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林

お
う

ぎ

し

書
聖
王
羲
之
の
名
声
は
書
道
史
上
に
第

一
等
の
地
位
を
占
め

て
お
り
、
そ
の
書
の
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
日
本
、
中
国
を

問
わ
ず
図
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
る
。
王
羲
之
の
真
跡
が

一
つ

も
残
さ
れ
て
い
な
い
と

い
わ
れ
る
が
、
今
日
も
な
お
、
書
を
志

す
人
の
多
く
は
羲
之
の
書
を
基
礎
に
置

い
て
い
る
。
そ
う

い
う

羲
之
の
書

の
真
価
は
何
か
、
そ
の

一
端
な
り
と
も
理
解
し
た
い

と
い
う

の
が
か
ね
て
か
ら
の
願

い
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
今
回

し
ゆ
う
お
う
し
よ
う
ぎ
よ
う
じ
よ

は

「
集

王

聖

教

序
」
に
よ
っ
て
、
羲
之

の
用
筆
法
、
字
形
の

整
え
方
に
焦
点
を
し
ぼ
り
考
察
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

「集
王
聖
教
序
」
を
書
法
研
究
の
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、
次

の
理
由
に
よ
る
。

一

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
も
光
明
皇
后
、
空
海

を
は
じ
め
、
書
を
よ
く
し
、
大
成
し
た
人
々
が
王
羲
之
の
書
を

深
く
学
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
羲
之
の
偉
大
さ
が
分
か
る
。

こ
の
羲
之
の
書

の
偉
大
さ
の
秘
密
を
探
り
た
い
と

い
う

こ
と
が

理
由

の

一
つ
。

二

王
羲
之
の
真
跡
が

一
つ
も
残

っ
て
い
な

い
と
い
わ
れ
る
。

た
く
ほ
ん

そ
の
た
め
、
研
究
な
り
鑑
賞
な
り
は
第
二
等

の
資
料
で
あ
る
拓
本

と
う
ほ
ん

と
う

も

ぼ
ん

そ
う
こ
う
て
ん
ぼ
く
ぼ
ん

や
搨
本

(搨
搴
本
、
双
鉤
嗔
墨
本
と
も
い
い
、
原
本
に
紙
を
載

せ
て
下
の
文
字
の
通
り
に
枠
取
り
し
、
後
で
そ
の
枠
取
り
し
た

中
を
墨
で
書

い
て
、
真
跡

の
よ
う

に
作

っ
た
も
の
)
な
ど
に
よ

も
と

る
し
か
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
拓
本
や
搨
本
を
基
に
石
碑
や
搨
本

を
作
り
、
又
、
そ
れ
を
基
に
石
に
彫

っ
た
り
、
搨
本
を
作

っ
た

り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
ど
れ
が

一
番
羲
之
の
書

に
近
い
か
分
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
場
合
に
よ

っ
て

は
か
な
り
真
跡
か
ら
離
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ら
ん
て
い
じ
よ

現
に
、
有
名
な

「蘭
亭
序
」
は
、

い
わ
ゆ
る

「
二
百
蘭
亭
」
と

い
わ
れ
る
程
に
異
本
が
多
く
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も

一
行

の
字

数
、
全
体
の
行
数
は
同
じ
で
あ
り
、
文
字
も
同
じ
よ
う

に
書

い

て
あ
る
が
、書
風
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「集
王
聖
教
序
」
は
、
唐
時
代
、
玄
奬

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

た

い
そ
う

れ
た
膨
大
な
仏
典

(聖
教
)
を
漢
訳
し
、

そ
れ
に
太
宗
皇
帝
、

こ
う
そ
う

え

に
ん

皇
太
子

(後

の
高
宗
)
が
序
文
を
書
き
、
更
に
、
僧
懐
仁
が
王

羲
之
の
書
跡
の
文
字
を
も

っ
て
石
碑
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
「集

王
」
は
ま
た

「集
字
」
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し

て
も
、
宮
廷
の
文
庫
に
あ
る
王
羲
之
の
真

跡
等
か
ら

「聖
教
序
」

の
文
章

に
合
わ
せ
て
文
字
を
集
め
、
並

べ
て
石
碑
に
し
た
と
い

う
こ
と
を
さ
す
。

こ
の

「集
王
聖
教
序
」
は
、
石
碑
が
作

ら
れ
た
経
緯
が
明
ら

か
で
あ
り
、
羲
之
の
真
跡
を
基
に
し
て
い
る
と
い
う
。
中
に
は
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拓
本
、
搨
本
か
ら
採

っ
た
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
更
に

は
、
文
字

の
写
し
取
り
方
の
技
術

の
巧
拙
、
必
要
な
文
字
が
な

か

っ
た
場
合

の
文
字
の
造
作
な
ど
が
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
羲
之
の
書

に
近

い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
例
え
ば
、

い
く

つ
か
、
王

の
書
風
と
か
け
離
れ
た
文
字

が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
い
ろ

い
ろ
な
書
跡
の
中
か
ら
約

一
九
〇

〇
字
の
文
字
が
集
め
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
文
字
の
書
風
や

