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王
義
之
は
な
ぜ

「
書
聖
」

で
あ
り
続
け
る
の
か
？

松

キナ

茂

格I

は
じ
め
に

中
園
、
東
晋
の
書
法
家
・
王
義
之
（
三
O
三
1
三
六
一
／
異
説
あ
り
）
は
、
古
来
、
「
書
聖
」
と
し
て
尊
ば
れ
、
現
在
も
、
そ
の
書
は
学
書
者

の
典
範
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
王
義
之
が
「
書
聖
」
に
な
り
得
た
理
由
は
、
お
お
む
ね
、
以
下
の
二
点
に
集
約
で
き
よ
う
。

①
 

②
唐
の
太
宗
皇
帝
に
推
賞
さ
れ
た
。

た
だ
、
こ
の
二
点
は
、
王
義
之
が
「
書
聖
」
に
な
り
得
た
理
由
で
は
あ
っ
て
も
、
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
理
由
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

構
・
行
・
草
の
三
書
体
を
芸
術
的
に
完
成
さ
せ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
①
・
②
は
前
人
未
到
の
大
業
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
前
人
未
到

の
大
業
も
、
時
間
を
経
れ
ば
淘
汰
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
淘
汰
に
耐
え
、
し
か
も
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
書
に
、

グ
氷
遠
の
新
し
さ
H

の
よ
う
な
も
の
も
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
『
抱
朴
子
』
に
は
呉
の
皇
象
・
貌
の
胡

昭
が
、
『
梁
書
』
に
は
梁
の
王
志
が
「
書
聖
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
彼
ら
が
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
て
い
な
い
の
は
、

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
の
か
？
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一
三
四

こ
う
い
っ
た
も
の
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
す
が
に
、
唐
の
孫
過
庭
は
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
で
、

『
書
譜
」
の
中
で
、
王
義
之
の
書
が
習
い
続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

古
法
に
か
な
い
な
が
ら
も
、

今
に
通
じ
て
い
る
。

か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
孫
過
庭
は
、
「
今
に
通
じ
て
い
る
」
理
由
ま
で
は
述
べ
て
く
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
王
義
之
を
正
統
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た

孫
過
庭
は
、
こ
の
理
由
を
あ
か
ら
さ
ま
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る

（
後
で
も
述
べ
る
が
、
こ
ん
な
人
は
多

く
い
た
）
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
王
義
之
が
正
統
的
な
書
法
家
で
な
い
と
言
う
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
う
、
実
は

王
義
之
は
、
そ
れ
以
前
の
書
法
史
か
ら
見
る
と
、
決
し
て
正
統
的
な
書
法
家
で
は
な
く
、
極
め
て
革
新
的
な
書
法
家
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
革

新
的
要
素
が
な
け
れ
ば
、
唐
代
に
あ
っ
て
も
「
今
に
通
じ
て
い
る
」
は
ず
が
な
い
。
で
は
、
そ
の
革
新
的
要
素
と
は
何
な
の
か
？

本
稿
で
は

そ
の
内
の
い
く
つ
か
を
提
示
し
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
王
義
之
の
H

永
遠
の
新
し
さ
H

を
理
解
す
る
糸
口
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
ず
、

ひ
い
て
は
、
王
義
之
が
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
理
由
の
一
端
を
窺
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一、
J
氷
遠
の
革
新
者
a

ま
ず
、
結
論
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
先
に
述
べ
て
お
い
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
。
筆
者
は
、
王
義
之
を
グ
水
遠
の
革
新
者
H

だ
と
考
え
て
い

る
O

H

永
遠
の
革
新
者
H

は
、
当
然
、
今
も
革
新
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
義
之
は
H

小
手
先
H

を
使
っ
て
書
い
た
書
法
家
で
あ
る
か
ら
だ
。

書
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
H

小
手
先
H

を
使
っ
て
書
く
ー
と
い
う
言
葉
に
、
お
お
む
ね
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
だ
ろ
う

（
も
と
よ
り
仮
名
書
法
は
別
で
あ
る
）
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
H

小
手
先
H

ど
こ
ろ
か
、
腕
で
書
く
の
も
本

当
は
良
く
な
い
、
体
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
ー
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
明
治
の
大
家
・
日
下
部
鳴
鶴
ら
が
、



懸
腕
法
や
廻
腕
法
と
い
っ
た
方
法
で
、
筆
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
、
体
で
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
方
法
は
、
鳴
鶴
が
師
と
仰

い
だ
清
の
楊
守
敬
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
、
中
固
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
中
国
で
も
H

小
手
先
H

を
使
っ
て
書
く
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。

こ
の
よ
う
に
、
今
で
も
厳
然
と
し
た
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
H

