら
送
筆
に
移
る
こ
と
が

基
本
と
な
る
。
(星
野
正
男
)

右

の
二
説
を
も
と
に
あ
ら
た
め
て
定
義
づ
け
れ
ば
、
「
転
折

と
は
、
横
画
と
縦
画

(ま
た
は
そ
の
方
向
)
ま
た
は
縦
画

(
ま

た
は
そ
の
方
向
)
と
横
画

(ま
た
は
そ
の
方
向

)
と
が
組
み
合

わ
さ

っ
た
形
で
あ
る
。」
と
な
る
。

そ
こ
で
、
横
画
か
ら
縦
画

へ
の
構
成
に
み
る
転
折
部
の
用
筆

に
つ
い
て
解
明
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
横
画

の
収
筆
・で
は

縦
画

の
起
筆
の
準
備
態
勢
に
入
る
た
め
に
、
ま
ず
右
上
が
り
に

運
筆
し
て
き
た
筆

の
動
き
を
完
全

に
停
止
さ
せ
る
。
次
に
横
画

の
収
筆

の
構
え
を
保

っ
た
ま
ま
、
こ
れ
か
ら
送
筆
に
入
る
縦
画

の
方
向
に
応
じ
て
、
そ
の
起
筆
に
入
る
た
め
に
鋒
を
軽
く
右
に

引
き
下
ろ
す
。
そ
の
直
後
に
鋒
先
の
方
向

に
鋒
を
突
き
込
む
よ

う
に
し
て
縦
画

の
起
筆
に
必
要
な
だ
け
鋒
を
開
き
、
起
筆
の
鋒

の
状
態
が
整

っ
た
と
こ
ろ
で
送
筆
に
入
る
の
で
あ
る
。

『九
成
宮
』

の
用
筆
法

右
に
述
べ
た
用
筆
法
は
穏
や
か
な
結
構

に
つ
な
が
る
も

の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が

『九
成
宮
』
の
結
構
を
見
る
と
左
図
の
よ
う

に
も
う

一
つ
の
用
筆
法
に
な
る
結
構
が
目

に
止
ま
る
。
む
し
ろ

こ
ち
ら

の
ほ
う
が
主
流
を
な
す
よ
う
に
も
と
れ
る
。

④

の
転
折
で
の
用
筆
は
収
筆

の
筆
圧
を

生
か
し
て
そ

の
ま
ま
鋒
を
突
き
込
ん
で
、

縦
画

の
起
筆
に
必
要
な
鋒
の
開
き
を
も

っ

て
送
筆
に
入
る
と

い
う
方
法
で
あ
る
。
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瓢爨
灘
糠

の
突
き
込
み
を
更
に
強
め
た
も

の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

観
察

の
結
果
、
両
者

(百
、
泉
)
の
用
筆
法
に
共
通
す
る
と

こ
ろ
は
、
横
画
の
運
筆

の
呼
吸
と
関
係
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら

れ

る
。
即
ち
、
横
画
の
収
筆
に
進
む
に
つ
れ
て
筆
圧
が
強
ま
る

と

こ
の
用
筆
が
容
易
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る

が

、
横
画
が
縦
画
よ
り
短
い
と
お
の
ず
と
横
画
の
運
筆

の
呼
吸

は
短
く
な
り
、
同
時
に
運
筆
の
速
度
が
加
わ
り
収
筆
で
の
筆
圧

が
高
ま
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
論
題
に

つ
い
て
具
体
的
に
字
例
を

掲
げ
て
詳
述
し
て
み
た
い
。

あ
し

へ
ん

星

の

「
口
」

の
転
折⑧

の

「
口
」
の
転
折

は
、
『九
成
宮
』

醐鑾
灘
鵜
撫
繰

を
突
き
起
こ
す
よ
う
に
し
て
縦
画
の
起
筆
を
確
認
し
て
か
ら
送

筆
に
入

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
筆
を
あ
ら
た
め
て
か

ら
縦
画
に
入

っ
た
か

の
よ
う
に
み
え
る
が
、
横
画

の
収
筆
の
筆

圧
に
変
化
が
み
ら
れ
な

い
こ
と
、
折
れ
て
か
ら
縦
画
に
入
る
起

筆
に
筆
を
あ
ら
た
め
た
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
鋒
先

の
鋭
さ
が

う
か
が
え
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
転
折
と
し

て

一
画
で
運
筆
し

て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

⑨

の

「ロ
」
は
、
横

画
の
起
筆
が
⑧
よ

辮
鰹
難
峨蕪
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⑩
の

「
口
」
は
、
⑧
、
⑨

の
そ
れ
ら
と

は
異
な
る
。
横
に
広
く
構
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
横
画
を
や
や
向
勢
ぎ
み
に