字
形

の
特
徴
な
ど
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
整
理
す
れ
ば
、
そ
う

大
き
な
傷
は
出
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
三

つ
目
の
理
由
で
あ

る
。

(
こ
の
稿
に
用
い
た

「集
王
聖
教
序
」

の
底
本
は
、
二
玄
社

発
行
の

「
原
色
法
帖
選
③
集
字
聖
教
序
」
で
あ
る
。
引
例
に

用
い
た
文
字

の
下
の
数
字
は
こ
の
法
帖
百
九
十
九
行

の
中
の

所
在
を
示
す
行
の
番
号
で
あ
る
。
)

用

筆

法

一

点
画

の
連
続

行
書
の
特
徴
の

一
つ
に
、点
画
の
連
続
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
単
純
に
点
画
を
実
線
に
よ

っ
て
つ
な

い
で
い
く
方

か
く

法
と
、
次
の
例
の
よ
う
に
、

一
部

の
点
や
画
な
ど
を
省
略
し
な

が
ら
実
線
で
つ
な

い
で
い
く
方
法
と
が
あ

る
。

き
よ
か
く

く
う

か
く

そ
し
て
、
も
う

一
つ
、
点
や
画
の
つ
な
ぎ

の
線
を
虚
画

(空
画

と
も

い
い
、
画
と
画
の
つ
な
が
り
を
示
す

と
思
わ
れ
る
目
に
見

え
な

い
線
)
に
よ

っ
て
つ
な
い
で
い
く
も

の
が
あ
る
。

今
こ
こ
で
検
討
す
る
の
は

「集
王
聖
教
序
」
に
見
ら
れ
る
王

羲
之
の
行
書
、あ
る
い
は
草
書
の
点
画
の
連
続
の
方
法

で
あ
る
。

二

斜
め
の
線
の
連
続

「集
王
聖
教
序
」
を
よ
く
見
る
と
、
点
画
の
連
続

の
用
筆
法

に
は
大
き
く
分
け
て
二

つ
の
型
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
つ

(5)
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は
右
旋
回
型
で
あ
り
、
も
う

一
つ
が
左
旋
回
型
で
あ
る
。

1

右
旋
回
型

2

左
旋
回
型

の
よ
う
に
線
を
続
け
る
型

の
よ
う

に
線
を
続
け
る
型

以
下
、
こ
の
二
つ
の
型
の
用
筆
法
、
つ
ま
り
、
筆
使

い
に
つ

い
て
具
体
的
な
例
に
よ
り
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

1

右
旋
回
型
の
続
け
方

ま

ず

、

分

か

り

や

す

い
例

を

挙

げ

る
。

線
を
右
回
り
に
回
し
な
が
ら
下
の
方

へ
線
を
つ
な
い
で
い
く

書
き
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
は
っ
き
り
し
た
形
の
も

の
は
「集

王
聖
教
序
」

の
中

に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
形
の

も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
前

の
三
例
は
左
下

へ
向
け
る
曲
線
を
重
ね
、
右

払

い
に
当
た
る
線
は
そ
れ
を
受
け
、
右
下

で
止
め
る
の
が
特
徴

で
、
こ
の
用
筆
法
は
よ
く
使
わ
れ
る
。
「妙
」
は
虚
画
を
含
め
て

の
右
旋
回
型
で
あ
る
。

こ
の
右
旋
回
型
の
形
を
少
し
変
え
た
も

の
が
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

(6)
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次
の
文
字

の
運
筆
は
、
こ
の
型
の
線

の
様
子
を
よ
く
見
せ
て

く
れ
る
。

こ

の

連

続

の
し

方

は
書

き

や

す

く

、

リ

ズ

ム
も

取

り

や
す

い

の

で

、
使

用

頻

度

は
多

い
。

こ
れ
も
例
字
を
見
れ
ば
運
筆
の
様
子
は
分
か
る
。
説
明
す
る

ま
で
も
な
い
と
思
う
。

(7)
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林

こ
の
型
を
使
う
場
も
非
常
に
多

い
。
短

い
横
画
の
連
続
を
こ

の
形
で
書
く
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

㈲

旋
回
運
動
の
複
合
型

以
上

の
旋
回
運
動
の
型
を

一
筆
の
線

の
中
に
二
種
以
上
を
入

れ
て
書
く

こ
と
が
多

い
。

.(s)
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以
上
見
て
き
た
五

つ
の
右
旋
回
型
の
書
き
方
の
特
徴
は
、
筆

使

い
が
自
然
で
書
き
や
す

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

線
を
書
く
場
合
、
右
上
か
ら
左
下

へ
向
け
て
書
き
下
ろ
す
時

の
速
度
は
、
右
方
向
に
筆
を
運
ぶ
時
よ
り
や
や
速
く
、
筆
圧

(紙

面
に
加
わ
る
筆

の
圧
力
)
も