小
手
先
H

を
使
っ
て
書
く
と
い
う
行
為
を
、
王
義
之
は
初
め
て
や
り
、

そ
れ
を
典
型
と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
正
統
を
踏
み
外
し
た
行
為
で
あ
っ
た
。
王
義
之
生
存
当
時
も
、

そ
し
て
今
も
、

で
あ
る
。
こ
の
「
そ
し
て
今
も
」
が
重
要
な
の
だ
。
今
で
も
王
義
之
書
法
は
、
決
し
て
正
統
派
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
王
義

之
は
グ
水
遠
の
革
新
者
H

た
り
得
る
の
だ
と
思
う
。

一、
「
偏
鋒
」
の
導
入

H

小
手
先
H

を
使
っ
て
書
く
と
は
、
筆
を
倒
し
て
書
い
た
り
、

ス
ナ
ッ
プ
を
き
か
せ
、
緩
急
な
ど
の
変
化
を
つ
け
て
書
い
た
り
す
る
こ
と
を
こ

こ
で
は
言
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
王
義
之
以
前
に
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
「
筆
を
倒
し
て
書
い
た
」
と
い
う
側
面
に
注
目

し
て
み
よ
う
。

最
も
古
い
書
体
で
あ
る
豪
書
が
通
行
書
体
で
あ
っ
た
時
代
は
、
右
手
に
筆
を
、
そ
し
て
左
手
に
木
簡
・
竹
簡
を
持
っ
て
書
く
の
が
普
通
で
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
筆
先
と
木
簡
・
竹
簡
の
表
面
が
垂
直
に
な
る
よ
う
、
右
手
と
左
手
で
自
然
な
調
整
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
当
時
の

遺
物
か
ら
も
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
筆
の
先
が
、
書
か
れ
た
線
の
中
央
を
進
ん
で
い
た
わ
け
だ
。
こ
れ
は
隷
書
が
通
行
書
体
に
な
っ
て
か
ら
も
同

様
で
あ
る
。
だ
が
、
木
簡
・
竹
簡
に
代
わ
り
、
紙
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
紙
は
机
上
に
置
か
れ
、
筆
だ
け
が
動
く
よ
う
に
な
っ
て
、

以
前
の
よ
う
な
自
然
な
調
整
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
長
年
の
習
慣
は
根
本
的
に
は
改
変
さ
れ
ず
、
紙
を
巻
い
て
、
木
簡
・

竹
筒
時
代
の
よ
う
に
左
手
に
持
っ
て
書
く
者
、
そ
し
て
、
紙
は
机
上
に
広
げ
る
が
、
筆
は
あ
く
ま
で
紙
に
垂
直
に
な
る
よ
う
に
し
て
書
く
者
の

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
の
か
？

五
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ど
ち
ら
か
し
か
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ち
な
み
に
、
改
ま
っ
た
手
紙
を
書
く
際
、
巻
紙
を
左
手
に
持
っ
て
書
く
習
慣
は
、
前
者
の
名
残
で
あ
ろ

、
「
ノ
。

た
だ
、
紙
の
性
質
上
、
後
者
、

つ
ま
り
机
上
に
広
げ
て
書
く
方
が
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
が
普
及
す
る
と
、
か
た
く
な
に
筆
を
垂
直
に
せ
ず
、

ほ
ほ
四
十
五
度
の
角
度
を
つ
け
、
無
理
な
く
書
こ
う
と
す
る
者
も
現
れ
る
。
だ
が
、
角
度
を
つ
け
る
と
、
筆
の
先
が
書
か
れ
た
線
の
上
部
を
進

む
こ
と
に
な
り
、
な
お
か
つ
線
の
最
初
と
最
後
が
ギ
ザ
ギ
ザ
と
汚
く
な
る
の
で
、
起
筆
で
ト
ン
と
整
え
、
送
筆
で
ス
！
と
線
を
引
き
、
収
筆
で

も
ト
ン
と
整
え
る
、

い
わ
ゆ
る
三
過
節
が
発
生
す
る
。
そ
の
上
、
右
手
だ
け
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
肩
一
を
支
点
と
す
る
コ
ン
パ
ス
運

動
と
な
り
、
左
か
ら
右
に
線
を
引
け
ば
、
お
の
ず
と
右
上
が
り
に
な
る
。
こ
れ
が
椅
書
の
始
ま
り
で
あ
り
、
隷
童
日
を
速
書
き
の
た
め
に
簡
略
化

し
た
草
書
や
、
可
読
性
を
求
め
て
簡
略
化
を
お
さ
え
た
行
書
も
、
こ
の
三
過
節
、
右
上
が
り
の
流
れ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
。

こ
れ
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
流
れ
は
、
葉
書
以
来
の
垂
直
書
写
の
伝
統
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
大

い
な
る
革
命
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
を
成
功
に
導
い
た
の
が
王
義
之
な
の
だ
と
思
う
。