運
筆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
横
画
の
運
筆
の
呼
吸
が
や
や
穏
や
か
と
な
り
、
従

っ
て
、

転
折
で
鋒
先
を
強
く
突
き
起

こ
す
こ
と
が
消
え
る
の
で
あ
る
。

右
三
様
に
お
け
る
結
構
法
上
の
共
通
点
は
、
第
三
画
の
横
画

の
起
筆
が
第

一
画
の
縦
画
の
収
筆

の
下
に
あ
り
、
且

つ
、
左
に

出

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
構
は
他

の
字

に
も
み

ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
下
部
と

の
調
和
を
考
え
た
上
で
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

二

口
の
転
折

ω
左
に
位
置
す
る
場
合⑪

の

「
口
」
の
第

二
画
の
横
画
は
、
右

轍
驟
鶴
蠣
轤

圧
を
利
し
て
転
折
で
は
強
く
突
き
下
ろ
し

て
い
る
。
小
さ
く
構

え
な
が
ら
も
筆
力
の
強
さ
で
補

っ
て
い
る
。
ま
た
、
高

い
と
こ

つ
く
り

う
に
位
置
す
る
の
は
旁
と

の
調
和
を
保

つ
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

⇔
右
に
位
置
す
る
場
合

く
ち

へ
ん

⑫
は
口
が
右
に
位
置
す
る
代
表
的
な
文

議
驩
嬬
灘

え
約
九
度
と

い
う
緩
や
か
な
調
子
で
運
筆
し
て
い
る
。
結
構
法

上
、

一
字
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
「禾
」

の
第

二
画
に
応
え
た

も

の
で
あ
ろ
う
。
転
折
で
は
横
画
を
素
直

に
受
け
て
向
勢
に
構

え

て
い
る
の
で
あ
る
。
『九
成
宮
』
の
中
で

は
た

い

へ
ん
穏

や

か
な

あ
る
。

同
じ

「
和
」
で
も
対
象
的
な
の
が
⑬
で

嚇鵜
鰍
辮
螺
嬬

⇔
下
に
位
置
す
る
場
合
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⑭
の

「
口
」
は
穏
や
か
な
転
折
で
あ
る
。

第
二
画

の
横
画
は
向
勢
ぎ
み
に
構
え

て
い

る
の
で
あ
る
。
故
に
、
転
折
に
無
理
が
な

く
運
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑮
の

「
口
」

の
第
二
画

の
起
筆
は
45
度

を
保
ち
、
転
折
は
力
強
く

『九
成
宮
』
ら

し
い
用
筆
で
あ
る
。

⑯

の

「
口
」
は
結
構

の
上
か
ら
は
異
例

辮
矯
緇
麟
爨

に
結
ぶ
こ
と
が
結
構
法
か
ら
最
良

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

解
釈
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
項
に
お
い
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
縦
画

の
収
筆
・を
強

く
絞
る
こ
と
な
く
重
々
し
く
運
筆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一

字
を
支
え
る
位
置
に
あ
る
こ
と
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
も

の
と
考

え

ら
れ
る
。

四
中
に
位
置
す
る
場
合

⑰
、
⑱
、
⑲

の

「
口
」

の
転
折
は
重
み
は
あ
る
が
強
く
は
な

い
。
そ
れ
を
受
け
て
縦
画
の
収
筆
で
は
鋒
先
を
絞
り
込
ん
で
軽

み
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国

習
凹

の
場
合

⑳
は
三

つ
の
口
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
べ

嚇簾
瀰鴫識
礁
藻

左
下
は

「軽
」
で
あ
り
、
右
下
は

「重
」
な

の
で
あ
る
。

結
構
を
み
る
と
、
上
の

「
口
」
に
は
特

に
変
化
は
な
い
。
左

下
に
移
る
と
そ
の
第

一
画
で
息
の
長

い
縦
画

で
変
化
を
み
せ
て

い
る
。
非
凡
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
下
で
は
左
下
を
受
け
て
第

