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王 羲之 「十七帖」の書法

『
十
七
帖
』
の
こ
と

『十
七
帖
』
は
王
羲
之
の
草
書
で
書
か
れ
た
書
状

(但
し
、

一
紙
は
楷
書
の
書
状
)
を
集
め
て

一
巻
と
し
た
も

の
で
、
古
来
、

草
書

の
典
型
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
王
羲
之
の
真
跡
は
既
に
な
く
、
唐
時
代
に
臨
書
し

そ
う
こ
う

て
ん
ぼ
く
　

た
も
の
、
双
鈎
嗔

墨
に
よ
る
も
の
な
ど
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
も
今
日
目
に
す
る
も

の
の
中
に
あ
る
の
か
ど
う
か
も

分
か
ら
な

い
。
更
に
、
そ
れ
を
も
と
に
石
に
刻
し
た
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
ら

の
中

の
い
く

つ
か
を
我
々
は
今
、
目
に
す
る
こ
と

が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
宋
以
後
、
『十
七
帖
』
が
草
書
の
手
本

と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
に
伴
い
、
次
第
に
そ
の
種
類
も
増
え

て
今
は
百
種
を
越
え
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
現
存
の

『十

七
帖
』

の
中

で
王
羲
之
の
書

の
真
を
伝
え
て
い
る
も
の
は
ど
れ

か
と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

米
双
鈎
嗔
墨
11
原
本

の
上
に
紙
を
置

い
て
文
字
の
輪
郭
を
写

し
取
り

(双
鈎
)
、
そ
の
後
、
枠
取
り
し
た
中
を
墨
で
埋
め

て

(嗔
墨
)
複
製
を
作
る
こ
と
。

断

筆

今
日
残

っ
て
い
る

『十
七
帖
』
の
中
で
特

に
書
と
し
て
優
れ
、

拓
本
と
し
て
良
好
な
も

の
は

「三
井
本
」
、
「
上
野
本
」
、
「中
村

本
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
三
井
本
」
は
宋
時

ち
ょ
う
ひ
ょ
う
か
く

代
の
拓
本
と
し
て
、
現
在
は
三
井

聴

冰

閣

に
所
蔵
さ
れ
て
お

り
、
「上
野
本
」
は
や
は
り
宋
拓
で
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
、
「中

村
本
」
は
中
村
不
折
の
開
い
た
書
道
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。そ

う

い
う
優
れ
た
拓
本
で
あ

っ
て
も
、
例
え
ば
、
「三
井
本
」

と

「上
野
本
」
と
比
較
し
て
み
る
と
書
風
な
り
、
文
字
の
形
な

り
が
大

い
に
異

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①

嬲
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林

図
版
1

 

三
井
本
十
七
帖

(部
分
縮
小
)

十
七
日
先
書
。
郡
司
馬
未
去
。
師
日
得
足
下
書
爲
慰
。
先
書
[以

具
示
。
復
數
字
。

②

跏



王 羲之 「十七帖」 の書法

同

(原
寸
)

図

譜
垂

蒙

董

(3)

一226一



信 次 郎

 

林

(
右

図

版

1
、

2

は

、

「中

国

法

書

選

14

『十

七
帖

』
二

玄

社

発

行

」
よ

り

。

以

下

、

右

二

本

を

「
三

井

本

」

「
上

野

本

」
と

略

記

す

る
。
)

と

り

わ

け

「
三

井

本

」

で
注

目

さ

れ

て

い
る

の
が

用

筆

法

に

だ
ん
ぴ

つ

か
く

お
け
る
断
筆
で
あ
る
。
断
筆
は
草
書
を
書
く
と
き
、
画
が
転
折

す

る
と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
筆
を
離
し
、
そ
こ
よ
り
わ
ず
か
に
位

置
を
移
し
て
筆
を
入
れ
直
し
、
次

の
画
を
書
く
そ
の
書
き
方
を

い
う
。

(三
井
本
よ
り
)

(右

の
図
版
の
中

の
数
字
は
、
「中
国
法
書
選
14

『十
七
帖
』

二
玄
社
発
行
L
の
中

の

『三
井
本
十
七
帖
』

に
お
け
る
文
字
の

位
置
を
示
す
行
数
。
以
下
同
じ
。
)

