
全日本書道連盟会報 　第173号 令和７（2025）年３月25日（ 10 ）

　

ま
ず
は
前
半
部
分
、「
王
羲
之
の
眼
差
し
」
で
す
。

ご
紹
介
し
た
い
展
覧
会
が
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
。一
つ
は
、

二
〇
一
三
年
に
開
催
し
た
「
書
聖　

王
羲
之
」
展
、
そ

し
て
も
う
一
つ
は
、二
〇
一
九
年
に
開
催
し
ま
し
た「
顔

真
卿
」
展
で
す
。
私
の
専
門
が
中
国
の
書
と
い
う
こ
と

で
、
中
国
関
係
の
海
外
展
を
、
こ
れ
ま
で
幾
つ
か
担
当

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
二
〇
一
二
年
は
、
北
京
故
宮

の
展
覧
会
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
出
す
総

花
展
で
す
。
二
〇
一
六
年
に
は
、
台
北
故
宮
の
神
品
至

宝
と
い
う
展
覧
会
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
を

出
し
た
総
花
展
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
海
外
展
を
す
る
た
び
に
、
同
僚
に
言
わ

れ
続
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
お
ま
え
が
チ
ー
フ
を

務
め
る
海
外
展
は
、
問
題
が
起
き
な
い
こ
と
が
な
い
」

と
。
北
京
故
宮
展
で
も
台
北
故
宮
展
で
も
、
そ
れ
だ
け

取
り
上
げ
て
三
日
ぐ
ら
い
お
話
が
で
き
る
ぐ
ら
い
、
い

　

ま
ず
、「
王
羲
之
の
眼
差
し
」。
王
羲
之
が
ど
の
よ
う

な
思
い
で
書
に
対
し
て
い
た
の
か
、
王
羲
之
は
書
を
通

し
て
何
を
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
王
羲
之

の
眼
差
し
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
ま
ず
何
と
言
い
ま
し

て
も
信
頼
で
き
る
王
羲
之
の
書
を
集
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
日
本
国
内
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
理
想

を
言
え
ば
海
外
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
資
料
を
集
め
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
日
は
こ
れ
ま
で
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
海
外
展
、
一
つ
は
王
羲
之
展
、
そ
し
て
も

う
一
つ
は
顔
真
卿
展
、
こ
の
舞
台
裏
を
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
後
半
の
「
王
羲
之
へ
の
憧
憬
」。
こ
ち
ら

の
方
は
、
王
羲
之
へ
の
憧
憬
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
ら

幾
ら
で
も
話
題
は
あ
る
の
で
す
が
、
今
日
は
あ
え
て
、

翁
方
綱
と
李
宗
瀚
と
い
う
内
容
で
少
し
ば
か
り
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

令
和
六
年
度
　
　

書

道

講

演

会

令
和
6
年
11
月
7
日

於
・
国
立
新
美
術
館

３

階
講
堂

富  

田  　

  

淳

九
州
国
立
博
物
館
　
館
長

「
王
羲
之
の
眼
差
し
、
王
羲
之
へ
の
憧
憬
」

　

た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
富
田
で
ご
ざ

い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
よ
う
な
華
や
か
な
場
に
お
招
き

い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。

　

今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
は
「
王

羲
之
の
眼
差
し　

王
羲
之
へ
の
憧あ
こ
が
れ憬

」、
と
い
う
こ
と

で
、
少
し
ば
か
り
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
私
、
文
章
を
書
く
こ
と
が
苦
手
で
し
て
、
お

話
を
す
る
こ
と
は
更
に
苦
手
で
、
滑
舌
も
悪
い
の
で
す

が
、
今
日
は
心
を
込
め
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

実
は
、
最
初
か
ら
謝
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
今
日

は
あ
ま
り
学
術
的
な
お
話
で
は
な
く
て
、
も
し
か
す
る

と
ピ
ン
ト
が
外
れ
た
よ
う
な
内
容
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
前
半
で
は
、「
王
羲
之
の
眼
差
し
」
と
い
う
こ
と

で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

富田　 淳 氏
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人
に
作
ら
せ
た
非
常
に
精
巧
な
模
本
で
す
。
コ
ピ
ー
で

す
。
複
製
品
で
す
。
複
製
品
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大

変
に
出
来
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
、
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
の
所

蔵
で
す
。

　

他
に
「
孔
侍
中
帖
」、
前
田
育
徳
会
さ
ん
の
も
の
な

ど
が
あ
り
ま
し
て
、
日
本
に
三
つ
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な

国
宝
級
の
名
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
日
本

で
時
折
展
示
し
ま
す
。
そ
こ
で
王
羲
之
展
で
は
、
海
外

か
ら
こ
の
よ
う
な
双
鉤
塡
墨
の
名
品
中
の
名
品
を
お
借

り
し
よ
う
と
思
い
、
交
渉
を
し
て
き
ま
し
た
。
当
時
、

遼
寧
省
博
物
館
か
ら
、「
万
歳
通
天
進
帖
」
を
お
借
り

し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
王
羲
之
展
は
毎
日
新
聞

社
さ
ん
の
主
催
で
、
毎
日
新
聞
社
さ
ん
は
中
国
と
太
い

パ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
当
時
の
遼
寧
省
博
物
館
の
館
長
が
私
の
古
く

か
ら
の
知
り
合
い
で
し
て
、「
日
本
で
こ
の
よ
う
な
展

覧
会
を
開
催
し
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
貸
し
て

く
れ
な
い
か
」と
、だ
め
元
で
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、「
い

い
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
来
日
し
た

ら
、
も
う
大
変
な
騒
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
そ
の
頃
は

心
躍
る
よ
う
な
大
変
に
う
れ
し
い
思
い
を
し
て
お
り
ま

し
た
。
何
と
言
い
ま
し
て
も
、
王
羲
之
以
下
、
王
氏
一

族
の
、
現
在
は
七
人
十
帖
の
作
品
を
収
め
る
長
い
巻
物

で
す
。
こ
れ
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
そ
の
確
約
が
取
れ
た
わ
け
で
す
。
現
場
で
は
「
貸