一
画
を
左
よ
り
も
立
ち
上
げ

て
お
さ
え
を
き
か
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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働灘
樹鰍鑾
濃
娩

度
と
い
う
具
合

い
に
こ
れ
ら
の
傾
き
が
2

の
凾
数
に
よ

っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
の
計
測
に
多
少

の
誤
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
点
画
の
構
成

上
の
要
点
は
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
と

で
も
言
わ
ん
ば
か
り
で

あ
る
。
歐
陽
詢

の
感
覚
の
鋭
さ
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

で
あ
る
。

因
他
の
画
が
交
じ
わ
る
場
合

く
ち
へ
ん

⑫
は
口
と
し
て
は
数
少
な

い
字
例
で
あ

齢
謙
編
糶
醜

で
第
二
画
を
起
こ
し
、
や
や
背
勢
に
運
筆
し
た
横
画
は
収
筆

に

向
か
う
に
従

っ
て
筆
圧
を
加
え
、
そ
の
筆
圧
を
生
か
し
て
力
強

く
折
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力
強

い
転
折
は
最
終
画

の
重

厚
な
右
は
ら

い
を
引
き
出
し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

ご
ん

べ
ん

三

言
の

「
口
」

の
転
折⑳

の

「
口
」
は
第

三
画
の
横
画
を
や
や

灘
竪
額
緞繋

筆

で
は
鋒
先
を
立
て
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑳

の

「
口
」
は
第

二
画

の
横
画
を
向
勢

辮
響
飜

鑾
衢

な

い
の
で
あ
る
。

結
構
の
上
か
ら
両
者
に
共
通
す
る
と
こ

ろ
は
、
第

一
画
の
縦

画
を
背
勢
に
そ
し
て
長
め
に
構
…え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
か

い

四

高

の

「
口
」
の
転
折
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篆
書
、
隷
書
で
は

「高
」

の
よ
う

に

禦
糀霧
継

鱸

高
の

「
口
」
に
は
二
様
あ
り
、
⑳
の
よ
う

纛
繕懸
欝
糧

一
字
全
体
に
み
ら
れ
る
姿
で
あ
る
。
即
ち
、
⑳
は
背
勢

の
構
え

が
強
く
う
か
が
わ
れ
、
二
六
は
向
勢
ぎ
み
で
暖
か
み
が
あ
り
、
円

味

の
あ
る
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

向
勢
に
構
え
て
い
る

「
口
」

⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑳

の

「
口
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
字

の

中
の

一
部
分
で
横
に
広
く
構
え
て
い
る

「
口
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
が
向
勢
に
構
え
て

い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
た
が

っ
て
転
折
で
は
横
画
を
受
け
た
あ
と
軽
く
肩
を
落

と
す
よ
う
に
し
て
鋒
先
を
突

い
て
か
ら
送
筆

に
入

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

六

「口
」
が
横
に
二
つ
並
ぶ
場
合

の
転
折

⑳
、
⑫
、
⑬

の

「
ロ
」
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
左
は
背
勢
に
、

右
は
穏
や
か
に
用
筆
す
る
傾
向
が
強

い
よ
う

で
あ
る
。
左
は
や
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や
小
さ
め
に
縦
に
長
く
構
え
、
右
は
左
よ
り
も
や
や
大
き
め
に

横
に
広
く
構
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
横
画
の
短

い
左

の

「
口
」

の
転
折
は
鋒
を
強
く
突

い
て
折
り
、
横
画
を
長
め
に
運
筆
す
る

右

の

「
口
」
の
転
折
は
穏
や
か
に
運
筆
・し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
用
筆
か
ら
く
る
構
成
は
極
則
の