つ
ま
り
、
彼
は
、
そ
れ
ま
で
伝
統
の
重
み
を

前
に
し
て
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
お
そ
ら
く
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
、
そ
し
て
試
行
錯
誤
的
に
の
み
行
わ
れ
て
い
た
筆
に
角
度
を
つ
け
る
こ
と
、

つ
ま
り
「
偏
鋒
」
（
ま
た
は
「
側
鋒
」
「
側
筆
」
）
と
呼
ば
れ
る
執
筆
法
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

図
1
は
、
王
義
之
生
存
当
時
の
三
一
一
八
1
三
三
O
年
頃
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
李
柏
文
書
」
で
あ
る
が
、
角
度
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い

起
筆
や
、
均
質
な
線
か
ら
、
ほ
ほ
「
正
鋒
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
図
2
は
、
王
義
之
の
若
書
き
と
さ
れ
る
「
嬢
母
帖
」

で
、
こ
れ
も
基
本
的
に
は
「
正
鋒
」
だ
。
と
こ
ろ
が
、
王
義
之
の
代
表
作
の
数
々
は
、
ほ
と
ん
ど
「
偏
鋒
」
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
図

3
と
し
て
、
模
本
（
王
義
之
の
真
跡
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
）

の
中
で
も
、
と
り
わ
け
優
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
「
喪
乱
帖
」
を
あ
げ
て
お
こ

ぅ
。
こ
う
い
っ
た
線
質
は
、
筆
を
ま
っ
す
ぐ
立
て
て
書
い
て
い
て
は
到
底
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
主
義
之
は
、
若
い
頃
は
周
囲
と

同
じ
く
、
基
本
的
に
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

い
つ
し
か
「
偏
鋒
」
で
書
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
筆
先
が
線
の

上
部
を
通
る
こ
と
か
ら
来
る
、
線
の
表
情
の
変
化
や
、
右
上
が
り
か
ら
来
る
、
複
雑
な
形
態
バ
ラ
ン
ス
を
も
、
新
書
体
で
あ
る
草
書
・
行
書
・



図

「
李
柏
文
書
」

王
義
之
は
な
ぜ

「
書
砲
－
乙
で
あ
り
続
け
る
の
か
？

図
2 

王
義
之
「
嬢
母
帖
」
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人

図
3 

王
義
之
「
喪
乱
帖
」

図
4 

沈
予
黙
の
執
筆



棺
書
に
生
か
し
て
書
き
、

一
代
で
そ
の
典
型
ま
で
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
「
楢
・
行
・
草
の
三
書
体
を
芸
術
的
に
完
成
さ
せ
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
論
旨
を
肯
定
し
て
い
た
だ
け
る

な
ら
、
王
義
之
が
ま
ず
「
書
聖
」
に
な
り
得
た
理
由
の
一
つ
は
、
彼
が
「
偏
鋒
」
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
。

ュ
、
無
理
や
り
「
正
統
」
に

だ
が
、
「
偏
鋒
」
と
は
、
「
正
鋒
」
（
ま
た
は
「
中
鋒
」
「
蔵
鋒
」
）

つ
ま
り
築
書
以
来
の
伝
統
的
執
筆
法
の
対
義
語
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
正
」

の
対
極
に
あ
る
執
筆
法
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

て
い
た
ら
し
い
。
明
末
清
初
の
但
後
暗
『
但
氏
雑
著
筆
法
」
（
崖
爾
平
選
編
点
校
『
明
清
書
法
論
文
選
』
・
一
九
九
四
・
上
海
書
店
所
収
）
に

一
目
瞭
然
で
は
あ
っ
て
も
、
ど
う
や
ら
書
論
の
世
界
で
は
、
こ
れ
に
触
れ
る
の
は
タ
ブ
ー
と
な
っ

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

王
義
之
、
王
献
之
父
子
の
書
は
、
み
な
中
鋒
で
は
な
い
が
、
古
人
は
い
ま
だ
見
破
っ
て
お
ら
ず
、
は
っ
き
り
言
い
放
っ
て
い
な
い
。
こ
の

世
に
規
準
が
で
き
て
以
来
、
み
な
が
二
人
を
こ
の
道
の
神
品
に
推
し
て
、
千
年
に
な
る
と
い
う
が
、
偏
鋒
で
書
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
、
著
作
の
誤
り
な
の
か
？

ど
う
や
ら
、
少
な
く
と
も
但
後
謄
は
、
王
義
之
が
「
偏
鋒
」
で
書
い
て
い
る
と
す
る
著
作
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い

な
い
も
の
か
、
も
し
く
は
「
著
作
の
誤
り
」
、

つ
ま
り
王
義
之
が
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
る
と
し
て
い
る
も
の
し
か
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
し

、、
。

王
義
之
が
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
る
と
す
る
論
は
多
く
あ
り
、
後
で
紹
介
す
る
が
、
近
代
に
な
っ
て
も
存
在
し
続
け
て
い
る
。
だ
が
、
前
述