強

い
。
そ
こ
に
強
弱
、
速

い
遅

い

の
リ
ズ

ム
が
生
じ
、
そ
の
調
子
に
乗
せ
て
書

い
て
い
く
と
線
に

生
彩
が
出
て
く
る
。

そ
し
て
、
も
う

一
つ
、
書
き
や
す
さ
の
要
因
に
な

っ
て
い
る

そ

も
の
が
線
の
反
り
で
あ
る
。

右
手
に
小
筆
を
持

っ
て
横
画
を
書
く
と
、
線
は
わ
ず
か
に
右

上
が
り
に
な
り
、
そ
し
て
、
上
に
ふ
く
ら
み
を
も

っ
た
反
り
が

つ
く
。

こ
の
書
き
方
が
自
然
で
書
き
や
す

い
。

縦
方
向
で
は
、
垂
直
に
書
き
下
ろ
す
よ
り
は
、
下
方
を
少
し

ヘ

へ

左
に
寄
せ
る
方
が
書
く

の
に
は
ら
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
片
仮

名
の

「
ノ
」
を
書
く
時

の
よ
う
に
右
側
を
反
ら
す
方
が
左
側
を

反
ら
す
よ
り
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
書
き
や
す

い
。

こ
れ
は
、

筆
で
次
の
二
つ
の
回
転
す
る
連
続

の
線
を
書

い
て
み
る
と
分
か

る
。旋

回
す
る
線
を

い
く
つ
も
続
け
て
書
け
る
の
は
右
旋
回
型
の

線
で
あ
ろ
う
。
無
理
に
形
を
作
る
こ
と
な
く
、
自
然
な
運
筆

で

書
け
る
と

い
う
こ
と
は
、特
に
行
書
や
草
書

で
は
重
要
で
あ
る
。

「集
王
聖
教
序
」
に
、
こ
の
右
旋
回
型

の
用
筆
法
が
非
常
に

多
く
使
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ

る
。だ

か
ら
と
い
っ
て
、
例
え
ば
、
「
十
」
と

い
う
字
の
縦
画
を
書

き
や
す
さ
を
強
調
し
て
、
下
の
方
を
左
に
寄
せ
、
文
字
を
傾
け

さ
せ
て
も
よ
い
と

い
う

こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

こ
れ
は
後
に
も

触
れ
た
い
と
思
う
が
、見
た
目

の
美
し
さ
も
大
事
な
の
で
あ
る
。

(9)
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2

左
旋
回
型
の
続
け
方

「集
王
聖
教
序
」
の
中
に
は
、
先
に
例
に
挙
げ
た

「習
」
の

草
書
体
の
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
書
く
左
旋
回
型
は
な

い
。

そ
れ
に
準
ず
る
形
の
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
字
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

一
字
の
中
で
、
右
旋
回
型
の
点
画

の
連
続

の
線
、
も
し
く
は
、

右
下
の
方
に
反
る
線

の
使
わ
れ
る
場
所
は
様

々
で
あ
る
。
先

の

例

の

「習
」
の
草
書
体
は

一
字
全
体
が
右
旋
回

の
線
の
連
続
で

で
き
た
字
で
あ

っ
た
。
次
に
そ
の
他
、
こ
の
種

の
点
画
の
連
続

の
線
が
使
わ
れ
る
場
所
を
示
し
て
み
る
。

(lo)
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の
手
法
は
、
う
か
ん
む
り
や
あ
め
か
ん
む
り
の
よ
う
な
横

幅
の
広

い
部
分
を
書
く
よ
り
は
、
上
か
ら
下

へ
と
書

い
て
い
く

の
に
適
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
書
き
や
す
く
、
リ
ズ
ム
が
取
り

(11)
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や
す
く
、
そ
し
て
、
形
の
整
え
や
す

い
筆
使

い
で
あ
る
。
特
に
、

ひ
↑
駆
の
部
分
で
非
常
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ

の
位
置
が
こ
の
手
法
で
書
く

こ
と
に

一
番
適
し
て
い
る
場
所
だ

と
い
え
そ
う
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
左
旋
回
型
、
も
し
く
は
、
左
上
、
左
側
に

反
る
型
の
連
続

の
線
が
使
わ
れ
る
場
所
は

一
字
の
上
部
か
、
左

側
が
多

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

右
の
う
ち
、
う
か
ん
む
り
と
あ
め
か
ん
む
り
は
左
半
分
の

筆
を
折
り
返
す
部
分
が
左
旋
回
型

の
筆
使
い
に
相
当
し
、
右

側
の
部
分
は
右
旋
回
型
に
な
る
。

(12)
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右
の
左
旋
回
型
の
連
続
の
線
は
、

へ
ん
で
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
下
部
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