一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

七

「
口
」
が
横
に
三

つ
並
ぶ
場
合

の
転
折

字
例
と
し
て
は

「靈
」

一
字
で
あ
る
の

講
購
幾
鬻

撕

察
し
て
み
る
と
、
前
項
の
二
つ
並
ぶ
場
合
と
同
じ
よ
う
な
傾
向

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
左
か
ら
少
し
ず

つ
横
に
広
く

構
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
用
筆
は
右

へ
進

む
に
つ
れ
て
穏
や
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

八

「臨
」

の

「口
」
の
転
折

『九
成
宮
』

の
中

に
二
例
あ
る
だ
け
で

贈
辮
簍
囃
罎

「
口
」
は
穏
や
か
な
表
現
の
う
ち
に
大
き
く
構
え

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
た
の
二
つ
の

「
ロ
」

の
転
折
は
強
め
で
あ
る
。
そ

し
て
、
左
は
小
さ
く
縦
に
長
く
、
右
は
中
ぐ
ら
い
で
ほ
ぼ
正
方

形
の
中
に
納
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

九

「
口
」
が
縦
に
二
つ
並
ぶ
場
合

の
転
折

こ
の
字
例
と
し
て
は

「宮
」

と

「營
」
(
二
字
)
が
あ
る
。

(七
字

)
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「宮
」

の

「
口
」
の
転
折
に
は
二
様
あ

雑
継
鵬
鞴
爨

う
か
ん
む
り

宀
の
第
三
画
の
そ
り
上
が

っ
た
強
さ
と
も
共
鳴
し
て
い
る
よ
う

う
か
ん
む
り

で
あ
る
。
そ
こ
で
⑰
を
み
る
と
、
宀
の
第
三
画

の
横
画
は
や
や

向

勢
に
運
筆
し
、
そ
れ
を
受
け
た

「は
ね
」
は
内
に
抱
え
込
む

よ
う

に
静
か
に
は
ね

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
呼
吸
が
下
の

「
口
」
に
も

つ
な
が
り
転
折
で
は
穏
や
か
に
な

っ
て
い
る
の
で

あ

る
。

次
に
、
結
構
法
か
ら

「
口
」
の
構
成
を

み
る
。
図
版
が
鮮
明
で
あ
る
六
字
の

「宮
」

に
つ
い
て
二
つ
の

「
口
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の

第
三
画
の
位
置
、、つ
け
を
考
察
す
る
と
、
六

字
と
も
上
の

「
口
」
は
約
10
度

の
右
上
が

り
、
下
が
約
5
度
の
右
上
が
り
で
あ

っ
た
。

即
ち
、
下
の
傾
き
は
上
の
傾
き
の
%
の
角
度
で
納
ま

っ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
「營
」
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
と
、

同
じ
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た

「品
」
字
に

つ
い
て
の
位
置
関
係
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
、
「
口
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た

が
、
結
構
法
か
ら

み
る
と
、
殆
ん
ど
の

「
口
」
に
お

い
て
第

二
画
の
起
筆
が
第

一

画

の
縦
画
か
ら
離
れ
て
い
る
か
、
付

い
て
い
た
と
し
て
も
軽
く

触
れ
て
い
る
程
度

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
完
全
に
縦
画
の

中
か
ら
出

て
い
る
字
例
は
少
な

い
の
で
あ
る
。

※

「
口
」
が
ふ
さ
が

っ
て
い
る
字
例

「
口
」
を
書
く
場
合
に
は
第
二
画

の
起
筆
を
第

一
画
の
縦
画

か
ら
離
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
明

る
さ
と
品
位
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
小
学
校

の
書
写

に

お
い
て
は
注
意
を
要
す
る
。
)

一130一

(9)