し
か
し
、
実
際
に
草
書
を
書
く
場
合
、
こ
の
よ
う
に
画
の
折

れ
曲
が
る
所
で
い
ち

い
ち
筆
を
離
し
て
書
く

こ
と
は
な

い
の
で
、

「三
井
本
」
以
外
の
諸
本
で
は
こ
の
断
筆

の
用
筆
法
は
使
わ
れ

て
い
な

い
。

こ
れ
が
同
じ

『十
七
帖
』
と
い
い
な
が
ら

「
三
井

本
」
の
他
の
諸
本
と
大

い
に
異
る
特
色
と
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
こ
の

「三
井
本
」
は
、
断
筆
の
部
分
が
鑑
賞
の
さ

ま
た
げ
に
な
る
と
は
い
う
も

の
の
筆
力
の
あ

る
文
字
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ

『十
七
帖
』
の

一
本
に
断
筆
を
加
え
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
運
筆
の
の
要
領
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め

と
か
、
草
書

の
転
折
の
部
分
は
線
が
弱
く
な
り
や
す

い
の
で
運

筆
・の
急
所
に
断
筆
を
設
け
た
と

一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ほ

ぼ
こ
の
見
方

で
い
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
具
体
的
な
用
筆
法

と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

学
習
用
の

『
三
井
本
十
七
帖
』

普
通
、
草
書
と
い
え
ば

『上
野
本
十
七
帖
』

の
よ
う
に
点
画

の
省
略
や
連
続
を
図
り
な
が
ら
速
く
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
成
り

ω

泌



王 羲之 「十七帖」の書法

立

つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
断
筆
・は
真
跡
に
は
な
か

っ
た
と
考
え

て
よ
く
、
そ
の
た
め
、
「
三
井
本
」
の
断
筆
は

『十
七
帖
』
を
学

ぶ
人
に
運
筆

の
様
子
が
分
か
る
よ
う

に
と
手
を
加
え
て
石
に
彫

り
直
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

図
版
3

こ
れ
は

『十
七
帖
』
の
末
尾

に
あ
る
次

の
文
に
よ

っ
て
推
察

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(5)
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勅
付
直
弘
文
舘
臣
解
无
畏
勒
充
舘
本

臣
楮
遂
良
校
無
失

僧
権

こ
の
読
み
と
釈
を
桃
山
艸
介
氏
の
「書
聖
名
品
選
集
2
」

(㈱

マ
ー

ル
社
)
の
も
の
を
借
用
し
て
次
に
記
す
。

書
き
下
し
文

ち
ょ
く

こ
う
ぶ
ん
か
ん
し
ん
か
い

む

い

ふ
ち
ょ
く

ろ
く

か
ん
ぽ
ん

あ

勅

。

弘

文

館

臣

解

无

畏

に

付

直

し

、

勒

し

て

館

本

に

充

て

し

む

。

し
ん
ち
ょ
す
い
り
ょ
う
こ
う

し
つ
な

そ
う
け
ん

臣
楮
遂

良
校
し
て
失
無
し
。
僧
権

釈
文勅

。
搨
書
人
解
无
畏
に
よ
る
双
嗔
に
よ

っ
て
模
本
を
作
り
、
弘

文
館

に
お
け
る
学
書
に
供
す
る
。
楮
遂
良
、
こ
れ
を
校
閲
し

て
、

一
筆
の
誤
り
も
見
出
さ
ず
。

(徐
僧
権

の
押
署
)

(以
上
鵬
ペ
ー
ジ
)

※
筆
者
注

(以
下
同
じ
)

と
う
し
ょ
じ
ん

搨
書
人
11
名
跡
な
ど
を
双
鈎
嗔
墨

(既
出
)
な
ど
の
方
法

に
よ

っ
て
複
製
を
作
る
こ
と
を
専
門
と
す
る
人
。

そ
う
て

ん

　

　

双
嗔
11
双
鈎
槇
墨
の
略
。

も

ほ

ん

模
本
ー
双
鈎
嗔
墨
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
書
跡
。

拓
本
を
さ
す

こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ

の
解
説
に
は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

弘
文
館
は

(中
略
)
虞
世
南
、
欧
陽
詢
ら
を
学
士
と
し
て

書
を
習
わ
し
め
た
教
修
場
で
す
。
な
か
に
三
人
お
か
れ
た
搨

書
人
の

一
人
が
解
无
畏
で
、
彼
に
よ

っ
て

「十
七
帖
」
が
双

鈎
嗔
墨
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
監
修
者
が
楮

遂
良
で
あ
り
、
彼

の
校
訂
の
も
と
、
そ
れ

が

「学
習
用
」
と

し
て
供
さ
れ
、
真
蹟
と

一
筆
の
誤
り
も
な

い
と
い
う
確
認
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

(同
m
ペ
ー
ジ
)