い
よ
う

で
あ
る
。

右

の

「
覆

」

及

び

「
露

」

の
よ

う

な

例

が
あ

る

が

、

こ

れ

は

む

し

ろ

へ
ん

、

つ
く

り

の
関

係

で

見

た

方

が

よ

さ

そ

う

だ
。

ま

た

、

つ
く

り

で
使

わ

れ

る

こ

と
も

少

な

い
。

例

に

挙

げ

た

ヘ

ヘ

へ

「福
」
「優
」
「唯
」
「通
」
の
四
字
も
、
よ
く
見
る
と
つ
く
り
の

部
分
の
左
側
だ
け
が
左
旋
回
型
の
筆
使

い
で
、
右
側
は
右
旋
回

型
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
左
旋
回
型
が
筆
を
持

つ
手
指
の
運
動
の
大
き

く
で
き
る
場
所
、
す
な
わ
ち
、

一
字

の
上
部
か
左
側
の
部
分
を

書
く
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
そ
の
筆
が

一
字
の
右
下

の
部
分
に
行
く
に
従

っ
て
動
き
が
き
ゅ
う

く

つ
に
な
る
の
で
、

こ
の
筆
使

い
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

大
き
く
ま
と
め
て
い
え
ば

一
字
の
上
部
と
左
側
は
左
旋
回
型

の
線
が
多
く
使
わ
れ
、
右
側
と
下
部
は
右
旋
回
型

の
線
が
多
く

使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

3

一
筆
の
線

の
中

の
左
旋
回
型
と
右
旋
回
型

の
複
合

以
上
、
点
画

の
連
続
の
仕
方
に
は
、
左
旋
回
型
、
及
び
、
左

上
、
左
側
に
反
ら
す
線
の
連
続

の
型
と
、
右
旋
回
型
、
及
び
、

右
側
、
右
下
方
向
に
反
ら
す
線

の
連
続
の
型
が
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
の
両
者
に
は
、

一
字

の
中
に
書

か
れ
る
位
置
が
ほ
ぼ

決
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
線
の
連
続

は
、
も
ち
ろ
ん
、
虚
画
に
つ
い
て
も

い
え

る
の
で
あ
る
が
、
な

お
、
単
独

の
点

の
反
り
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
筆

の
線
の
中
に
、
左
旋
回
型
と
右
旋
回
型
の

(13)



点
画

の
連
続
の
線
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
今
度
は
、

こ
の

異
質
の
二
種
の
線
を
ど
の
よ
う
に
接
続
さ
せ
て
い
る
の
か
を
見

て
お
き
た
い
。

ω

右
旋
回
型
か
ら
左
旋
回
型
に
移
る
時

こ
の
右
旋
回
型
か
ら
左
旋
回
型
に
移
行
す
る
の
は
容
易
で
、

右
旋
回
型
と
同
じ
よ
う
な
折
り
返
し

(今
来
た
道
を
戻
る
よ
う

に
筆
を
返
す
書
き
方
)
の
方
法
で
書
け
ば
よ

い
。

②

左
旋
回
型
か
ら
右
旋
回
型
に
移
る
時

信 次 郎林

(14)



王羲之 厂集王聖教序」の書法

こ
の
左
旋
回
型
か
ら
右
旋
回
型
に
移
行
す
る
の
は
折
り
返
し

の
よ
う
な
形
で
は
書
き
に
く
い
。
丸
く
回
る
よ
う

ヘ

へ

な
書
き
方
だ
と
ら
く
に
書
け
ち
。

こ
の
書
き
方

の
要
領
は
縦
画
の
連
続
の
場
合

に
も
よ
く
使
わ

れ
て
い
る
。

ω

右
旋
回
型
か
ら
左
旋
回
型
に
移
る
時

②

左
旋
回
型
か
ら
右
旋
回
型
に
移
る
時

は

い
せ
い

「月
」
の
よ
う
に
相
対
す
る
縦
画
が
内
側
に
反
る
形
を
背
勢

と
い
う
が
、
「集
王
聖
教
序
」
の
中
の
行
書

、
草
書
に
お
い
て
は

こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
も

の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

こ
う
せ
い

背
勢
に
対
す
る
向
勢
の
書
き
方
を
す
る
も
の
は
非
常
に
多

い
。

(15)



林 信 次 郎

書
き
や
す
さ
も
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
書
く
と
字
に
丸
み
が
出

て
、
暖
か
み
が
出
る
よ
さ
が
あ
る
。

横
画
の
連
続
に
お
い
て
、
二
つ
の
旋
回
型

の
線
が
使
わ
れ
る

こ
と
は
理
屈

の
上

で
は
成
り
立
つ
が
、
実
際

の
文
字
の
上
に
表

れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三

横
画
か
ら
横
画
と
交
わ
る
縦
画

へ
の
連
続

こ
こ
で
は
、
「十
」
の
よ
う
に
横
画
か
ら
縦
画
に
続
け
る
形
の

外
に
、
「大
」
の
よ
う

に
横
画
か
ら
左
払

い
へ
続
け
る
形
の
も
の
、

か

ほ
う

及

び

、

「
式

」

の
よ

う

に
横

画

か

ら

戈
法

(
「
式

」

の
五

画

目

の

形

の

も

の

)

へ
と
続

け

て
書

く

も

の
も

含

め

て
考

え

る

。

こ
の
画
の
続
け
方
も
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
斜
め
の
線
の
続