歐陽詢「九成宮醴泉銘」の書法

ひ

へ
ん

十

「日
」
の
転
折

ひ
「
日
」
に
つ
い
て
は
四

つ
の
字
例
が
あ

鸛
驪
爨
綴

と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
転
折
で
は
向
勢
ぎ
み
に
運
筆
し
て

き
た
横
画
の
収
筆

で
鋒

の
形
を
そ

の
ま
ま
に
し
た
状
態
で
や
や

肩
を
右
下
に
引
き
落
と
す
よ
う
に
し
て
か
ら
鋒
を
突
き
戻
す
よ

う
に
し
て
鋒
を
開
き
、
起
筆

の
態
勢
を
整
え
て
か
ら
縦
画
の
送

筆

に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
筆
法
は

「転
折
の
定
義
」
で
述

べ
た
内
容
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

結
構
法
か
ら
み
る
と
、
「
口
」
と
は
違

い
第

一
画

の
縦
画

の

起
筆
の
部
分
と
第
二
画
の
横
画

の
起
筆
と
が
完
全
に
付

い
て
い

る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
二
画

の
横
画

の
起
筆
が
第

一
画
の

縦
画
の
中
に
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

ひ
へ
ん

※

「
日
」
の
字
例

⑭

、
⑮

、
⑯

の

い
ず

れ

に
お

い
て

も

「
日

」

の
第

一
画

と

第

二
画

は
付

い

て

い
る

。

そ

し

て

、
転

折

は

穏

や

か

で
あ

る

。

こ

の
こ

と

は

、
⑰

、
⑱

、
⑲

、
⑩

、

⑪

、
⑫

、
⑬

に

も

み

ら

く
に
が
ま
え

も
ん
が
ま
え

れ
る
よ
う
に

「月
、
目
、
見
、
貝
、
同
、
口

、

門
の
右
側
」

な
ど
の
構
成
に
も

い
え
る
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。
考
察
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
横
に
広
く
構
…え
る
場
合
に
は
第

一
画
と
第
二
画
を

離
す
構
成
が
多
く
、
縦
に
長
く
構
え
る
場
合
に
は
付
け
て
い
る

構
成
が
多

い
よ
う

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
同
じ
縦
に
長
く
構
え
る
場

合
で
も
、
⑭
、
⑮

の

「月
、
目
」
な
ど

の

よ
う
に
そ
の
上
に
他
の
画
が
か
か
わ

っ
て

く
る
と
、
運
筆

の
呼
吸
、
余
白
美

の
上
か

ら
、
第
二
画
の
横
画
の
起
筆
を
縦
画
の
中

鉱
帥
ダ
瑙
蘿

蟻
し
て構
.

例
外
と
し
て
、
⑯
は
日
に
属
す
る
文
字

響

鬻
鬘

箔
十

一

「月
」

の
構
成
を
と
る
場
合
の
転
折

柵簸

る
鋒

の
突
き
込
み
は
強
く
な
る
の
で
あ
る
。
結
構
法
の
上
か
ら

も
背
勢
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

一
字

の

一

輔賜纛

∵

柔
ら
か
く
、
向
勢
ぎ
み
に
構
え
る
場
合
が
多

い
。

十
二

「日
」
の
転
折

⑪
は

「日
」
と
同
様

に
向
勢
ぎ
み
に
構

鑑
驫
緬
繊羈



歐陽詢「九成宮醴泉銘」の書法

か
に
運
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
を
結
構
法
か
ら
み
る
と
、
第
二
画

の
横
画
を
第

一
画
の
縦
画
か
ら
は

っ
き
り

と
離
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る

「
ひ
ら
び
」へ

ひ

ひ
ら
ひ

で
横

に
広
く
構
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
と
日

を
は

っ
き
り
区
別
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
結
構
法
が
発
展
す
る
と
⑬
、
⑭
、
⑮
、
⑯

の
よ
う
に
横

に
広
く
構
え
る
場
合
の
縦
横

の
構
成
に
お
い
て
は
同
様

の
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

つ
ま
り
、
横
画
の
起
筆
を
縦
画
か
ら
離
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
転
折
は
日
と
は
異
な
り
、
力
強