梁
王
室

よ
り
唐

に
伝
え
ら
れ
た

「
十

七
帖
」
が

「充
館

本
」
、
す
な
わ
ち

「学
習
用
」
に

つ
く
ら

れ
た
と

い
う
含

み

は
、
搨
模

の
段
階
で

「学
習
用
」
に
改
変

さ
れ
て
い
る
可
能

性
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
。
(中
略
)
「館
本

十
七
帖
」
(筆
者

注
、
三
井
本
)
は
、
王
書
を
学

ぶ
為
に
つ
く
ら
れ
た
テ
ク
ス

ト
を
も
と
に
し
て
、
後
代
上
石
さ
れ
た
刻
本

で
あ
り
ま
す
。

(同
m
ペ
ー
ジ
)

と
ジつ

も

※

搨

模

11

双
鈎

嗔

墨

に
よ

っ
て
、

原

本

を

写

し

取

る

こ

と
。

(6)
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こ
の
説
明
で

「三
井
本
」
の
性
格
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ

の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
話
を
先

へ
進
め
た
い
。

断
筆
の
用
筆
法

こ
れ
よ
り

「学
習
用
」
と
さ
れ
る

「三
井
本
」

の
文
字
の
断

筆

に
つ
い
て
、
用
筆
法
の
上
か
ら
考
え
て
い
く
。

「三
井
本
」

の
文
字
は
画

の
転
折
の
所
を
こ
と
ご
と
く
切
断

し
て
い
る
と
い
う
人
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
言

い
過
ぎ
で
、
ど
の

字
も
画
の
転
折
す
る
所
は
全
部
が
全
部
断
筆
、

つ
ま
り

一
続
き

に
書
く
所
を
二
筆
に
書
く
と
い
う
よ
う
に
は
な

っ
て
い
な

い
。

折
れ
曲
が
る
所
を
普
通
に
続
け
て
い
る
文
字
も
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
中
に
あ

っ
て
断
筆
が
非
常
に
目
立

っ
て

数
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う

い
う
断
筆
の
文
字
を
見
る
と
、

一
つ
の
文
字
の
中
で
断

筆
を
す
る
箇
所
は
ほ
ぼ
次
の
三

つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

1

左
の
方
か
ら
来
た
線
を
受
け
て
又
、
左
下
方
向
に
返
す
部

分

2

右
上
方
か
ら
来
た
線
を
受
け
て
、
右
、

又
は
右
下
方
向
に

返
す
部
分

3

上
か
ら
来
た
線
を
右
上
方
に
返
す
部
分

(7)

222一

 

以
上
の
文
字
例
は
著
し
く
明
瞭
な
も
の
を

出
し
た
が
、
注
意

し
て
見
な

い
と
断
筆
か
ど
う
か
判
別
で
き
な

い
も
の
も
多
数
あ

る
。
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林

同
じ
転
折
で
も
、
上
か
ら
来
た
線
を
左
上
方
に
は
ね
る
所
と
、

か

ヘ

へ

お
つ

コ

戈
法

(「式
」
の
五
画
目

の
書
き
方
)
の
は
ね
の
部
分
や
、
乙
に

ょ
う

の
よ
う
に
曲
が
り
を
通

っ
て
か
ら
の
は
ね
の
部
分
で
は
断

筆

は
使
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

断
筆
の
部
分
の
も
と
の
用
筆
法

王
羲
之
の
多
く

の
書
跡
の
中
か
ら
必
要
な
文
字
を
拾
い
集
め

し
ゅ
う
お
う
し
ょ
う
ぎ

ょ
う
じ
ょ

　

て
作
ら
れ
た

『
集

王

聖

教

序
』

(『集
字

聖
教
序
』
と
も

い

う
)
、
言
わ
ば
、
王
羲
之
の
用
筆
法

の
集
約
本

と
も

い
う

べ
き
本

に
よ

っ
て
文
字
の
転
折

の
部
分
を
見
る
と
、

『三
井
本
十
七
帖
』

に
お
け
る
断
筆
は

『集
王
聖
教
序
』

の
行
書

の
折
れ
の
書
き
方

の
延
長
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

一

　