の
通
り
、
王
義
之
が
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
た
な
ら
、
そ
も
そ
も
王
義
之
は
「
書
聖
」
に
な
り
得
て
い
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
「
書
聖
」
に
な
っ

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
の
か
？

九



四
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た
た
め
に
、
後
世
の
書
論
家
は
、
王
義
之
を
「
正
統
」
に
位
置
付
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
豪
書
以
来
の
「
正
鋒
」
で
書
い
た
こ

と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
観
て
も
早
年
期
以
外
の
王
義
之
の
書
は
「
偏
鋒
」
で
書
か
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、

苦
し
紛
れ
に
（
？
）
「
偏
鋒
」
を
ま
じ
え
た
と
い
う
こ
と
に
す
る
人
も
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
、
興
味
深
い
二
篇
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
明
の
湯
臨
初
「
書
指
」
（
前
出
『
明
清
書
法
論
文
選
』
所
収
）
巻
上
の
一
節
で
あ
る
。

今
、
二
王
（
王
義
之
・
王
献
之
）
の
筆
を
下
ろ
し
た
部
分
を
観
る
と
、
側
鋒
で
、
外
に
向
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
わ
か
っ
て
い
な
い
者

う

る

わ

か

た

む

は
、
た
だ
「
側
鋒
で
も
っ
て
析
し
さ
を
得
て
い
る
」
と
言
う
ば
か
り
で
、
＼
筆
を
下
ろ
す
際
に
少
し
偏
け
る
の
は
、
ま
さ
に
正
鋒
の
及
ば
な
い

と
こ
ろ
を
補
っ
て
い
る
に
か
ら
で
あ
り
、
ほ
ど
な
く
し
て
正
鋒
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
時
に
は
一
画
全
て
が
偏
鋒
と
い
う
の
も

あ
る
が
、
続
け
て
正
鋒
が
承
け
、

い
わ
ゆ
る
奇
を
出
し
て
変
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ま
さ
か
ち
ょ
っ
と
試
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ

な
い
。
も
し
側
筆
が
専
ら
耕
し
さ
を
得
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
蔵
鋒
の
書
に
は
何
一
つ
姿
態
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
い

い
の
か
？

次
に
、
清
の
朱
和
藁
『
臨
池
心
解
』
（
『
歴
代
書
法
論
文
選
』
・
一
九
七
九
・
上
海
書
画
出
版
社
所
収
）
の
一
節
を
あ
げ
る
。

正
鋒
は
勤
さ
を
得
、
側
筆
は
如
し
さ
を
得
る
。
王
義
之
の
書
で
あ
る
「
蘭
亭
序
」
は
、
折
し
さ
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
時
と
し
て
側

そ
ば

筆
を
ま
じ
え
て
い
る
。
私
は
い
つ
も
、
秋
の
鷹
が
兎
を
捕
ら
え
る
の
に
、
ま
ず
空
中
で
旋
回
し
、
そ
の
後
に
翼
を
側
だ
て
、
身
を
ひ
る
が
え

を
得
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
悟
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
王
義
之
の
書
を
論
じ
る
者
は
、

し
つ
つ
降
下
し
て
つ
か
む
の
を
見
る
た
び
に
、
書
は
ひ
た
す
ら
筆
を
ま
っ
す
ぐ
に
下
ろ
し
て
も
、
決
し
て
形
の
と
り
か
た
に
よ
っ
て
析
し
さ

い
つ
も
「
驚
が
刻
け
、
鳳
が
霧
ぶ
」
と
称
す

る
の
だ
。

湯
臨
初
の
方
は
「
偏
鋒
」
否
定
論
、
朱
和
葵
の
方
は
「
偏
鋒
」
肯
定
論
で
あ
る
が
、
共
に
「
偏
鋒
」
を
ま
じ
え
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に

は
変
わ
り
が
な
い
。

こ
う
い
っ
た
も
の
を
読
む
と
、
案
外
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
正
鋒
」
に
「
偏
鋒
」
を
ま
じ
え
る
と
は
、



運
筆
の
際
、
筆
を
立
て
る
こ
と
を
基
本
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
し
な
が
ら
、
時
々
筆
を
倒
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
、
こ
ん
な
こ

と
を
王
義
之
が
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
し
、
言
っ
て
い
る
書
論
家
も
や
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
ん
な
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
り
、
あ
え
て
や
っ
た
と
し
て
も
、
と
て
つ
も
な
く
ぎ
こ
ち
な
い
筆
使
い
に
な
る
は
ず
だ
。
こ
ん
な
あ
り
得
な
い
こ
と
を
言
、
つ
の
も
、