い
用
筆
で

あ
る
。

一
字
の
中
で
の
核
を
な
す
部
分
に
位
置
す
る
こ
と
に
よ

る
も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

た

へ
ん

十
三

「
田
」

の
転
折

⑰
は
向
勢
ぎ
み
に
運
筆
し
た
横
画
を
受

蘭鞍
讐

縫
譌

ら

れ

る

。

第

二
画
の
起
筆
は

、
第

一
画
の
縦
画
の

収
筆
を
受
け
て
行
書

的
な
筆
意
で
点
画
を

連
続
さ
せ
る
よ
う
に
運
筆
し
て
い
る
よ
う

に
み
ら
れ
る
。
鋒
先

が
下
か
ら
入
る
の
で

横
画
は
向
勢
ぎ
み
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

の
呼
吸
を
受
け
る
転
折
は
必
然
的
に
横
画

の
収
筆
で
右
肩
を
軽
く
引
き
落
と
す
よ
う
な
用
筆

に
な
ら
ざ
る

を
え
な

い
。
し
た
が

っ
て

a
部
お
よ
び
b
部
が
円
味
を
帯
び
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て

一
字
全
体
が
穏
や
か
な
構

成
に
な
る
の
で
あ
る
。
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の

で
あ

る

。

⑲

の
横
画

の
起
筆
は
軽
く
、
送
筆
の
部

分
は
直
線
的
で
あ
る
が
、
僅
か
な
が
ら
背

勢
に
運
筆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
転
折

で
は
鋒
先
を
動
か
さ
な
い
よ
う
に
し
て
筆

管
を
右
下
に
傾
け
て
か
ら
突
き
起
こ
し
て

縦
画
の
送
筆
に
入

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
⑱
よ
り
も
や
や
強

い
転
折
と

な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑳
の

a
部
は

直
線
的
と
な
り
、
b
部
は
角
張

っ
て
く
る

⑪
の
横
画
の
起
筆
は
⑲
と
同
じ
よ
う
に

軽
く
入

っ
て
い
る
が
、
送
筆
の
部
分
は
や

や
向
勢
ぎ
み
に
運
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
転
折
の
用
筆
は
⑱
)と
同
じ
要

領

で
あ
る
。
し
か
し
、
転
折
か
ら
縦
画
に

入
る
と
⑱
と
は
異
な
り
、
内
側
に
抱
え
込

む
よ
う
に
運
筆
し
て
い
る
た
め
に
、
や
や

向
勢
と
な
り
、
収
筆
に
進
む
に
つ
れ
て
鋒

を
絞
り
な
が
ら
立
ち
上
げ
る
よ
う
に
し
て

収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑬
は

『九
成
宮
』
の
典
型
的
な
用
筆
法

に
よ
る
結
構

で
あ
る
。

「
田
」

の
第

二
画

の
起
筆
は
第

一
画
の
中

に
置
き
、
起
筆

の

筆
圧
を
変
え
ず
に
収
筆
ま
で
運
筆
し
て
い

る
。
収
筆

で
は
そ
の
ま
ま
鋒
を
押
し
上
げ

る
よ
う
に
し
て
突
き
込

み
縦
画
の
起
筆
の

態
勢
を
整
え
て
い
る
。
送
筆
に
入
る
と
内

側
に
向
か

っ
て
直
線
的

に
押
し
下
げ
る
よ

う
に
運
筆
し
、
収
筆
に
進
む
に
つ
れ
て
鋒

を
絞
り
立
ち
上
げ
て
納

め
て
い
る
の
で
あ

る
。

十
四

鉤
法
に
つ
な
が
る
場
合

の
転
折
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O
口
日
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字

の
主
要
な
点
画
で
あ
る
の

で
強

い
転
折
と
な

っ
て
い
る
。
横
画

の
収
筆
で
紙
面
か
ら
鋒
を

離
し
て
あ
ら
た
め
て
転
折
に
入
る
よ
う
な
用
筆
も
み
ら
れ
る
。

「南
」
「力
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

十
四

へ
つ撒

法
に
つ
な
が
る
場
合
の
転
折

轣
難
繍

を
立
て
る
よ
う
に
し

て
折
り
返
す
方
法
で

織
獣
稽
饗
蒹

中
の

一
部
分
と
な
る
場
合
は
穏
や
か
な
転
折
と
な
る
の
で
あ
る
。

十
五

こ

もつ鉤
法
に
つ
な
が
る
場
合
の
転
折

翫轢
繖

が
如
く
に
運
筆
し
、
.転
折
は
あ
ら
た
め
て
筆
を
入
れ
て
い
る
よ

う
な
用
筆
で
あ
る
。
完
全
に
紙
面
か
ら
離

し
て
し
ま
う

の
で
は

な
く
、
横
画

の
収
筆
が
紙
面
か
ら
ま
さ
に
離
れ
ん
と
す
る
時
に
、
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鋒
先
を
紙
面
か
ら
離
さ
ず
引
き
上
げ
な
が
ら
鋒
先
を
突
き
込
ん