け
方

の
原
理
と
同
じ
で
あ
る
。

1

横
画
が
上
向
き
に
反

っ
て
い
る
場
合

右
の
二
つ
の
例
字
は
、
横
画
の
終
筆
か
ら
縦
画
、
あ
る
い
は
、

左
払

い
の
始
筆

へ
筆
を
運
ぶ
の
に
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
通

っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
虚
画
は
ど

こ
を
通

っ
て
い
る
の

だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
、
横
画
が
下
向
き
に
反

っ
て
い
る
場
合
で

も
考
え
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
譲
る
。

例
字

「十
」
及
び

「太
」
の
虚
画
は
ど
こ
を
通

っ
て
い
る
か

は
っ
き
り
見
え
な

い
が
、
次
の
例
字
に
よ

っ
て
大
体
の
見
当
は

つ
く
。

右

の
例
字
の
下
の
字
に
付
し
た
点
線
が
筆

の
通

っ
た
跡
、
虚

画
で
あ
る
。
横
画
の
終
筆
を
折
り
返
す
よ
う

に
し
な
が
ら
縦
画

の
始
筆

の
左
上
に
上
げ
、縦
画
の
始
筆

に
入
る
書
き
方
で
あ
る
。

(16)



王羲之 「集王聖教序」の書法

ヘ

へ

「
古

」

及

び

「
失

」

の
横

画

の
終

筆

に
見

え

る

小

さ

な

は

ね

の

方

向

で
筆

の

通

っ
た

跡

を

推

察

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

そ
う

す

る

と

、

先

の

「
十

」

及

び

「
太

」

も

次

の

よ
う

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る
。

そ

し

て

、
点

線

の
回

り

方

か

ら

「
十

」

の
縦

画

は

垂

直

方

向

に
、

「
太

」

の
左

払

い
は
左

払

い
の
方

向

に

進

む
。

2

横
画
が
下
向
き
に
反

っ
て
い
る
場
合

こ
の
よ
う
に
下
向
き
の
反
り
を
も

っ
た
横
画
か
ら
横
画
と
交

わ
る
縦
画
に
続
け
る
形
は
、
今
ま
で
に
何
度
も
触
れ
て
き
た
左

回
旋
型

の
延
長
上
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
縦
画
に
当
た
る

部
分
の
曲
線

の
反
り
は
旋
回
の
状
況
か
ら
当
然
、
左
側
に
ふ
く

ら
み
を
も
つ
反
り
に
な
る
。

中
に
は
、

の
よ
う

に
左
払
い
が
横
画
に
交
差
し
た
後
に
方
向
を
変
え
る
も

の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
交
差
の
時
点
で
は
左

旋
回
の
形
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
横
画
が
直
線
的
な
字
に
よ
く
出

会
う
。

(17)
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行
書
、
草
書

に
は
直
線
は
な

い
と
見
た
方
が
よ

い
の
で
、
そ

の
線
の
前
後

の
様
子
を
見
て
ど
ち
ら
に
反

っ
て
い
る
か
を
判
断

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
右
の
場
合
、
「生
」
「皆
」
は
右
旋

回
型
、
「宅
」
「或
」
は
左
旋
回
型
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
二
つ
の
交
わ
り
方
を
整
理
す
る
と
、
横
画
が
上
側
に
反

る
か
、
下
側
に
反
る
か
で
横
画
の
終
筆
か
ら
交
わ
る
縦
画
の
始

筆
ま
で
の
道
筋
が
変
わ
り
、
縦
画
の
反
り
の
向
き
も
変
わ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
二

つ
の
画
の
間
は
実
線
で
つ
な
ぐ
こ
と
も

あ
り
、
虚
画
で
つ
な
ぐ
こ
と
も
あ
る
が
、
と
も
か
く

い
え
る
こ

と

は

、

左

旋

回

型

か
、

右

旋

回

型

か

、

ど
ち

ら

か

の
形

に
な

る

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

3

左
払
い
の
横
画
に
交
わ
る
位
置
が
右
端
の
場
合

「集
王
聖
教
序
」
に

「者
」
の
行
書
体

が
十
三
回
出
て
く
る
。

そ
れ
を
筆
使
い
の
違

い
で
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
三
つ

に
な
る
と
思
う
。

(ls)