1

8

2

く

9
彑



王 羲之 「十七帖」 の書法

(「原
色
法
帖
選
16

『集
字
聖
教
序
』
二
玄
社
発
行
」
よ

り
。
数
字
は
位
置
を
示
す
行
数
を
表
わ
す
。
以
下
、
『聖
教

序
』
と
略
記
す
る
。
)

こ
の

「聖
教
序
」

の
筆
使
い
は
左
か
ら
来
た
筆
を
い
っ
た
ん

止

め
、
次
に
穂
先

の
位
置
を
動
か
さ
な
い
で
更
に
筆
を
右
下
方

向

に
向
け
て
下
ろ
す
。
そ
の
上
で
筆
を
左
下
方
向

に
払
う
よ
う

に
し
て
は
ね
て
い
る
。

,

.

=

ば

ね

の
運
筆

は
①

、
②

、
③

挙
動
。

こ

の
筆
・使

い
は

王

羲

之

の
楷

書

で

も

見

ら

れ

る

も

の

で
あ

る
。

こ
う
て
い
き
ょ
う

『黄

庭

経
』
よ
り
)

「三
井
本
」
で
は
、
左
か
ら
来
た
筆
を
い

っ
た
ん
止
め
、
そ

れ
か
ら
筆
を
紙
面
か
ら
離
し
、
わ
ず
か
右
下

の
位
置
に
筆
の
穂

先
を
移
し
て
そ
の
上
で
左
下
方
向
に
筆
を
運

ん
で
い
る
。

し
か
し
、

こ
れ
が
画

の
転
折
の
用
筆
法
を
説
明
す
る
と
い
っ

て
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
行
書
の
『集
王
教
聖
序
』、
楷
書

の
『楽

毅
論
』
『黄
庭
経
』

の
転
折

の
仕
方
を
そ

の
ま
ま
よ
く
見
る
方

が
、
そ
の
用
筆
法
は
自
然
と
分
か
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

試
み
に
、
今
、
「三
井
本
」
の
と

「上
野
本
」
の
同
じ
文
字
を

二
例
出
し
て
比
べ
て
み
る
。

(9)
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(上
野
本
)

転
折
の
部
分
は
断
筆
で
書
く
よ
り
、
「上
野
本
」
の
よ
う
に

一

続

き
で
書
く
方
が
書
き
や
す
く
、
リ
ズ
ム
も
取
り
や
す

い
だ
ろ

う

と
思
・つ
。

こ
の
筆
使

い
は
、
縦
の
線
か
ら
右
上
の
方
に
払
う
形
の
も

の

で
も
同
じ
で
あ
る
。
何
も
転
折
の
要
領
を
断
筆
で
示
さ
な
く
て

(三
井
本
)

も
、
「上
野
本
」
の
文
字

の
例
の
よ
う
な
も
の
を
素
直
に
見
れ
ば

そ
の
筆
使

い
は
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
形
の
も

の
は

「集
王
聖
教
序
」
に
も
多
く
使
わ
れ
て
い

る
。

(10)

219



王 羲之 「十七帖」の書法

(「
聖

教

序

」

よ

り

)

た

だ

、

お
も

し

ろ

い

こ

と

に

「
集

王

聖

教

序

」

の
中

に

二
例

、

断

筆

に

近

い
用

筆

法

が

見

ら

れ

る
。

但

し

、

「
賢
」

は

、

他

の
本

で
は

(
「
聖

教

序

」

よ

り

)

と
な

っ
て
い
る
の
が
あ
る
か
ら
、
王
羲
之
自
身
が
新
筆
で
書

い
た
か
ど
う
か
は
断
言

で
き
な

い
。
し
か
し
、
「庸
」
に
よ

っ

て
、
王
羲
之
か
、
「集
王
聖
教
序
」
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
の
中

に
誰
か
が
断
筆
法
的
な
書
法
を
既
に
用
い
て
い
た
と
い
う
例
に

な
る
か
も
知
れ
な

い
。

又
、
画

の
左
側
の
部
分
で
転
折
す
る
時

の
断
筆
の
用
筆
も
や

は
り
、
前
に
説
明
し
た
二
つ
の
転
折

の
部
分

の
断
筆
と
同
じ
要

領
で
あ
る
。

"、う

(コ
ニ
井
本
L
よ
り
)

こ
れ
に
も

「集
王
聖
教
序
」
に
は
断
筆
的

な
用
筆
法
が
見
ら

れ
る
。

(「
聖

教

序

」

よ

り

)

