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概
要

　

王
羲
之
晩
年
の
代
表
作
に
し
て
、
書
道
史
上
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
。
行
書

学
習
に
お
い
て
は
、
必
ず
押
さ
え
る
べ
き
古
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

二
十
八
行
、
三
百
二
十
四
字
。
原
跡
は
存
在
せ
ず
、
い
く
つ
か
の
優
れ
た
複
製
本

に
よ
っ
て
、
書
法
の
妙
を
学
ぶ
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
ま
た
、
原
跡
の
真
偽
や
複

製
本
の
伝
来
な
ど
を
巡
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
議
論
が
あ
り
、
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

作
品
の
由
来
と
内
容

　

東
晋
の
永
和
九
年
（
三
五
三
）
三
月
三
日
、
右ゆ

う

軍ぐ
ん

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

・
会か

い

稽け
い

内な
い

史し

で
あ
っ
た

王
羲
之
の
呼
び
か
け
で
、
会
稽
山
陰
の
蘭
亭
（
現
在
の
浙
江
省
紹
興
県
）
に
、
謝し

ゃ

安あ
ん

、
謝し

ゃ

万ま
ん

、
孫そ

ん

綽し
ゃ
く

ら
四
十
一
人
の
名
士
が
招
か
れ
た
。
彼
ら
は
祓ふ

っ

禊け
い

（
み
そ
ぎ
）

の
礼
を
行
っ
た
後
、
曲き

ょ
く

水す
い

の
宴
と
い
う
詩
会
を
催
し
た
。
こ
の
席
で
得
ら
れ
た
羲

之
以
下
二
十
七
人
の
詩
が
詩
集
に
ま
と
め
ら
れ
、
序
文
を
王
羲
之
が
書
い
た
。
そ

の
草
稿
が
「
蘭
亭
序
」
の
原
跡
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
文
は
、
ま
ず
、
蘭
亭
に
諸
賢
が
集
い
、
お
お
い
に
交
歓
す
る
華
や
い
だ
さ
ま

を
記
す
。
続
い
て
、
王
羲
之
は
自
ら
の
死
生
観
に
つ
い
て
打
ち
明
け
る
。
達
観
し

て
生
死
を
一
元
化
す
る
こ
と
な
ど
自
分
に
は
到
底
で
き
な
い
と
、
移
ろ
い
ゆ
く
生

へ
の
哀
感
を
訴
え
、
後
世
へ
の
思
い
を
述
べ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
既
に
官
界

を
引
退
し
、
自
適
の
生
活
に
転
じ
て
い
た
王
羲
之
で
あ
っ
た
が
、
内
面
の
不
安
と

向
き
合
う
日
常
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　
「
蘭
亭
序
」
の
原
跡
は
流
転
を
経
て
、
唐
代
に
は
民
間
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
王

羲
之
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
初
唐
の
太
宗
が
苦
心
の
末
に
こ
れ
を
入
手
し
、
そ
の
複

製
の
制
作
に
取
り
組
ん
だ
。
や
が
て
、
そ
の
死
去
に
伴
い
、
原
跡
は
昭
陵
に
随
葬

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
詳
細
は
本
書
48
・
49
ペ
ー
ジ
「
受
け
継
が
れ
て
き

た
蘭
亭
序
」
参
照
）。
今
日
の
「
蘭
亭
序
」
の
学
習
は
、
こ
の
唐
代
の
複
製
を
基

本
に
行
わ
れ
て
い
る
。

概
要

　

王
羲
之
は
、
東
晋
の
名
門
・
琅ろ

う

邪や

王
氏
の
出
身
で
、
不
安
定
な
政
治
情
勢
の
中
、

官
途
を
歩
ん
だ
。
生
卒
は
諸
説
あ
る
が
、
東
晋
の
大
安
二
年
（
三
〇
三
）
～
升
平

五
年
（
三
六
一
）
説
が
比
較
的
支
持
さ
れ
て
い
る
。
字
は
逸い

っ

少し
ょ
う

、
官
名
に
よ
っ
て

王
右
軍
と
も
よ
ば
れ
る
。
琅
邪
臨り

ん

沂ぎ

（
山
東
省
）
の
人
。
王お

う

曠こ
う

の
子
。
東
晋
建
国

の
際
、
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
王お

う

導ど
う

や
王お

う

敦こ
う

は
父
の
従
兄
弟
に
当
た
る
。

　

王
羲
之
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
一
門
の
逸
材
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
、
二
十
代