い
よ
作
品
が
固
ま
り
ま
し
て
、
開
幕
の
直
前
に
発
行
し

た
チ
ラ
シ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
書
に
造
詣
の
深
い
方
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、王
羲
之
の
説
明
は
不
必
要
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

四
世
紀
の
人
で
す
。
中
国
、
東
晋
時
代
の
貴
族
で
す
。

貴
族
で
あ
り
な
が
ら
大
変
な
能
書
で
あ
り
ま
し
た
。「
書

聖
古
今
第
一
」
と
評
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、

傑
作
「
蘭
亭
序
」
は
、
後
世
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
し
た
。
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
挙
げ
る
と
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
書
聖
と
言
わ
れ
て
い

な
が
ら
、
真
筆
が
一
つ
も
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
歴

代
の
皇
帝
が
王
羲
之
の
書
を
好
み
ま
し
た
。全
国
か
ら
、

お
金
に
糸
目
を
つ
け
ず
、
王
羲
之
の
書
を
宮
廷
に
集
め

ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
中
国
王
朝
は
変
遷
し
て
い

き
ま
す
の
で
、
政
変
が
起
き
た
と
き
に
一
極
集
中
し
て

い
た
王
羲
之
の
書
が
、
燃
え
て
し
ま
っ
た
り
、
略
奪
さ

れ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
十
一
世
紀
ぐ
ら
い
に
は
、
ほ
と
ん
ど
王
羲

之
の
本
物
の
書
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
王
羲
之
の
信
頼
で
き
る
書
は
何
な
の
か
。
そ

れ
は
、
例
え
ば
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
「
喪
乱
帖
」
で
す
。

ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
唐
時
代
の
皇
帝

が
、
自
分
の
手
元
に
王
羲
之
の
肉
筆
、
真
筆
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
元
に
、
宮
中
お
抱
え
の
専
門
職

ろ
い
ろ
な
苦
し
い
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
お

話
し
す
る
の
は
書
の
展
覧
会
の
二
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
二
本
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。

　

一
つ
目
の
展
覧
会
は
王
羲
之
の
展
覧
会
で
す
。
右
側

（
図
１
）
が
先
行
チ
ラ
シ
で
す
。
最
初
、
こ
の
よ
う
な

形
で
漠
然
と
、
と
言
っ
て
は
よ
く
な
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
チ
ラ
シ
を
作
り
ま
す
。
左
側
（
図
２
）
が
、
い
よ

図
２　
「
書
聖 

王
羲
之
」
展
の
本
チ
ラ
シ

図
１　
「
書
聖 
王
羲
之
」
展
の
先
行
チ
ラ
シ
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勃
発
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
、
協
約
書
の

文
面
を
作
り
上
げ
ま
し
て
、
そ
の
文
面
を
持
っ
て
北
京

に
行
っ
て
お
互
い
が
署
名
を
す
れ
ば
、
も
う
そ
れ
で
決

ま
り
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、な
か
な
か
面
会
の
日
時
が
決
ら
な
い
の
で
す
。「
今
、

日
時
を
調
整
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
」

で
、
八
月
十
五
日
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

九
月
に
な
っ
て
も
そ
の
協
約
書
が
結
べ
な
く
て
、「
こ

れ
は
、
さ
す
が
に
無
理
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
中

国
か
ら
の
借
用
を
断
念
し
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
で
す
。

も
う
仕
方
が
な
い
の
で
、
日
本
国
内
に
あ
る
作
品
で
展

覧
会
を
構
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い

ろ
い
ろ
と
国
内
の
美
術
館
、
博
物
館
に
足
を
運
び
ま
し

て
、「
こ
の
よ
う
な
事
情
な
の
で
、
申
し
訳
な
い
け
れ

ど
も
作
品
を
お
借
り
で
き
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
依
頼
を

続
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
五
島
美
術
館
の
名
児
耶
先
輩
、
本

当
に
持
つ
べ
き
も
の
は
い
い
先
輩
で
す
ね
。
名
児
耶
先

輩
の
と
こ
ろ
に
も
行
き
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
お
話
を
し

て
い
ま
し
た
ら
、「
君
た
ち
、
今
日
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

顔
が
暗
い
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
よ
く
ぞ

聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
実
は
、
こ
ん
な
事
情
な
ん
で

す
」
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
う

い
う
事
情
だ
っ
た
ら
、
双
鉤
塡
墨
と
考
え
ら
れ
る
未
公

開
の
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
を
鑑
定
し
て
、
い
い
と
思
っ

た
ら
お
使
い
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ

し
出
し
を
す
る
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
（
図
３
）
が
、
そ
の
「
万
歳
通
天
進
帖
」
の
冒

頭
に
あ
り
ま
す
「
姨
母
帖
」
で
す
。
大
変
有
名
な
も

の
で
す
。
王
羲
之
が
若
い
頃
に
書
い
た
書
で
す
。
左

側
（
図
４
）
が
先
ほ
ど
の
「
喪
乱
帖
」
で
す
。
皆
さ
ん
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。
右
側
（
図
３
）
か
ら
左
側
（
図
４
）

ま
で
書
風
が
変
わ
る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
唐
時
代

以
降
の
歴
史
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
喪
乱
帖
」
が

ス
ッ
と
入
っ
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
は
ま
だ

四
世
紀
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
唐
時
代
風
の
書
は
な

い
わ
け
で
す
。
右
側
の
書（
図
３
）か
ら
左
側
の
書（
図

４
）
ま
で
一
人
の
人
間
の
書
風
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と

い
う
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
に

天
才
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
作

品
を
お
借
り
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
喜
ん
で
お
り
ま

し
た
。

　