(11)
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次

の
は
断
筆
法
を
用
い
た
例
に
な
る
だ
ろ
う
。

(「聖
教
序
」
よ
り
)

『集
王
聖
教
序
』
に
も
断
筆
的
な
用
筆
・法
が
例
は
少
な

い
が

何

字
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
運
筆
上
自
然
に
生
ま
れ
て
き
た

も

の
で
あ

っ
て
、
「三
井
本
」
の
も
の
は
、
断
筆
を
わ
ざ
わ
ざ
作

っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
そ
こ
が
両
者

の
違

い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『集
王
聖
教
序
』
の
字
例
を
勘
案
し
て
く
る
と
、

や
は
り

「
三
井
本
」
の
断
筆
は
、
転
折

の
筆
使
い
を
教
え
た
も

の
と
受
け
取
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

書
く
速
さ
も
他

の
線
よ
り
速
め
に
書
く
こ
と
を
教
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

1

左
下
方
向

へ
の
リ
ズ
ム黒

い
線

の
部

分

が
書

く
時

に

強

調

さ
れ
る

線

(
以
下

同
じ

)

(12)
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断
筆
と
書
く
リ
ズ
ム

そ
れ
で
は
、
こ
の
断
筆
で
何
を
教
え
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ

れ
を
考
え
て
み
た
い
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
書
く
リ
ズ
ム
の
基

調
を
作
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
断
筆
し
た
次

の
画
が
書
く
リ
ズ

ム
の
基
調
に
な
り
、
そ
の
線
と
同
方
向
に
書

く
線
は
次
に
線
が
切
れ
る
か
、
断
筆
さ
れ
る
ま
で
は
強
調
さ
れ
、



王 羲之 「十 七帖」の書法

2

右
横
方
向

へ
の
リ
ズ

ム

3

右
旋
回
の
上
部
が
リ
ズ
ム
の
強
調
さ
れ

る
部
分

強
調
さ
れ
る
部
分

⑯

鵬
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断
筆

の
次
に
来
る
画
が
画
の
連
続

の
基
調
に
な
る
と
い
っ
て

も

こ
れ
で
全
部
が
説
明
で
き
る
も
の
で
も
な
い
が
、
大
方
は
こ

れ

に
当
て
は
ま
る
。
右

の
三

つ
の
型

の
中
、
1
の
型
が
非
常
に

多
く
、
3
の
型
は
極
め
て
少
な
い
。

こ
れ
ら
は
、
楷
書
で
も
行
書
で
も
、

一
字
、
あ
る
い
は

一
字

の
部
分

の
第

一
筆
が
、
そ
の
文
字
あ
る
い
は
そ
の
部
分
を
書
く

基
調
に
な
る
の
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

↓

°

°

書
き
始
め
の
線
の
そ
り
の
向
き

(『集
王
聖
教
序
』
よ
り
)

※

『集
王
聖
教
序
』
の
用
筆
法
の
特
徴
に
つ
い
て
は
拙
稿

「王

羲
之

『集
王
聖
教
序
』
の
書
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
i

「文

学
部
紀
要
4
」
文
教
大
学
文
学
部

一
九
九
〇
1

(14)
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王 羲之 厂十七帖」の書法

『十
七
帖
』
と
楷
書
の
書
法そ

ん

か

て
い

し
ょ

ふ

ち

え
い

唐
時
代

の
草
書
、
例
え
ば
孫
過
庭
の

『書
譜
』
や
僧
智
永
の

か
ん
ち
ゅ
う
ぽ
ん
せ
ん
じ

も
ん

『関

中

本
千
字
文
』
な
ど
の
草
書
を
見
る
と
線
に
丸
を
が
あ

り

、

字

形

も

角

の
な

い
柔

構

造

的

な
感

じ

が
あ

る
。

(図

版

4

、

5
)

図
版
4

孫

過
庭

『書
譜
』
(部
分
縮
小
)

書
譜
卷
上
。
呉
郡
孫
過
庭
撰
。
夫
自
古
之
善
書
者
。
漢
魏
有
鍾

張
之
絶
。晉
末
稱
二
王
之
妙
。王

.

.