王
義
之
を
「
正
統
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

四

「
正
鋒
」
の
た
め
の
執
筆
法

近
代
の
書
法
家
・
沈
ヰ
ア
黙
も
、
王
義
之
を
無
理
や
り
「
正
統
」
に
し
て
い
る
一
人
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
湯
臨
初
や
朱
和
美
と
は
別
の
論
法

を
と
っ
て
い
る
。
「
王
義
之
和
王
献
之
」
（
馬
国
権
編
『
沈
手
黙
論
書
叢
稿
』
・
一
九
八
一
－
一
二
聯
書
店
香
港
分
店
所
収
）
の
一
節
を
見
ょ
う
。

王
義
之
の
成
功
は
、
心
を
打
ち
込
ん
で
古
を
師
と
し
、
古
人
の
真
の
正
し
い
書
法
を
得
、
こ
れ
ら
の
法
則
を
運
用
し
て
、
自
ら
の
新
し
い

ス
タ
イ
ル
を
創
造
し
た
こ
と
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
変
え
る
べ
き
で
な
い
も
の
筆
法
は
固
く
守
り
、
そ
の
変
え
る
べ
き
も
の
｜
形
体

を
で
き
る
だ
け
変
え
た
の
で
あ
る
。

な
ん
と
、
王
義
之
は
「
偏
鋒
」
な
ど
用
い
て
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
王
義
之
の
「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
と
は
、
「
形
体
」
を
変
え

た
だ
け
の
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
が
、
「
偏
鋒
」
を
ま
じ
え
て
い
る
な
ど
と
、
人
を
煙
に
巻
く

よ
う
な
こ
と
を
言
う
よ
り
は
、
わ
か
り
や
す
く
は
あ
る
。

そ
し
て
沈
予
黙
は
、
こ
の
筆
法
を
実
践
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
る
の
だ
。
図
4
は
、
沈
手
黙
の
執
筆
時
の
写
真
で
あ
る
。

こ
の
執
筆
法
は
、

日
本
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
で
は
よ
く
見
か
け
る
。
こ
の
人
差
し
指
を
あ
げ
る
執
筆
法
を
王
義
之
が
始

め
た
「
驚
頭
法
」
と
い
う
人
も
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
違
う
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
清
末
民
初
の
張
之
扉
『
書
法
真
詮
」
（
前
出
『
明
清
書
法
論

文
選
』
所
収
）
「
執
筆
第
五
」
に
も
、

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
の
か
？

四



四

近
頃
の
こ
じ
つ
け
で
最
も
奇
怪
な
の
は
、
王
義
之
が
鷲
烏
を
愛
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
に
執
筆
し
た
と
い
う
も
の
で
、
人
差
し
指
を
鷲
頭

の
よ
う
に
し
、
薬
指
、
小
指
を
鷲
足
の
ひ
ら
で
水
を
か
く
よ
う
に
す
る
ら
し
い
。
な
ら
ば
、
張
旭
が
酒
を
愛
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
執

筆
も
ま
た
酒
査
を
執
り
、
杯
を
執
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
！

」
れ
に
道
理
が
あ
ろ
う
か
。

と
あ
り
、
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
執
筆
法
は
、
「
正
鋒
」
派
の
沈
予
黙
が
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
正
鋒
」

で
書
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
王
義
之
は
「
正
鋒
」
で
書
い
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
。
ど
う
し
て
こ
れ
が
「
正
鋒
」
で
書
く
た
め

の
も
の
で
あ
る
か
は
、
自
分
で
や
っ
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
普
通
に
、
右
手
で
、
人
差
し
指
と
中
指
を
二
本
か
け
て
筆
管
を
持
ち
、
左
手
で

無
理
や
り
筆
管
を
地
面
と
垂
直
に
し
て
み
る
と
、
お
の
ず
か
ら
人
差
し
指
が
あ
が
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
人
差
し
指
を
あ
げ
る
執
筆
法

は
、
垂
直
書
写
、

つ
ま
り
「
正
鋒
」
を
や
り
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
王
義
之
は
人
差
し
指
を
あ
げ
て
、
「
鷲
頭
の
よ
う
に
」
し
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
別
の
意
味
で
の
「
鷲
頭
法
」
は
用
い
て
い
た
と
は
思

ぅ
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
次
の
「
ス
ナ
ッ
プ
を
き
か
せ
、
緩
急
な
ど
の
変
化
を
つ
け
て
書
い
た
」
と
い
う
側
面
の
話
に
な
る
。

五
、
「
鷲
頭
法
」
の
意
義

清
末
民
初
の
銭
振
鎧
『
名
山
書
論
』
（
崖
爾
平
選
編
点
校
『
歴
代
書
法
論
文
選
続
編
』
・
一
九
九
三
・
上
海
書
画
出
版
社
所
収
）
は
、
宋
の