さ
て
、
海
外
展
の
大
体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。
展

覧
会
は
、
お
よ
そ
一
年
前
に
作
品
を
確
定
し
ま
し
て
、

仮
広
報
を
打
ち
ま
す
。
先
行
チ
ラ
シ
を
発
行
し
ま
す
。

半
年
前
に
正
式
広
報
を
し
、
記
者
発
表
を
し
ま
す
。
そ

し
て
図
録
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
図
録
の
最
終
原
稿
を

二
か
月
前
に
は
完
成
し
て
、
図
録
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
み
ま
す
。

　

す
で
に
現
場
同
士
で
は
、
作
品
、
明
清
の
書
も
含
め

て
五
十
件
、
プ
ラ
ス
「
万
歳
通
天
進
帖
」
を
貸
し
て
い

た
だ
け
る
と
い
う
内
諾
は
取
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

図 3　王羲之「姨母帖」図４　王羲之「喪乱帖」

も
、
な
か
な
か
最
後
の
協
約
書
が
結
べ
ま
せ
ん
。
半
年

前
に
な
っ
て
も
結
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
い
や
、
困
っ

た
、
大
丈
夫
か
な
」
と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
八
月
十
五

日
、
何
が
起
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
尖
閣
諸
島
問
題
が
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い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
こ
れ
を
読
ま
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て

あ
る
の
か
な
」、「
こ
こ
で
切
れ
る
の
か
な
」
と
い
う
こ

と
で
読
み
進
め
て
い
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
分
か

ら
な
い
字
が
あ
り
ま
し
た
。「
大
」
と
い
う
字
が
あ
る
、

「
期
」
と
い
う
字
が
あ
る
、
こ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
、

動
詞
な
の
か
名
詞
な
の
か
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
こ

れ
は
本
当
に
悩
み
ま
し
た
。

　

先
行
研
究
を
い
ろ
い
ろ
と
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
王

羲
之
は
こ
の
よ
う
な
家
系
図
で
す
。
お
兄
さ
ん
に
王
籍

之
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
お
兄
さ
ん
が
早
く
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
息
子
、
王
延
期
を
、
王
羲

之
は
そ
れ
こ
そ
八
番
目
の
息
子
と
し
て
、
本
当
に
自
分

の
息
子
の
よ
う
に
か
わ
い
が
り
ま
す
。
で
す
か
ら
手
紙

の
や
り
取
り
の
中
で
は
、こ
の
王
延
期
の
こ
と
を
「
期
」

一
文
字
で
書
い
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
遠
縁
に
当
た
る

王
劭
の
こ
と
を
「
大
」
一
文
字
で
表
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
釈
文
に
な
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
読
め
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
で
も
ま
だ
少
し
し
っ
く
り
こ
な
い
字
が
実
は

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
最
初
、
私
は
「
呈
」
と
読
み
ま

し
た
。
ど
う
し
て
も
こ
れ
は
「
呈
」
で
あ
ろ
う
と
読
め

た
の
で
す
。
た
だ
し
、
意
味
が
取
れ
ま
せ
ん
。
で
は
ど

う
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、も
う
少
し
幅
を
広
げ
て
、

前
の
字
が
「
転
」
で
す
か
ら
、「
転
〇
」
と
い
う
語
を

は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
、何
が
書
い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
図
録
の
総

論
も
書
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
は
、
新
幹
線

の
中
や
飛
行
機
の
中
で
図
録
の
総
論
や
解
説
を
書
い
て

お
り
ま
し
た
。
同
僚
か
ら
は
、「
空
中
執
筆
」
と
笑
わ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
し
て
、
一
月
二
十
二
日
の
開
幕
を
控
え
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

さ
ん
や
毎
日
新
聞
社
さ
ん
と
事
前
に
打
ち
合
わ
せ
を
し

ま
し
て
、
一
月
八
日
、
こ
の
日
の
ち
ょ
う
ど
朝
七
時
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
に
「
新
発
見
、
王
羲
之
の
新
し
い
資

料
が
出
た
」
と
発
表
い
た
し
ま
し
た
。
毎
日
新
聞
社
さ

ん
の
方
で
も
、紙
面
を
飾
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
日

本
で
す
ご
い
も
の
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、

こ
こ
か
ら
急
に
、
中
国
か
ら
も
関
心
を
得
て
、
盛
り
上

が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

先
だ
っ
て
九
州
国
立
博
物
館
の
方
で
買
い
上
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
妹
至
帖
」
と
い
う
作
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
ま
り
お
金
の
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
、
二
行
十
七
字
で
三
億
ウ
ン
千
万
円
で
す
。
そ
れ

よ
り
も
字
数
の
多
い
作
品
が
出
て
き
た
の
で
す
。
こ
の

「
大
報
帖
」、
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
「
妹
至
帖
」
と
非

常
に
書
風
が
よ
く
似
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
情
」
と
い

う
字
を
取
り
上
げ
ま
す
と
、
本
当
に
似
て
い
る
、
書
風

が
一
致
し
て
い
ま
す
。
あ
と
は
内
容
で
す
。

　

内
容
が
良
け
れ
ば
、し
っ
か
り
と
押
さ
え
ら
れ
れ
ば
、

王
羲
之
の
間
違
い
な
い
写
し
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と

が
十
一
月
二
日
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
作
品
を
鑑
定
し
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か

読
み
解
い
て
、
使
え
る
の
だ
っ
た
ら
使
お
う
と
い
う
こ

と
で
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
名
児
耶
先
輩
に
ご
相
談
し

つ
つ
、「
大
報
帖
」
と
名
前
を
つ
け
ま
し
た
。
十
一
月

二
日
に
、
こ
の
新
発
見
と
な
る
作
品
を
見
ま
し
て
、
よ

う
や
く
十
一
月
九
日
に
記
者
発
表
が
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
時
期
は
「
大
報
帖
」
の
こ
と
に
は
全
く
触

れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
「
展
覧
会
を
開
催
す
る
」

と
い
う
記
者
発
表
を
十
一
月
九
日
に
し
た
と
、
そ
の
よ

う
な
流
れ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
作
品
が
「
大
報
帖
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
行
二
十
四
文
字
で
す
。
本
当
に
小
さ
な
作
品
で
す
。

長
い
間
、
小
野
道
風
の
書
と
信
じ
ら
れ
て
整
理
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
た
し
ま
し

て
は
、
九
月
四
日
に
館
長
、
副
館
長
が
中
国
大
使
館
に

行
き
ま
し
て
い
ろ
い
ろ
と
何
度
も
お
話
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
も
う
九
月
九
日
に
こ
れ
は
無
理
だ
ろ
う

と
断
念
し
ま
す
。
報
道
発
表
会
も
こ
れ
は
延
ば
す
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
十
一
月
二
日
に
こ
の
「
大

報
帖
」
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、「
大
報
帖
」
だ
け
で
は
心
も
と
な
い
と
、

わ
れ
わ
れ
も
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
付
属
美
術
館
か
ら

「
行
穣
帖
」
を
借
り
よ
う
、
香
港
か
ら
蘭
亭
の
有
名
な

拓
本
を
借
り
よ
う
、と
い
う
こ
と
で
海
外
出
張
を
行
い
、

ま
た
、国
内
で
の
集
荷
も
続
け
な
が
ら
、こ
の「
大
報
帖
」
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い
ま
す
。
中
国
唐
時
代
の
政
治
家
で
す
。
安
史
の
乱
で

大
功
を
立
て
ま
し
た
。
顔
法
と
よ
ば
れ
る
新
た
な
書
風

を
作
り
出
し
た
人
物
で
す
。
一
つ
忘
れ
て
は
い
け
な
い

こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
顔
真
卿
の
真
筆
が
残
っ
て
い
る

こ
と
で
す
。
王
羲
之
と
正
反
対
で
す
。
展
覧
会
を
や
る

か
ら
に
は
真
筆
を
借
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
動
き
出
し

た
展
覧
会
で
し
た
。
結
果
と
し
て
は
、
王
羲
之
展
を
上

回
る
方
々
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。十
九
万
八
千
人
、

一
日
平
均
五
千
六
百
、
図
録
購
買
率
は
王
羲
之
展
の
購

買
率
を
更
に
上
回
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
今
現
在
こ
れ

が
東
博
の
レ
コ
ー
ド
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
三
〇
％
近

い
方
に
お
買
い
求
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
に
お
借
り
し
ま
し
た
「
祭
姪
文
稿
」
で
す
。

私
も
、
い
ろ
い
ろ
と
好
き
な
中
国
書
跡
が
あ
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
一
番
何
が
好
き
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
間
違

い
な
く
「
こ
れ
」
を
あ
げ
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、
す
ご

い
オ
ー
ラ
を
出
し
て
い
る
、
す
ご
い
パ
ワ
ー
の
あ
る
作

品
で
す
。
こ
れ
は
、
も
う
、
通
常
の
名
品
と
い
う
レ
ベ

ル
を
超
え
て
、
本
当
に
歴
史
上
の
名
品
中
の
名
品
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
ま
し
た
。
台
北
故

宮
と
も
古
い
付
き
合
い
が
あ
り
ま
し
て
、
貸
し
て
く
れ

る
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
い
い
展
覧
会
に

な
る
ぞ
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
一
月
の
開
幕
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
同
僚
が

い
み
じ
く
も
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。「
お

ま
え
が
チ
ー
フ
に
な
る
展
覧
会
、
海
外
展
は
、
と
に
か

も
「
疲
れ
た
、
疲
れ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
爾

な
ん
じが

為
に
日
を
解
く
の
み
」、「
あ
な
た
の
た
め
に
日
々
を
過

ご
し
て
お
り
ま
す
」。
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
、
書
風
か
ら
見
て
も
い
い
、
内
容
か
ら
見

て
も
い
い
、
王
羲
之
の
間
違
い
な
い
唐
時
代
の
写
し
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
大
き
く
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
た
展
覧
会
で
し
た
。
東

博
の
展
覧
会
で
言
い
ま
す
と
、
三
十
六
日
間
の
十
五
万

人
、
一
日
当
た
り
四
千
人
は
、
中
程
度
の
レ
ベ
ル
の
展

覧
会
に
な
り
ま
す
が
、
書
の
展
覧
会
か
ら
す
る
と
、
こ

れ
は
圧
倒
的
に
多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
た
展
覧
会

と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
図
録
の
購
買
率
が
、
一
七
・
九
％
で
し

た
。
東
博
の
図
録
の
購
買
率
、
通
常
は
一
桁
で
す
。
そ

れ
も
五
％
や
七
％
で
、
一
桁
の
後
半
に
な
る
と
非
常
に

売
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
、

中
国
か
ら
も
注
文
が
い
き
な
り
た
く
さ
ん
入
り
ま
し

て
、
百
冊
単
位
で
買
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
現
在
も
、
こ

の
一
七
・
九
と
い
う
数
字
は
、
東
博
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
購
買
率
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
尖
閣
諸
島

問
題
が
起
き
て
い
る
な
か
、
舞
台
裏
で
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
し
て
い
た
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
展
覧
会
は
、
顔
真
卿
の
展
覧
会
を
い
た
し

ま
し
た
。
こ
れ
も
も
う
皆
さ
ん
ご
承
知
の
こ
と
か
と
思

王
羲
之
の
他
の
手
紙
の
中
で
使
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
六
、七
種
類
ぐ
ら
い
は
あ
り
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
中
に
「
転
差
」
と
い
う
用
例
が
あ
り
ま
す
。「
う

た
た
差い

ゆ
る
」。「
差
ゆ
る
」
は
「
体
調
が
よ
く
な
っ
て

く
る
、
次
第
に
体
調
が
回
復
し
て
き
ま
し
た
」
と
い
う

用
例
で
す
。
双
鉤
塡
墨
、
写
し
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
一
目
で
は
「
差
」
と
い
う
字
に