王羲之 「集王聖教序」の書法

こ
れ
に
説
明
を
加
え
れ
ば
、

ω
は
左
旋
回
型
で
、
払

い
が
横
画
と
交
差
の
後
、
反
り

の
方

向
を
変
え
た
形
の
も
の
。
先

の
例

で
い
う
と
行
書

の

「老
」
と

同
じ
型
で
あ
る
。

②
は
点
画
の
連
続
を

以
上

の
二

つ
は
、
今
ま
で
検
討
し
て
き
た
範
囲

の
こ
と
で
説

明
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
三
番
目
の
は
少
々
説
明
し
に
く

い
形
で

あ
る
。

㈹
は
、
二
つ
の
線
の
性
格
か
ら
い
う
と
、

の
形

の
連
続
と
同
型

の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ω
と
同
じ
よ
う

に
丸
く
回

っ
て
い
る
。
㈲
の
筆
使

い
で
書
け
な

い
と
い
う
こ
と

は

な

い

が
、

ω

、

②

の
書

き

や

す

さ

に
比

べ
た

ら

、

㈹

は
多

少

滑

ら

か

さ

を

欠

く

よ
う

だ

。

し

か
し

、

こ
れ

は

次

の
よ

う

に

理

解

す

べ
き

も

の
で

あ

ろ

う

。

「鹿
」
の
左
払

い
は

「本
来
は
、
横
画
と
交
わ
る
線
で
は
な

い
が
、
直
線
的
に
少
し
左
上
に
返
し
て
左
払
い
へ
の
つ
な
が
り

を
滑
ら
か
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
払

い
の
頭
を
も

っ
と
上

に
上
げ
る
と
上
の
図
版

「
大
」
と
同
じ
筆
使

い
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

こ
の

「者
」
の
長

い
横
画
に
交
差
す

る
左
払
い
の
位
置
を

右
に
寄
せ
、
払

い
の
上
部

の
出
し
方
を
小

さ
く
し
た
形
が
右
の

例

の

「鹿
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
㈹
の

「
者
」
の
筆
使

い
は
そ

れ
と
同
じ
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
書
く
時
も
リ
ズ
ム
が
取
り

や
す
く
、
端
的
に
筆
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
、
払
い
の

反
り
の
向
き
は
、
横
画
と
交
差
し
た
直
後
ま
で
は
左
旋
回
型
で

あ
る
。

噛

(19)
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4

短

い
横
画
と
そ
れ
と
交
わ
る
縦
画
の
場
合

オ
「
於

」

(
「
於

」

の
略

字

)
は

「
集

王

聖

教

序

」

の
中

に
十

八

ヘ

ヘ

へ

回
出
て
く
る
。

こ
の

「於
」
の
て

へ
ん
の
書
き
方
は
多
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
「聖
教
序
」
の
文
章
に
合
わ
せ
て
文
字
を
並
べ
る

際
、
同
じ
字
を
何
度
も
使
用
し
た
形
跡
も
あ
る
の
で
、
使
用
頻

度

で
王
羲
之

の
書
き
方
の
特
徴
を
見
る
こ
と
は
し
な

い
方
が
よ

い
か
も
知
れ
な
い
。
今
は
、
筆
使
い
の
上
か
ら
三

つ
に
分
け
て

考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
う
ち
、
ω
と
②
は
、
今
ま
で
説
明
し
て
き
た
筆
使
い
の

中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
説
明
を
加
え
な
い
。

ヘ

ヘ

へ

㈹
の
線
の
続
け
方
は
特
殊
で
あ
る
。
他

に
て

へ
ん
の
あ
る
字
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
へ
ん
と
同
じ
よ
う
に
短

い
横
画
と
縦
画

の
あ
る
き

へ
ん
な
ど

に
は
こ
の
筆
使
い
を
し
た
も
の
は
な

い
よ
う
だ
。

こ
の

「
於
」

だ
け
が
、
横
画
が
下
向
き
の
反
り
で
、

つ
な
ぎ
の
線
が
右
旋
回

型

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
横
画
の
終
筆

の
折
り
返
し
を
浅
く

し
て
左
上

の
方
に
返
す
書
き
方
は
、
無
理

の
な
い
合
理
的
な
も

の
で
あ
る
。
横
画
が
短

い
時
は
そ
の
手
法

が
使
え
そ
う
だ
。
と

は
い
え
、
左
旋
回
型
の
ω

の
書
き
方
の
方

が
速
く
書
く
の
に
適

鋤

し
て
は

い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
筆
使

い
が

「於
」
以
外

ー

に
使
わ
れ
て
い
な
い
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

三

縦
画
か
ら
縦
画
を
横
切
る
画

へ
の
連
続

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
、
て

へ
ん
の
よ
う
に
、
は
ね
か
ら
縦

画
を
横
切
る
線

へ
の
続
け
方
で
あ
る
。
今
ま
で
に
見
て
き
た
点

画

の
連
続
の
筆
使

い
を
こ
こ
に
当
て
は
め

て
み
る
と
次

の
二
様

が
考
え
ら
れ
る
。



王羲之 「集王聖教序」の書法

次
に
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
み
る
。

こ

こ

で

は

、

こ

の
項

の
最

初

に
書

い
た

よ
う

に

、

二

つ
の
予

測

を

立

て

て

み

た

の

で
あ

る

が

、

こ

の
例

の

は

っ
き

り

表

れ

て

い

る
も

の
は

極

め

て
少

な

か

っ
た
。

多

か

っ
た

の
は

次

の
形

の

も

の

で
あ

っ
た
。

(21)
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な
い
書
き
方
で
あ
り
、
②

の
書
き
方
は
筆

を
丸
く
運
ぶ
の
で
筆

当
た
り
が
柔
ら
か
く
、
ω
と
共
に
無
理
の
な
い
合
理
的
な
筆
使

い
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
㈹

の
筆
使

い
は
縦
画
の
終
筆

で

一
た
ん
止
め
て
か

ら
左
上
方
に
向
け
て
ふ
く
ら
み
を
持
た
せ
る
よ
う
に
書
く
の
だ

か
ら
、
筆
の
穂
に
か
か
る
抵
抗
感
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
し