陳
師
道
『
後
山
談
叢
」
の
、

〈
ぴ

王
義
之
は
鷲
烏
を
好
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
屈
曲
す
る
頚
に
倣
っ
た
。
ま
さ
に
こ
れ
を
懸
手
転
腕
と
い
う
の
で

あ
る
。

と
い
う
一
節
を
引
い
た
上
で
、

王
義
之
の
懸
手
を
鷲
頚
に
倣
っ
た
と
す
る
の
は
、
で
た
ら
め
で
あ
る
。



と
述
べ
て
い
る
。
銭
振
鎧
は
「
正
鋒
」
派
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
で
た
ら
め
」
と
い
う
の
は
当
然
で
、
筆
に
角
度
を
つ
け
る
「
偏
鋒
」
で
さ
え
ダ

メ
な
の
に
、
王
義
之
が
鷲
鳥
の
「
屈
曲
す
る
頚
」
に
倣
っ
て
、
手
や
腕
を
く
ね
く
ね
と
動
か
し
て
書
い
た
な
ど
と
い
う
説
に
賛
同
で
き
よ
う
は

、
号
、
為
、
、
。

唱
す
カ
宇
山

du

こ
う
い
っ
た
説
が
あ
る
反
面
、
清
末
民
初
の
徐
謙
『
筆
法
探
微
』
（
前
出
『
歴
代
書
法
論
文
選
続
編
』
所
収
）
は
、

王
義
之
が
鷲
鳥
を
愛
し
た
の
は
、
実
は
鷲
烏
の
水
に
浮
か
び
な
が
ら
足
の
ひ
ら
を
動
か
す
様
子
が
、
運
筆
の
「
導
」
（
筆
管
を
内
側
に
引
く
）
、

「
送
」
（
筆
管
を
外
側
に
押
す
）

の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

と
述
べ
、
少
な
く
と
も
、
王
義
之
が
薬
指
と
小
指
で
「
導
」
、
「
送
」
を
行
い
、
月
小
手
先
H

を
使
っ
て
い
た
こ
と
を
、
驚
烏
に
結
び
付
け
て
肯
定

し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
は
「
頚
」
で
は
な
く
「
足
」
に
倣
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。

そ
し
て
、
「
正
鋒
L

派
で
あ
る
は
ず
の
前
出
・
明
の
湯
臨
初
は
『
室
目
指
』
巻
下
で
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
し
て
い
る
。

世
に
王
義
之
は
鷲
鳥
を
好
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
わ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
書
の
用
筆
は
、
そ
の
力
を
全
て
手

と
腕
に
頼
る
が
、
鷲
鳥
の
身
体
は
、
項
が
な
だ
ら
か
で
滞
ら
な
い
の
で
、
手
を
鷲
頭
に
比
し
、
腕
を
鷲
項
と
し
た
な
ら
、
上
下
術
仰
、
前
後

そ
ぱ

左
右
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
が
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
鷲
鳥
は
、
鳴
く
時
に
は
首
を
高
く
あ
げ
、
視
る
時
に
は
目
を
側
だ
て
、

ふ
と
こ
ろ

羽
づ
く
ろ
い
す
る
時
に
は
、
浅
く
も
深
く
も
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
し
、
砂
の
上
で
眠
る
時
に
は
曲
げ
て
懐
に
収
め
る
。
こ
れ
を
取
っ
て
腕
法

と
し
、
習
熟
し
さ
え
す
れ
ば
、
王
義
之
を
生
き
返
ら
せ
、
直
接
教
え
て
も
ら
え
た
と
し
て
も
、
も
う
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
。
こ

れ
は
あ
な
が
ち
冗
談
で
は
な
い
。

よ
く
わ
か
る
解
説
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
「
正
鋒
」
を
唱
え
な
が
ら
、
王
義
之
が
手
や
腕
を
動
か
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
の
か
？

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
正
鋒
」
派
で
あ
る
清
の
徐
用
錫
『
字
学
札
記
」
（
前
出
『
明
清
書
法
論
文
選
」
所
収
）
「
論
書
法
」
の
次
の
一

節
を
見
れ
ば
わ
か
ろ
う
。

宣
城
の
梅
勿
庵
（
文
鼎
）
先
生
は
、
「
王
義
之
が
鷲
鳥
を
愛
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
頚
が
長
く
、
屈
伸
が
思
い
の
ま
ま
で
、
執
筆
運
腕
に

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
る
の
か
？

四



四
四

筋
骨
を
露
わ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
と
似
て
い
る
か
ら
だ
と
聞
い
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
「
筋
骨
を
露
わ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
は
、
具
体
的
に
は
筆
先
を
露
出
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
、
「
正
鋒
」
に
す
る
た
め

に
手
や
腕
を
動
か
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
「
正
鋒
」
派
の
論
理
を
あ
ま
り
深
く
追
究
し
て
も
意
味
が
な
い
。
も
と
も
と
牽
強
付
会
な
の
で
あ
る
か
ら
。
た
だ
、
「
正
鋒
」
派
も
含