は
読
め
な
く
て
、「
呈
」
で
あ
ろ
う
か
と
悩
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
う
た
た
差
ゆ
る
」
と
い
う
文

字
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、
最
終
的
に
で
き
た
釈
文
が
、
こ
ち
ら
で
す
。

最
初
の
一
文
字
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
接
続
詞
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。「
す
な
わ
ち
」
と
仮
に
読
み
ま
し
た
。「
大

報
ず
、
期
う
た
た
差
ゆ
る
な
り
と
」。「
王
劭
が
連
絡
を

し
て
き
ま
し
た
。
王
延
期
の
体
調
は
次
第
に
よ
く
な
っ

て
き
た
よ
う
で
す
」。「
快
な
ら
ざ
る
を
知
る
」、「
ご
不

快
で
あ
る
こ
と
を
手
紙
で
知
り
ま
し
た
」。「
当
に
情
感

に
由
る
が
佳
な
る
が
如
く
な
る
べ
し
」、「
感
情
の
流
れ

に
身
を
任
せ
て
お
過
ご
し
な
さ
る
の
が
、
あ
な
た
に

と
っ
て
は
一
番
い
い
の
か
と
存
じ
ま
す
」
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

話
題
が
「
私
」
に
移
り
ま
し
て
、「
吾
、日
々
幣
せ
り
」、

「
私
は
日
々
疲
れ
て
い
ま
す
」。
こ
れ
も
王
羲
之
の
決
ま

り
文
句
で
す
。
始
終
疲
れ
て
い
る
男
な
の
で
す
。
い
つ
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に
収
ま
っ
た
。
現
場
を
訪
ね
た
中
国
人
た
ち
が
展
覧
会

の
本
当
の
様
子
を
自
ら
の
目
で
確
認
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で

発
信
し
た
か
ら
だ
。『
祭
姪
文
稿
は
き
ち
ん
と
特
別
展

示
室
に
保
護
さ
れ
て
い
る
』『
撮
影
は
も
ち
ろ
ん
禁
止
』。

中
に
は
『
世
界
最
高
レ
ベ
ル
の
書
道
展
だ
！
素
晴
ら
し

か
っ
た
！
』
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
の
千
年

を
超
え
た
名
書
は
中
国
人
だ
け
で
な
く
全
人
類
の
歴
史

遺
産
だ
。
今
回
の
特
別
展
は
、
中
国
の
伝
統
文
化
を
世

界
に
披
露
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。
し
か
し

中
国
人
は
共
産
党
政
権
の
中
国
が
成
立
し
て
以
来
、
文

化
大
革
命
な
ど
で
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
文
化
破
壊
を
起

こ
し
て
き
た
。
こ
の
『
祭
姪
文
稿
』
が
も
し
中
国
に
保

存
さ
れ
て
い
た
ら
、今
も
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
。

偽
ニ
ュ
ー
ス
で
簡
単
に
あ
お
ら
れ
る
今
回
の
様
子
を
見

れ
ば
、
な
ぜ
中
国
で
文
化
破
壊
が
起
き
た
の
か
が
よ
く

分
か
る
」
と
。

　

こ
の
よ
う
な
報
道
が
『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
に
載

り
、
世
界
中
に
発
信
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
騒
ぎ

が
実
は
水
面
下
で
起
き
て
い
ま
し
た
。

　

海
外
展
は
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ
る
も

の
で
す
。
借
り
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
借
り
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
果
、
お
借
り
で
き

た
も
の
が
こ
ち
ら
の
作
品
で
す
。
目
玉
の
作
品
と
い
う

こ
と
で
、
会
場
を
こ
の
よ
う
な
形
で
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
よ

う
、
こ
の
よ
う
に
燃
え
る
よ
う
な
バ
ナ
ー
を
垂
ら
し
ま

理
由
で
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
批
判
し
た
。
こ
の
言
葉
は

す
ぐ
に
大
陸
の
官
製
メ
デ
ィ
ア
『
環
球
時
報
』
に
利
用

さ
れ
た
」。

　

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
十
二
月
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
し
た
。

た
ま
た
ま
実
家
に
帰
省
し
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん

メ
ー
ル
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
が
、YouTube

で
も
そ

の
テ
レ
ビ
番
組
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
司
会
者
が
国
会

議
員
を
指
で
指
し
ま
し
て
、「
な
ぜ
、
あ
の
よ
う
な
も

の
を
貸
す
の
だ
」
と
い
う
画
像
が
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
き

ま
し
て
、「
こ
れ
は
借
り
ら
れ
な
い
な
」
と
思
い
な
が

ら
正
月
を
迎
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

続
け
て
記
事
を
読
ん
で
み
ま
す
。「『
台
北
故
宮
博
物

院
が
日
本
に
こ
び
を
売
る
た
め
、
こ
っ
そ
り
国
宝
の
祭

姪
文
稿
を
日
本
に
貸
し
出
し
た
！
中
華
民
族
の
気
骨
を

代
表
す
る
文
稿
を
日
本
に
貸
し
出
す
な
ん
て
全
く
無
節

操
な
振
る
舞
い
だ
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
記
者
の
取
材

に
よ
る
と
、
日
本
側
は
こ
の
大
切
な
わ
が
国
宝
に
対
し

て
、
な
ん
の
特
別
保
護
も
し
て
い
な
い
し
、
誰
で
も
勝

手
に
写
真
を
撮
っ
て
も
い
い
』と
い
う
あ
お
り
記
事
だ
。

こ
の
記
事
は
た
ち
ま
ち
中
国
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
広
が
り
炎
上

し
た
。『
中
国
人
で
も
見
ら
れ
な
い
も
の
を
な
ぜ
日
本

で
展
示
す
る
の
か
』『
民
族
の
気
骨
が
な
い
の
か
？
日

本
人
に
貸
し
出
す
な
ん
て
け
し
か
ら
ん
』。
真
相
を
知

ら
な
い
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
は
腹
を
立
て
、
批
判
が
殺
到