で
起
筆
を
整
え
て
か
ら
鉤
法
に
入
り
、
「
っ
」

を

一
筆

で
表
現

し

て
い
る
の
で
あ
る
。

お

つ
に
ょ
う

き
が
ま
え

十

六

「
乙
」

「气
」

の
転
折

字
例
は
少
な
い
が
、

織
爨

を
あ
ら
た
め
る
よ
う
で
あ
る
が
、
前
項
と

同
じ
要
領
と
解
釈
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。

結
び

『九
成
宮
』
は
背
勢

の
書
を
代
表
す
る
古
典
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
て
い
る
。
特
に
高
等
学
校
の
書
道
の
教
科
書

で
は
向
勢

の

書
が

『孔
子
廟
堂
碑
』
に
代
表
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『九
成
宮
』

は
背
勢
の
書
と
し
て
臨
書

・
鑑
賞
学
習
の
教
材
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
傾
向
が
強

い
。

こ
の
た
び
、
あ
ら
た
め
て

『九
成
宮
』
の
用
筆
法
と
結
構
法

に
つ
い
て
、
特
に
転
折
部
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
み
た
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
の
深
奥
さ
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

↑

5ー

た
。
筆
者
の
過
去
の
臨
書
研
究
を
振
り
変

る
と

『孔
子
廟
堂

O
q

碑
』
が
長
い
。
表
面
的
な
こ
と
だ
け
を
追
求

し
て
い
た
き
ら
い

が
あ
る
。

し
か
し
、
今
こ
こ
に

『九
成
宮
』
を
見
直
し
て
み
る
と
、
背

勢
と
向
勢
を
う
ま
く
使

い
わ
け
た
用
筆
法
を
も

っ
て
の
結
構
、

大
胆
な
な
か
に
も
繊
細
な
神
経
を
も

っ
て
の
表
現
は
稀
有
で
あ

る
。
勿
論
、
『孔
子
廟
堂
碑
』
に
も
そ
れ
な
り
の
良
さ
は
あ
る
。

残
念
な
こ
と
は

『孔
子
廟
堂
碑
』
は
翻
刻
本

(陜
西
本
、
城
西

本
)
か
ら
の
補
足
が
多

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
歩
進
め
て

学
習
す
る
に
は
欠
字
の
少
な
い

『九
成
宮
』

の
ほ
う
が
上
で
あ



る
よ
う
に
感
じ
た
。
『楷
書
の
極
則
』
な
る
所
以
で
あ
る
。

『九
成
宮
』
を
背
勢
の
書

の

一
言
で
片
付
け
て
は
な
ら
な

い

と

い
う
こ
と
を
視
覚
の
上
か
ら
だ
け
で
は
な
く
実
験
的
な
作
業

の
上
か
ら
も
認
識
し
た
。
今
後
も
更
に

『九
成
宮
』
の

「楷
書

の
極
則
」
た
る
所
以
を
究
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た

い
。

歐陽詢「九成宮醴泉銘」の書法

〈
参
考
文
献
〉

12345

廣
瀬
保
雄

「九
成
宮
醴
泉
銘
」

一
九
九
〇
年
、
清
雅
堂

伏
見
冲
敬

「書
道
字
典
」

一
九
七
七
年
、
角
川
書
店

藤
原
宏

他

「書
写

・
書
道
用
語
辞
典
」

一
九
七
八
年
、

第

一
法
規

余
雪
曼

「書
道
技
法
講
座
〈
楷
書
〉
九
成
宮
醴
泉
銘
」

一
九
九
二
年
、
二
玄
社

中
西
慶
爾

「中
国
書
道
辞
典
」

一
九
八

一
年
、
木
耳
社
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