か
し
、
例
え
ば
、
羲
之
の
真
跡
は
な
い
に
し
て
も
、
原
本
に
近

ゆ
う
も
く
じ
よ
う

い
と
思
わ
れ
る
搨
本

「遊
目

帖

」
の
中

に

こ
の
筆
使

い
は
、
縦
線
を
左
側
を
反
ら
す
形
で
書

い
て
、
止

め
た
後
、
左
上
方
に
筆
を
運
ぶ
か
、
そ
の
線
は
縦
画
と
同
じ
向

き
の
線
で
あ
る
。
ω
の
形
の
筆
の
返
し
は
自
然
な
運
動
量
の
少

な
ど
の
文
字
が
あ
る
の
だ
か
ら
、羲
之
と
し
て
は
あ
た
り
前

に
、

筆

に
調
子
を
乗
せ
て
書

い
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

(22)
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以
上
、
王
羲
之
の
用
筆
法
を
点
画
の
連
続
と
い
う
視
点
で
考

察
し
て
き
た
。

底
本
に
し
た

「集
字
聖
教
序
」
が
ど
の
程
度
、

羲
之
の
筆
跡
に
近

い
か
分
か
ら
な

い
た
め
も
あ
り
、
私
の
眼
識

の
至
ら
な
さ
も
あ

っ
て
、
ま
だ
理
解
し
得
な

い
所
も
あ
る
。
し

か
し
、
羲
之
の
用
筆
法
は
小
筆
を
持

っ
て
速
書
き
す
る
に
は
非

常
に
合
理
的
で
、
美
意
識
を
も
十
分
に
満
た
す
も

の
で
あ
る
こ

と
を
ほ
ぼ
検
証
し
得
た
と
思
・7
。

字

形

い
い
字
だ
と
か
、
上
手
な
字
だ
と
か
い
う
条
件
に
は
、
合
理

的
な
筆
使

い
に
よ
る
線

の
質
の
よ
さ
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
と

併
せ
て
字
形
の
よ
さ
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
行
書
、
草
書
は

速
書
き
の
た
め
に
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
字
形
の
よ
さ

と
い
う
も
の
は
、
楷
書

の
よ
う
な
端
正
な
美
し
さ
と
い
う
も
の

も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
、
安
定
感
と
い
っ
た
方
が
い
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
字
形
に
安
定
感
を
も
た
ら
す
要
素
は
何
で
あ
ろ
う

か
。

そ
れ
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一

外
形

外
形
は
、
概
形
と
書
く
こ
と
が
多

い
か
も
知
れ
な

い
が
同
じ

こ

と

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

一
字

の
外

回

り

の
大

体

の
形

の

こ

と

で
あ

る
。

例

え

ば

、

「
目

」

は
縦

長

四
角

型

で
あ

り

、

「
四

」

は

横

長

四
角

型

を

し

て

い
る

と

い
う

類

で
あ

る
。

「
集

王

聖

教

序

」

に

出

て

く

る

行

書

な

り

、
草

書

の
文

字

の

外

形

上

の
特

徴

は

の
文

字

が
多

い

と

い
う

こ
と

が

い
え

る
。

だ簿

鶴

韓

曩

讃

麗
縁
ること
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こ
れ
は
、
文
字

の
安
定
感
を
見
る
た
め
の
枠
だ
が
、

一
字

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

中
に
あ
る
あ
め
か
ん
む
り
や
う
か
ん
む
り
の
よ
う
に
そ
れ
で
字

幅
を
決
め
る
も
の
、
及
び
、

一
つ
の
文
字
の
中

の
上
部
に
あ
る

長

い
横
画
、
あ
る
い
は
、
左
右

の
大
き
い
払

い
は
除
い
て
見
た

方
が
理
解
し
や
す

い
。

こ
れ

は
何

で

も

な

い

こ

と

の

よ
う

で
あ

る

が

、

次

の
例

と

比

べ

る

と

ど

う

で
あ

ろ
う

か
。

銜
帋
君
門
深

九
重
墳
墓
在
万
里
也
擬

そ

し
よ
く

蘇
軾

(
西
紀

一
〇
三

六
-

二

〇

一
)

こ
う
し
ゆ
う
か
ん
じ
き

し

か
ん

「
黄

州

寒

食
詩

巻
」
よ

り

し
か
し
、
こ
れ
は
極
端
な
例
か
も
知
れ
な

い
。
こ
こ
で
問
題

に
し
て
い
る
の
は
字
形
だ
か
ら
、
こ
の
こ
と
で
蘇
軾
の
書
は
だ

め
だ
と
い
う

こ
と
を
い
う

の
で
は
な

い
。

単
独
に
文
字
を
取
り

出
し
て
く
る
と
不
安
定
な
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う

と
い
う

こ
と
で

あ
る
。

(24)
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二

一
字
の
上

の
部
分
と
下
の
部
分
の
組
立
て
方

一
字
が
上

の
部
分
と
下
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
文
字
を

い
く

つ
か
拾

っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な

の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
皆
、
上
の
部
分
に
対
し
て
下
の
部
分
が
中
心
線
よ