し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
怒
り
は
特
別
展
が
開
幕
す
る
と
徐
々

く
何
か
し
ら
問
題
が
起
き
る
の
に
、
今
回
ば
か
り
は
ス

ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
る
な
。お
か
し
い
ね
」と
。そ
の「
お

か
し
い
ね
」
と
言
わ
れ
た
矢
先
、
こ
れ
が
借
り
ら
れ
な

い
か
も
し
れ
な
い
大
き
な
騒
動
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
後
、『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』

に
記
事
が
載
り
ま
す
。世
界
中
で
発
行
さ
れ
る『
ニ
ュ
ー

ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
に
、次
の
よ
う
な
記
事
が
載
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
顔
真
卿
展
が
無
事
に
開
幕
し
た
後
の
記
事
で
す

け
れ
ど
も
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
実
は
日
本
で
は

あ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が
世
界
中
に
報
道
さ
れ
ま

し
た
。東
博
が
台
湾
か
ら
作
品
を
借
り
る
こ
と
に
対
し
、

中
国
の
方
々
が
、「
と
ん
で
も
な
い
」と
言
っ
て
激
怒
し
、

大
炎
上
し
た
と
い
う
内
容
で
し
た
。

　

そ
の
記
事
を
用
意
し
た
の
で
早
口
で
読
ん
で
み
ま

し
ょ
う
か
。「
東
京
国
立
博
物
館
が
一
月
十
六
日
か
ら

書
の
特
別
展
『
顔
真
卿
―
王
羲
之
を
超
え
た
名
筆
』
を

始
め
た
。
顔
真
卿
は
中
国
・
唐
代
の
政
治
家
・
書
家
で
、

書
聖
と
言
わ
れ
た
王
羲
之
と
並
び
、
中
国
人
に
最
も
尊

敬
さ
れ
て
い
る
。
特
に
今
回
、
日
本
で
初
公
開
さ
れ
た

肉
筆
『
祭
姪
文
稿
』
は
、『
天
下
第
二
行
書
』
と
呼
ば

れ
る
中
国
圏
屈
指
の
名
書
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
祭

姪
文
稿
』
の
日
本
初
公
開
を
め
ぐ
り
、
中
華
圏
で
大
騒

ぎ
が
起
き
た
。
ま
ず
、
台
湾
人
司
会
者
が
、
台
北
故
宮

博
物
院
が
至
宝
と
し
て
収
蔵
す
る
こ
の
文
稿
を
日
本
に

貸
し
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
破
損
が
懸
念
さ
れ
る
と
の
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も
考
え
ま
し
た
。
皇
帝
の
色
と
い
う
こ
と
で
、
バ
ッ
ク

を
黄
色
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
き
な
ス
テ
ー

ジ
を
作
り
ま
し
て
、こ
こ
に
作
品
を
か
け
て
い
き
ま
す
。

た
だ
、
と
に
か
く
何
十
年
も
展
示
し
た
こ
と
が
な
い
の

で
、応
急
修
理
は
し
た
も
の
の
、万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ

て
は
困
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、慎
重
に
慎
重
を
期
し
て
、

「
ど
の
よ
う
に
展
示
を
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
会
議

を
、
本
当
に
何
度
も
重
ね
ま
し
た
。

　

会
議
を
重
ね
た
結
果
、「
こ
れ
は
、
人
力
で
下
か
ら

上
に
上
げ
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
」
と
い
う
結
論
に
達
し

し
て
展
示
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
多
く
の

方
々
に
来
て
い
た
だ
け
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
が
来
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
て

お
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
名
品
も
作
っ
て
お
こ
う

と
い
う
こ
と
で
準
備
を
し
て
い
た
も
の
が「
紀
泰
山
銘
」

で
す
。
と
に
か
く
国
内
に
あ
る
作
品
で
構
成
し
よ
う
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
何
に
し
よ
う
か
思
い
悩
み

ま
し
た
。
さ
す
が
東
博
は
百
五
十
年
を
超
え
る
歴
史
が

あ
り
ま
す
の
で
、
す
ご
い
作
品
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、

こ
の
作
品
は
相
当
長
い
間
、
展
示
を
し
て
い
な
い
作
品

で
し
た
。
高
さ
が
十
二
メ
ー
ト
ル
、幅
が
六
メ
ー
ト
ル
、

重
さ
が
八
十
キ
ロ
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
展
示
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
（
図
５
）

は
そ
の
下
調
査
を
し
て
い
る
と
き
の
写
真
で
す
。
下
調

査
を
す
る
と
言
っ
て
も
、
一
人
で
運
べ
る
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
通
さ
ん
を
十
人
ぐ
ら
い
雇
い
ま

し
て
、こ
の
調
査
の
た
め
に
移
動
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

巻
い
て
い
る
状
態
、
こ
の
よ
う
に
重
た
い
作
品
を
測
る

重
量
計
で
測
っ
て
、
こ
の
重
さ
が
出
ま
し
た
。

　

こ
れ
（
図
６
）
は
、
中
国
の
泰
山
に
あ
り
ま
す
「
紀

泰
山
銘
」
へ
下
調
査
に
行
っ
て
い
た
と
き
の
写
真
な
の

で
す
け
れ
ど
も
、
右
側
に
あ
り
ま
す
金
色
の
文
字
、
こ

れ
が
原
石
で
す
。
こ
れ
を
拓
本
に
取
っ
た
も
の
で
す
。

手
前
に
お
り
ま
す
二
人
の
人
物
、右
側
、帽
子
を
か
ぶ
っ

て
い
る
方
は
、
島
谷
館
長
で
す
。
一
緒
に
調
査
に
行
っ

図
６　
泰
山
に
あ
る
「
紀
泰
山
銘
」
の
下
調
査

（
島
谷
館
長
、
登
場
！
）

た
と
き
の
懐
か
し
い
写
真
で
す
。

　