め
て
、
王
義
之
が
「
鷲
頭
法
」
と
い
う
形
で
、
手
や
腕
を
動
か
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
事
実
は
確
認
で
き
た
と
思
う
。
ま
た
、
『
亜
日
書
」

「
王
義
之
伝
」
等
に
は
、
自
ら
の
書
を
驚
鳥
と
交
換
し
た
と
い
う
、
有
名
な
「
換
鷲
」
の
故
事
を
始
め
と
し
て
、
王
義
之
と
鷲
鳥
に
ま
つ
わ
る
記

述
が
多
く
あ
り
、
池
の
鷲
烏
を
王
義
之
が
眺
め
て
い
る
「
王
義
之
観
驚
図
」
も
歴
代
の
画
家
に
よ
っ
て
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
王
義
之
が
鷲
鳥
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
正
鋒
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
新
筆
法
を
創
出
し
た
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
俗

説
に
過
ぎ
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、
も
と
よ
り
、
「
鷲
頭
法
」
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
王
義
之
は
、
「
ス
ナ
ッ
プ
を
き
か
せ
、
緩
急
な
ど
の
変
化
を
つ
け
て
書
い
た
」

の
だ
と
筆
者
は
思
う
。
そ
れ
は
何
よ
り
、
前
出
「
喪
乱
帖
」
な
ど
は
、
手
や
腕
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
、
物
理
的
に
書
け
る
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。

王
義
之
と
顔
真
卿
の
位
置
付
け
の
整
理

以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
王
義
之
は
、
「
偏
鋒
」
と
「
鷲
頭
法
」
を
導
入
し
、
新
書
法
を
打
ち
立
て
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
H

小
手
先
H

で

書
く
こ
と
で
あ
り
、
「
正
統
」
で
は
な
い
の
で
、
築
書
以
来
の
「
正
統
」
を
尊
ぶ
人
に
は
、
実
は
認
め
が
た
い
も
の
な
の
だ
が
、
王
義
之
が
「
書

聖
」
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
無
理
や
り
「
正
統
」
に
位
置
付
け
よ
う
と
、
実
は
い
ま
だ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
や
こ
し
い
こ
と
に

他
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
更
に
や
や
こ
し
く
さ
せ
た
の
が
唐
の
顔
真
卿
の
存
在
で
あ
る
。

よ
く
顔
真
卿
は
、
王
義
之
の
「
正
統
」
に
対
す
る
革
新
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
違
う
と
思
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
杉
村



邦
彦
氏
が
「
顔
真
卿
は
王
義
之
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
」
（
一
九
七
二
初
出
／
『
書
苑
訪
僅
』
・
一
九
八
一
・
二
玄
社
所
収
）

で
、
顔
真

卿
は
同
郷
の
先
輩
で
も
あ
る
王
義
之
の
書
を
忠
実
に
学
ん
で
い
る
こ
と
を
、
そ
っ
く
り
の
字
形
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
証
的
に
証
明
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
杉
村
氏
は
、
全
体
の
印
象
の
違
い
は
、
王
義
之
の
書
が
貴
族
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
顔
真
卿
の
書
が
庶
民
的
で
あ
る

か
ら
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
王
義
之
と
顔
真
卿
の
本
質
的
な
違
い
は
も
っ
と
単
純
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
王
義
之
は
「
偏

鋒
」
「
鷲
頭
法
」
で
書
い
た
が
、
顔
真
卿
は
が
ち
が
ち
の
「
正
鋒
」
で
書
い
た
か
ら
、
線
質
が
根
本
的
に
違
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
顔
真
卿
は
、

杉
村
氏
の
言
う
よ
う
に
王
義
之
を
尊
敬
し
て
お
り
、
そ
の
字
形
は
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
政
治
的
に
も
、
学
問
的
に
も
超
保
守
派
で
あ
っ
た
顔
真
卿
は
、
書
法
に
お
い
て
も
、
か
た
く
な
に
「
正
鋒
」
を
貫
い
て
い
る
わ
け

で
、
こ
う
い
っ
た
立
場
の
人
物
は
「
正
統
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
革
新
者
で
は
決
し
て
な
い
。
た
だ
、
あ
え
て
厳
密
に
言
う
な
ら
、
顔

真
卿
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
「
正
鋒
」
派
で
あ
り
、
牽
強
付
会
を
し
な
が
ら
王
義
之
を
学
び
、
そ
の
結
果
、
幸
い
に
も
独
自
の
ス
タ

イ
ル
を
打
ち
立
て
得
た
書
法
家
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

む
す
び
｜
｜
章
太
炎
の
車
見
に
よ
せ
て
｜
｜

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
論
を
ま
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
、
清
末
民
初
の
章
太
炎
が
、
弟
子
の
在
東
に
与
え
た
手
紙
で
あ
る
「
説
単
鈎
」