図
版
5

僧
智
永

『関
中
本
千
字
文
』
(部
分
縮
小
)

天

地

玄
黄

。
宇

宙

洪

荒
。
日

月

盈

昊
。

辰
宿
列

張
。
寒

來
讐

往
。

`

(15)
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と
こ
ろ
が

『千
字
文
』
は

「上
野
本
」
を
見
て
も
言
え
る
こ

と

で
あ
る
が
、
か
な
り
直
線
的
な
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
性

で
あ
ろ
う
。
王
羲
之
が
草
書
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。

草
書
が
行
書
を
更
に
く
ず
し
た
形
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、

楷
書
と
共
に
隸
書
か
ら
発
達
し
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
王

羲
之
は
そ
の
楷
法
が
完
全
に
抜
け
な

い
形
と
い
う
よ
り
、
楷
法

し

し
ん

ひ

図

版

6

隷

書

の

一
例

『
史

晨

碑

』

(部

分
縮

小

)

を
も
取
り
込
み
な
が
ら
草
書
の
完
成

へ
と
進

め
て
い
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
又
、
隸
書
的
な
書
き
方
も
取
り
込
ん
で
い
る
。

次

の
「十
」
「
七
」
は
、
手
紙
の
最
初

の
文
字

だ
か
ら
相
当
に
意

識
し
て
書
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
隸
書

(
図
版
6
)
の
よ
う

な
書
き
方
で
あ
る
。

…
仲
尼
汁
光

…
大
帝
所
挺

(16)
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王 羲之 「十七帖」の書法

『十
七
帖
』

の
草
書
の
用
筆
法

の
説
明
に
断
筆
を
用
い
た
理

由
は
、
先
に
挙
げ
た
、
リ
ズ

ム
の
基
調
に
な
る
画
を
示
す
も

の

と
合
わ
せ
て
、
も
う

一
つ
、
楷
書
的
な
書
き
方
を
す
る
草
書
に

リ
ズ
ム
を
持
た
せ
る
た
め
と
考
え
る
。
草
書
で
大
事
な
の
は
運

筆

の
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ

ム
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
文
字
は
、
そ
の
ま
ま
で
リ
ズ
ム
は

つ
か
め
る
。

次
の
よ
う
な
文
字
も
比
較
的
に
リ
ズ
ム
は
取
り
や
す
い
。

(17)
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次

の
は
断
筆
を
多
用
し
た
例
で
あ
る
。

一
字

を
六

画

で
書

く
形

に

な

っ
て

い
る

こ
の
書
き
方
は
、

一
つ
一
つ
の
画
の
始
筆
と
終
筆
の
形
に
こ

だ
わ

っ
て
、
筆
先

で
細
工
す
る
よ
う
だ
と
文
字
を
書
く
リ
ズ
ム

感

は

つ
か
め
な

い
。
端
的
な
筆

の
入
れ
方
、
止
め
方
を
し
て
線

を
書
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
「
上
野
本
」
の
方
は
全
体
的

に
「
三

井
本
」
よ
り
曲
線
的

で
丸
み
が
あ
る
か
ら

「
三
井
本
」
の
よ
り

穏

や
か
な
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
文
字
に
骨
格
を
持

た
せ
る
た
め
、
学
習
用
と
し
て
断
筆
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
と

見

る
こ
と
が
で
き
そ
う

だ
。

結

び

『三
井
本
十
七
帖
』
が
他
の
種
の

『十
七
帖
』
と
大
き
く
異

っ
て
い
る
点
は

「
三
井
本
」
が
断
筆
・の
手
法
を
用

い
て
い
る
こ

と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
用
い
た
従
来

の
説
の
用
筆
法

の
解
説
の

た
め
と
い
う

こ
と
を
、
も
う

一
つ
踏
み
込
ん

で
、
書
く
リ
ズ
ム

に
深

い
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
、
及
び
楷
書
的
な
書
き
方
を
取

り
入
れ
て
、
草
書
に
骨
格
を
持
た
せ
た
と
い
う
こ
と
を
説
い
て

み
た
。
た
だ
、
書
道
史
上
の
書
跡
に
断
筆
を
用

い
た
例
が
他
に

あ
る
か
ど
う

か
。
今

の
と
こ
ろ
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
比
較

検
討
を
す
る
手
続
き
を
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

な
お
、
今
後
も

『三
井
本
十
七
帖
』

の
中

の
文
字
及
び
、
そ

の
他

の
書
跡
を
精
査
し
て
断
筆
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
更
に
究

め
、
又
、
断
筆
の
外

の
草
書
の
用
筆
法
に

つ
い
て
も
研
究
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

;18)

211一