さ
す
が
に
こ
れ
だ
け
大
き
く
な
り
ま
す
と
、
東
博
と

い
え
ど
も
か
か
り
き
ら
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
下

が
床
に
つ
い
て
Ｌ
字
状
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

特
設
ス
テ
ー
ジ
を
作
り
ま
し
た
。
皇
帝
で
す
の
で
色
味 図５　「紀泰山銘」拓本の下調査風景
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ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
当
に
大
き
な
作
品
を
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
ご
覧
に

な
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
は
私
も
若
か
っ
た
の
で
す

ね
。
今
や
れ
と
言
わ
れ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
筋
力
は
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
前
に
倒
れ
ん
ば
か
り
の
姿
勢
に

な
っ
て
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

何
度
も
事
前
打
ち
合
わ
せ
を
し
ま
す
。
両
陛
下
が
東

博
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
は
、
全
て
の
信
号
が
青
に
な

り
ま
す
。
お
帰
り
に
な
る
と
き
も
全
て
の
信
号
が
青
と

な
る
た
め
、
一
分
刻
み
で
細
か
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立

て
ま
す
。
宮
内
庁
の
方
か
ら
は
「
陛
下
の
前
に
出
て
は

い
け
ま
せ
ん
。陛
下
に
近
づ
き
す
ぎ
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

大
き
な
声
で
話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
が
ど
の
よ
う
な

姿
勢
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
次
の
画
像
（
図
８
）
で

ま
し
て
、
裏
側
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
通
し
ま
し
て
、
右
と
左

の
人
海
戦
術
で
引
き
上
げ
ま
し
た
。
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

を
持
っ
て
い
る
人
が
発
信
し
て
、
後
ろ
側
に
音
声
を
流

し
ま
す
。「
右
側
の
人
、
早
く
」、「
左
側
の
人
、
遅
く
」

な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
こ
れ
を
持

ち
上
げ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

表
か
ら
見
た
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
も
、
展
示
す
る
た
め
に
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
安
全
を
最
優
先
し
て
作
品
を
か

け
ま
し
て
、
下
ろ
す
と
き
も
同
じ
こ
と
を
や
り
ま
す
。

右
と
左
が
ち
ょ
う
ど
水
平
に
な
る
よ
う
に
し
て
作
品
を

か
け
ま
す
。
か
け
た
作
品
が
こ
ち
ら
（
図
７
）
で
ご
ざ

い
ま
す
。
祭
姪
文
稿
は
結
果
と
し
て
出
展
で
き
た
の
で

す
け
れ
ど
も
、
祭
姪
文
稿
が
来
な
か
っ
た
場
合
の
メ
ー

ン
と
な
る
作
品
、
こ
ち
ら
も
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
い
う

こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ナ
ー
を
作
り
ま
し
た
。

　

東
博
は
、
こ
の
よ
う
な
海
外
展
あ
る
い
は
特
別
展
を

開
催
し
ま
す
と
、
結
構
な
頻
度
で
天
皇
皇
后
両
陛
下
が

お
見
え
に
な
ら
れ
ま
す
。
私
も
何
度
か
説
明
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
も
お
い
で
に
な
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
、何
の
作
品
に
し
よ
う
か
迷
い
ま
し
た
。

迷
っ
た
挙
げ
句
、「
撮
影
が
映
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

こ
こ
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
の
天
皇
皇

后
両
陛
下
が
こ
こ
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、

各
メ
デ
ィ
ア
さ
ん
が
テ
レ
ビ
撮
影
や
写
真
撮
影
を
し
た

と
い
う
場
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。

図
７　
展
覧
会
会
場
の
「
紀
泰
山
銘
」
拓
本

図８　当時の天皇皇后両陛下をご案内する富田
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こ
れ
ば
っ
か
り
は
仕
事
じ
ゃ
ね
え
か
ら
な
』
と
、
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
お
引

き
受
け
い
た
だ
け
た
か
ど
う
か
は
全
然
分
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
チ
ラ
シ
の
最
終
校
正
日
、「
今

日
が
本
当
に
最
後
。こ
れ
以
上
文
字
が
変
え
ら
れ
な
い
」

と
い
う
日
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届
き
ま
し
た
。「
眺
め
て
い
る

だ
け
で
、
こ
こ
ろ
が
洗
わ
れ
る
。
人
間
が
潔
く
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
か
と
顔
真
卿
は
書

で
教
え
て
く
れ
る
」。
こ
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

こ
ち
ら
の
方
に
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当

に
感
激
し
た
ひ
と
と
き
で
し
た
。

　

チ
ラ
シ
を
書
い
て
い
た
だ
け
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

実
は
、
も
う
一
つ
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
当

時
『
週
刊
現
代
』
に
連
載
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
で
す

が
、
私
は
こ
れ
を
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
連
載
に

は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。「
今

夏
、
顔
真
卿
の
書
を
二
ヵ
月
臨
書
し
た
が
、
や
は
り
格

が
違
う
。
門
前
の
小
僧
の
経
で
は
な
い
が
、
臨
書
ま
が

い
の
こ
と
も
、
や
ら
な
い
よ
り
や
っ
た
方
が
良
い
よ
う

で
あ
る
。
第
一
、
早
朝
よ
り
墨
を
す
れ
ば
、
あ
の
香
り

と
色
味
で
体
の
ど
こ
か
が
洗
わ
れ
る
気
持
ち
に
な
る

か
ら
、
書
に
は
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
。
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
を
お
願
い
し
た
後
、
伊
集
院
さ
ん
は
二
か
月