の
半
ば
か
ら
仕
官
し
た
。
咸
和
九
年
（
三
三
四
）
に
征
西
将
軍
・
庾ゆ

亮り
ょ
う

に
迎
え
ら

れ
、
武
昌
（
湖
北
省
）
の
参
軍
、
転
じ
て
長
史
と
な
る
。
し
か
し
、
数
年
の
う
ち

に
頼
り
と
す
る
有
力
者
を
失
い
、
江
州
（
江
西
・
湖
北
省
）
刺
史
と
し
て
の
任
期

を
終
え
る
と
、
官
を
離
れ
て
都
に
戻
っ
た
。
や
が
て
旧
知
の
殷い

ん

浩こ
う

に
勧
め
ら
れ
て

護
軍
将
軍
の
勅
命
を
受
け
、
つ
い
で
宣
城
郡
（
安
徽
省
）
へ
の
着
任
を
申
し
出
た

が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、右
軍
将
軍
の
位
で
会
稽（
浙
江
省
）内
史
と
な
っ
た
。
以
後
、

徳
政
に
よ
っ
て
こ
の
地
で
お
お
い
に
功
績
を
あ
げ
る
が
、
王
羲
之
自
身
は
、
武
人

と
し
て
中
原
回
復
の
任
に
就
く
こ
と
へ
の
思
い
が
強
く
、
北
方
情
勢
へ
の
関
心
が

衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
官
吏
と
し
て
の
王
羲
之
は
「
骨こ

っ

鯁こ
う

」
と
も

評
さ
れ
、
妥
協
を
許
さ
な
い
一
本
気
な
面
が
勝
っ
て
い
た
が
、
会
稽
に
赴
任
し
て

か
ら
は
道
教
へ
の
傾
倒
を
強
め
る
な
ど
内
面
に
も
変
化
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
永
和
十
一
年
（
三
五
五
）
に
は
、
自
ら
会
稽
内
史
を
辞
し
、
官
界
を
去
る
。

五
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
以
後
、
よ
り
道
家
的
な
生
活
を
志
向
し
、
会
稽
の
山
水
を

愛
で
な
が
ら
服
食
（
仙
薬
を
服
用
す
る
こ
と
）
養
生
し
、
名
士
、
道
家
と
交
わ
り

自
適
の
暮
ら
し
を
送
っ
た
。

　

そ
の
書
は
在
世
時
か
ら
評
価
が
高
く
、
本
人
も
自
負
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
、
誰
に
師
承
し
た
の
か
、
何
を
習
っ
た
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

一
説
に
は
、
衛え

い

鑠し
ゃ
く

（
衛
夫
人
）
や
王
曠
に
師
事
し
た
と
い
う
が
、
根
拠
は
な
い
。

ま
た
、
自
身
が
書
に
つ
い
て
言
及
し
た
尺
牘
も
非
常
に
少
な
く
、
能
書
と
し
て
の

人
生
を
知
る
に
は
材
料
が
乏
し
い
。
た
だ
、「
書
聖
」
と
し
て
傑
出
し
た
存
在
と

な
る
の
は
後
世
の
こ
と
で
あ
り
、
同
時
代
に
お
い
て
は
代
表
的
能
書
の
一
人
と
い

う
位
置
づ
け
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
だ
。

王
羲
之
の
ほ
か
の
作
品

　

王
羲
之
の
真
跡
は
今
日
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
伝
世
の
複
製
類
は
尺
牘
類
を
含

め
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
書
を
中
心
に
数
点
の
み
紹
介
す
る
。

⃝

「
集し

ゅ
う

王お
う

聖し
ょ
う

教ぎ
ょ
う

序じ
ょ

」
…
…
唐
の
咸
亨
三
年
（
六
七
二
）
成
立
。
集
王
碑
と
は
、
王

羲
之
の
筆
跡
か
ら
文
字
を
集
め
て
銘
文
を
作
り
、
碑
石
に
刻
し
た
も
の
で
、
本

作
が
最
初
と
さ
れ
る
。
文
字
が
不
ぞ
ろ
い
で
は
あ
る
が
、
王
羲
之
の
墨
跡
を
根

拠
と
す
る
た
め
、
格
別
の
価
値
が
あ
る
。
玄げ

ん

奘じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

が
イ
ン
ド
か
ら
多
く
の

仏
典
を
持
ち
帰
り
、
そ
れ
ら
を
漢
訳
し
た
功
績
を
称
え
て
、
長
安
の
興こ

う

福ふ
く

寺じ

内

に
立
て
ら
れ
た
。
原
石
は
西
安
碑
林
博
物
館
に
現
存
す
る
。
な
お
、
興
福
寺
断だ

ん

碑ぴ

（
唐
・
七
二
一
年
頃
）
も
行
書
に
よ
る
集
王
碑
の
逸
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。