（
前
出
『
歴
代
書
法
論
文
選
続
編
』
所
収
）

の
一
節
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

私
は
近
頃
、
単
鈎
で
書
を
作
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
す
で
に
定
着
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
運
筆
が
沈
着
に
な
り
す
ぎ
、
「
天
発
神
識
碑
」
の
意
に

近
く
な
っ
て
、
以
前
の
専
ら
情
趣
を
求
め
て
い
た
も
の
と
は
、

い
さ
さ
か
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
巧
か
ら
拙
に
入
っ
た
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
単
鈎
は
も
と
も
と
豪
書
を
書
く
際
の
正
し
い
方
法
で
す
が
、
今
の
人
は
ほ
と
ん
ど
や
り
ま
せ
ん
。
五
本
の
指
で
筆
を
執
る
の

は
、
実
は
古
法
で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
唐
の
李
陽
泳
や
、
宋
の
徐
鉱
の
書
を
観
る
と
、
ど
う
や
ら
双
鈎
の
み
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

王
義
之
は
な
ぜ
「
書
聖
」
で
あ
り
統
け
る
の
か
？

一
四
五



一
四
六

双
鈎
は
神
韻
を
現
し
や
す
く
、
弱
さ
を
な
く
せ
ま
す
。
単
鈎
は
腕
力
を
現
し
や
す
く
、
演
出
を
な
く
せ
ま
す
。
楢
書
で
は
、
唐
の
欧
陽
詞
・

虞
世
南
・
格
遂
良
・
醇
稜
が
お
そ
ら
く
双
鈎
を
用
い
て
お
り
、
顔
真
卿
は
ま
さ
に
単
鈎
で
す
。
明
人
で
は
、
た
だ
董
其
昌
の
み
が
顔
真
卿
か

ら
学
び
始
め
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ひ
た
す
ら
単
鈎
を
伝
授
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
卓
見
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
、
前
述
し
た
筆
者
の
顔
真
卿
観
も
、
こ
の
論
が
先
に
存
在
す
る
以
上
、
結
果
的
に
、
こ

れ
を
援
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
言
う
「
単
鈎
」
と
は
、
筆
管
に
人
差
し
指
の
み
を
か
け
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
月
小
手
先
H

を
一
切
使
わ
な
い
、
純
然
た
る
「
正

鋒
」
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
「
双
鈎
」
も
、
筆
管
に
人
差
し
指
と
中
指
を
か
け
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
、
王
義
之
の
筆
法
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
ら
し
い
。
章
太
炎
は
、
春
秋
戦
国
時
代
の
古
文
と
い
う
豪
書
の
一

種
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
尊
ぶ
、

い
わ
ゆ
る
古
文
学
派
の
碩
学
で
あ
っ
た
の
で
、
家
主
日
へ
の
こ
だ
わ
り
は
人
一
倍
強
く
、
「
正
統
」
的
な
築
主
目

に
な
ん
と
か
近
づ
き
た
い
と
、
「
単
鈎
」
、

つ
ま
り
「
正
鋒
」
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
章
太
炎
に
し
て
み
れ
ば
、
李
陽
泳
や
徐

鉱
の
築
書
も
、
王
義
之
の
筆
法
が
入
っ
て
お
り
、
「
演
出
L

が
見
え
て
し
ま
う
よ
う
だ
。

章
太
炎
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
中
国
書
法
の
「
正
統
」
中
の
「
正
統
」
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
「
正
鋒
」
を
墨
守
す
る
こ
と
が
、
中
国
書
法
の
「
正
統
」
な
の
だ
。
こ
の
「
正
統
」
意
識
が
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
る
中
で
は
、
庁
小

手
先
H

を
使
っ
て
書
い
た
王
義
之
は
グ
水
遠
の
革
新
者
ω

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
昔
も
今
も
「
正
鋒
」
と
い
う
「
正
統
」
の
重
み
を
背
負

わ
ね
ば
な
ら
な
い
宿
命
を
持
つ
書
法
家
達
に
と
っ
て
、
実
は
「
偏
鋒
」
「
鷲
頭
法
」
で
、
変
幻
極
ま
り
な
い
表
現
を
し
た
王
義
之
は
、
時
代
に
か

か
わ
り
な
く
新
鮮
な
存
在
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
書
の
中
に
H

永
遠
の
新
し
さ
H

を
常
に
見
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
唐
の
太
宗
の
時
代
に
「
書
聖
」
と
な
っ
た
王
義
之
は
、
そ
の
グ
水
遠
の
新
し
さ
H

ゆ
え
に
、
陳
腐
化
す
る
こ
と
な
く
、
淘
汰
の

波
を
常
に
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、
今
も
「
書
聖
」
で
あ
り
続
け
、
習
い
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。