り
少
し
右
に
寄

っ
て
い
る
。

こ
れ
と
反
対
に
、
下
の
部
分
が
左

に

寄

っ
て

い
る

の
を

挙

げ

て

み
よ

う

と

思
う

が
、

こ

れ

は

な

か

な

か

見

つ
か

ら

な

い
。
や

っ
と

次

の
三

例

を

捜

し

出

し

て
き

た
。

ま

た
、

「
黄

州

寒

食

詩

巻

」

か

ら

、

拾

い
出

し

て

見

よ

う

。

(25)
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こ
う
見
て
く
る
と
、
下
の
部
分
を
少
し
右
に
寄
せ
た
方
が
随

分
安
定
感
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
書
き
方
が
字
形
の
安

定

の
た
め
に
重
要
な
の
で
、
先

の
外
形
の
所
で
出
た
〔

]型
の

こ

と

も

こ
れ

と

同

系

で
あ

る
。

先

の

「
有

」

「
寂

」

「
深

」

(
「
集

王

聖

教

序

」
)
の
字

を

王

羲

之

に

失
礼

し

て
少

々

い
じ

く

っ
て

み

た
。

(
下

段

の
字

)

「有

」
「
寂

」
の
下

の
部

分

を

少

し

右

に

、
「
深

」
の
わ

か

ん

む

り

を

や

や

左

に

動

か

し

て

み

た
。

字

形

が
変

わ

り

安

定

感

も

違

っ

た

よ

う

に
見

え

る

と

思

う

。

も

う

一
つ
付

け

加

え

れ

ば

、

縦

画

、

特

に

一
字

の
中

央

か

ら

右

に

あ

る
縦

画

も

、

下

の
方

を

少

し

右

に

寄

せ

る

書

き

方

が
よ

い

と

い

え

る

。

た
だ
し
、
「集
王
聖
教
序
」
に
お
い
て
は
、
王
羲
之
の
後

の
人
、

僧
懐
仁
が
羲
之
の
文
字
を
集
め
、
配
列
し
た
も
の
だ
か
ら
、
配

列
に
は
羲
之
は
手
を
下
し
て
い
な

い
。
字

の
置
き
方
に
よ

っ
て

は
、
字
の
傾
き
、
縦
画
の
向
き
も
変
わ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
以
上
、
縦
画
に
つ
い
て
は
触
れ
な

い
方
が
よ

い
と
思
う
。

こ
こ
で
、
字
形
に
つ
い
て
ま
と
め
を
付

け
て
お
き
た
い
と
思

・つ
。点

画
を
書
く
場
合
、
横
画
を
書
く
の
は
比
較
的
に
容
易
で
あ

る
。
筆
の
持
ち
方
や
、
書
く
位
置
、

つ
ま
り
、
自
分
の
体
の
真

正
面
で
書
く
か
、
少
し
右
の
位
置
で
書
く

か
に
よ
り
、
右
上
が

り
の
度
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
書
く
速

さ
、
筆
圧
の
か
け
方

な
ど
に
よ

っ
て
線

の
質
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
点
画
の
中

で
は
横
画
が

一
番
、
筆
使

い
に
無
理
が
な
く
、
手
の
動
き
に
も
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合

っ
た

書

き

方

が

で
き

る

も

の

で
あ

る
。

そ

し

て

そ
う

い
う

書

き

方

を

し

た
線

は

よ

い
線

だ

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

と

こ

ろ

が

、
縦

画

を

書

く
時

、
手

の
動

き

に

任

せ

て
書

く

と

、

自

然

に

下

の
方

が
左

に

寄

り

が
ち

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

筆
・を

持

た
な
ご
こ
ろ

つ
手

の
傾
き
に
も
よ
る
。

掌

を
下
に
向
け
、
筆
を
垂
直
に
持

つ
と
比
較
的
に
垂
直
に
書
け
る
が
、
や
や
掌
を
左
に
向
け
、
筆

を
少
し
右
に
傾
け
た
形
で
縦
画
を
書
く
と
、
下
の
方
が
左
に
寄

る
傾
向
が
出
て
く
る
。

王
羲
之
は
ど
の
よ
う
に
筆
を
持

っ
て
書

い
た
か
分
か
ら
な

い

が
、
縦
画
に
つ
い
て
は
、
往
々
に
し
て
書
き
や
す
さ
と
形
の
よ

さ
、
安
定
感
が

一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、

一
字
を
構
成
す
る
上
の
部
分
と
下
の
部
分
に
つ
い
て

も
、
縦
画
の
下
の
方
が
左
に
寄
り
が
ち
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
下
の
部
分
が
左
に
寄
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
う

い
う

字
は
不
安
定
で
、
右
に
倒
れ
そ
う
な
感
を
抱
か
せ
る
。

そ
こ
で
、
字
形
を
整
え
る
の
に
は
、
書
き
や
す
さ
を
多
少
犠

牲
に
し
て
も
、
形
の
美
し
さ
、
安
定
感
を
と
る
必
要
が
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
れ
ば
、
外
形
も

「中
」
や

「
寸
」
と

い
う
よ
う
な
字
は
別
と
し
て
、
自
然
と
右
下

の
部
分
が
右
に
張

り
出
す
よ
う
な
形
に
な
る
こ
と
も
理
を
得

て
お
り
、
以
上
の
三

者
は
字
形
を
整
え
る
た
め
の

一
連
の
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と

も
理
解
で
き
る
と
思
う
。

(27)