⃝

「
姨い

母ぼ

帖じ
ょ
う

」
…
…
王
羲
之
早
年
の
作
と
さ
れ
る
尺
牘
（
手
紙
）。
唐
の
則
天
武

后
の
と
き
に
、
王
氏
一
族
の
書
を
集
め
て
編
集
さ
れ
た
『
万ば

ん

歳ざ
い

通つ
う

天て
ん

進し
ん

帖じ
ょ
う

』
の

帖
首
に
収
め
ら
れ
る
。
墨
跡
本
の
模
本
が
遼
寧
省
博
物
館
に
伝
わ
る
。

⃝

「
奉ほ

う

橘き
つ

帖じ
ょ
う

」
…
…
王
羲
之
の
尺
牘
、「
平へ

い

安あ
ん

帖じ
ょ
う

」「
何か

如じ
ょ

帖じ
ょ
う

」「
奉ほ

う

橘き
つ

帖じ
ょ
う

」
の
三

通
を
一
紙
に
搨と

う

模も

（
双そ

う

鉤こ
う

塡て
ん

墨ぼ
く

）
し
た
も
の
。
三
帖
と
も
に
行
書
を
中
心
と
す

る
。
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
。

⃝

「
喪そ

う

乱ら
ん

帖じ
ょ
う

」
…
…
王
羲
之
晩
年
の
も
の
と
さ
れ
る
尺
牘
。
卓
越
し
た
書
法
美
、

高
度
な
搨
模
技
術
、
保
存
状
況
の
よ
さ
に
お
い
て
、
王
羲
之
の
墨
跡
本
中
の
首

座
を
占
め
る
。
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
。

※
そ
の
ほ
か
、『
淳じ

ゅ
ん

化か

閣か
く

帖じ
ょ
う

』
を
は
じ
め
と
す
る
集
帖
に
、
行
書
の
尺
牘
が
多
数

収
め
ら
れ
て
い
る
。

指
導
上
の
留
意
点

⃝

導
入
期
の
生
徒
は
、行
書
を
単
に
楷
書
の
速
書
き
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
王
羲
之
の
書
法
は
、
一
貫
し
た
筆
脈
の
中
、
微
妙
な
点
画
の
均
衡
で
各

字
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
楷
書
と
は
別
の
原
理
が
貫
か
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な

文
字
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、こ
の
点
を
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
い
。

⃝

「
蘭
亭
序
」
の
臨
書
・
鑑
賞
を
通
し
て
、
前
項
で
確
認
し
た
行
書
の
特
性
を
体

得
さ
せ
た
い
。
点
画
の
連
続
、
点
画
の
省
略
、
筆
順
の
変
化
な
ど
が
、
筆
脈
の

の
中
、結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
指
導
し
た
い
。

⃝

「
蘭
亭
序
」
は
、
王
羲
之
の
尺
牘
類
と
比
べ
、
変
化
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
教

科
書
掲
載
の
全
図
（
教
科
書
37
～
41
ペ
ー
ジ
）
を
活
用
し
、揮
毫
の
流
れ
に
沿
っ

て
刻
々
と
変
化
す
る
自
在
の
書
法
を
、
広
い
視
野
で
確
認
さ
せ
た
い
。

⃝

教
科
書
36
ペ
ー
ジ
の
「
天
朗
気（
氣
）
清
」
を
臨
書
す
る
前
に
、
気
づ
い
た
こ

と
を
発
表
さ
せ
る
と
よ
い
。「
天
」
の
第
三
画
目
の
起
筆
の
位
置
、「
朗
」
の
偏

の
大
き
さ
、「
気（
氣
）」
の
「
米
」
部
の
左
方
へ
の
広
が
り
、「
清
」
の
旁
の

バ
ラ
ン
ス
（
上
が
大
き
く
中
心
が
右
に
あ
る
点
）
な
ど
、
生
徒
が
中
学
校
ま
で

に
学
習
し
て
き
た
常
識
と
は
、大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。「
蘭
亭
序
」の
中
で
、

同
様
の
書
法
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
指
摘
さ
せ
る
な
ど
、
応
用
的
な
指
導
も

工
夫
し
た
い
。