も
こ
の
顔
真
卿
の
書
を
臨
書
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
こ

の
体
験
を
基
に
左
側
の
コ
ピ
ー
を
作
っ
て
く
れ
た
と

伊
集
院
静
さ
ん
は
書
が
大
変
お
好
き
で
造
詣
が
深
い
と

い
う
こ
と
で
、
王
羲
之
展
を
開
催
し
て
い
る
と
き
に
何

度
も
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
案
内
を
し
た
の
で

す
け
れ
ど
も
、
な
ん
と
毎
週
毎
週
来
て
く
れ
ま
し
て
、

図
録
も
た
く
さ
ん
買
っ
て
パ
リ
の
友
人
に
送
っ
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
触
発
さ
れ
た
伊
集
院
さ
ん
は
、『
文
藝
春
秋
』

で
書
に
関
す
る
連
載
を
始
め
ま
し
た
。
当
初
は
一
年
限

り
と
い
う
こ
と
で
連
載
を
始
め
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

好
評
を
博
し
ま
し
て
、
結
局
四
年
半
ぐ
ら
い
続
き
ま
し

た
。
四
年
半
で
す
か
ら
、
や
は
り
途
中
で
ネ
タ
に
困
り

ま
す
。そ
う
し
ま
す
と
、「
何
か
い
い
ネ
タ
は
な
い
か
？
」

と
い
う
こ
と
で
、
間
に
出
版
社
の
方
が
入
っ
て
い
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
来
ま
す
。

「
こ
の
よ
う
な
ネ
タ
が
あ
り
ま
す
」
と
返
す
と
、
そ
れ

が
ま
た
続
い
て
き
ま
す
。
私
も
疲
れ
て
き
ま
し
て
、
台

東
区
立
書
道
博
物
館
の
鍋
島
さ
ん
に
協
力
を
願
っ
て
、

「
ち
ょ
っ
と
、
い
ろ
い
ろ
ネ
タ
を
出
し
て
く
れ
ま
せ
ん

か
」
と
、
二
人
で
ず
っ
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
顔
真
卿
の
展
覧
会
、
お
忙
し
い
と
思
い
ま
す
の
で

ご
無
理
だ
っ
た
ら
結
構
で
す
け
れ
ど
も
、
一
言
書
い
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
、
伊
集
院
さ
ん
の
編
集
を
担

当
さ
れ
て
い
る
Ｍ
さ
ん
と
い
う
人
に
お
伝
え
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
Ｍ
さ
ん
か
ら
連
絡
が
あ
り

ま
し
て
、「『
俺
は
四
百
文
字
百
万
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、

　

こ
れ
（
図
９
）
が
先
行
チ
ラ
シ
で
、
こ
ち
ら
（
図

10
）
が
本
チ
ラ
シ
で
す
。
先
行
チ
ラ
シ
と
本
チ
ラ
シ
で

何
が
変
わ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
で
す
。「
眺
め
て
い
る
だ
け
で
、
こ
こ
ろ
が
洗
わ

れ
る
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
、
こ
れ
が
変
わ
り
ま

し
た
。
伊
集
院
静
さ
ん
が
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
考

え
て
く
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
は
ま
た
物
語
が
あ
り
ま
す
。

図
10　
「
顔
真
卿
」
展
の
本
チ
ラ
シ

図
９　
「
顔
真
卿
」
展
の
先
行
チ
ラ
シ
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と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

有
名
な
も
の
が
、「
臨
川
李
氏
四
宝
」、
李
宗
瀚
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
ベ
ス
ト
四
で
す
。
こ
の
李
氏
の
四
宝
が
、

実
は
日
本
に
全
て
あ
り
ま
す
。
顔
真
卿
の
展
覧
会
の
と

き
に
、
こ
の
四
宝
を
全
部
集
め
ま
し
た
。
奇
跡
の
再
会

と
い
う
こ
と
で
、
中
国
で
も
だ
い
ぶ
好
評
を
博
し
ま
し

た
。
一
つ
は
「
啓
法
寺
碑
」
で
す
。
丁
道
護
が
書
い
た
、

隋
時
代
の
作
品
で
す
。
翁
方
綱
が
李
宗
瀚
に
宛
て
た
手

紙
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
手
紙
を
詳
し
く
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
李
宗
瀚

に
事
細
か
に
指
示
し
て
い
ま
す
。「
こ
の
よ
う
な
場
合

率
は
二
八
・
一
％
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
も
こ
の
図
録

購
買
率
は
東
博
の
レ
コ
ー
ド
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
後
半
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
王
羲
之
へ
の
憧
憬
」

と
い
う
こ
と
で
、話
題
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す
が
、

今
日
は
あ
え
て
翁
方
綱
と
李
宗
瀚
と
い
う
話
題
を
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

翁
方
綱
は
雍
正
か
ら
嘉
慶
に
か
け
て
の
人
で
、
李
宗

瀚
は
三
十
六
歳
年
下
に
な
り
ま
す
。
何
と
言
い
ま
し
て

も
大
学
者
で
す
。
頭
が
良
か
っ
た
。
二
十
歳
で
科
挙
の

試
験
に
及
第
し
て
い
ま
す
。
乾
隆
か
ら
嘉
慶
期
は
、
中

国
清
朝
の
歴
史
の
中
で
最
も
学
問
が
盛
ん
に
な
っ
た
時

代
で
、「
乾
嘉
の
学
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
乾
嘉

の
学
を
代
表
す
る
学
者
が
、
翁
方
綱
で
す
。
地
位
も
か

な
り
高
く
、
高
位
高
官
に
上
り
詰
め
た
人
で
す
。

　

そ
の
三
十
六
歳
年
下
の
李
宗
瀚
と
い
う
官
僚
が
、
自

分
の
部
下
と
な
り
ま
し
た
。
彼
は
二
十
五
歳
で
科
挙
に

受
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
じ
い
さ
ん
以
来
の
巨
万

の
富
を
受
け
継
い
だ
、
本
当
の
お
金
持
ち
で
し
た
。
彼

は
翁
方
綱
に
書
を
習
い
ま
し
た
。
撥
鐙
法
（
は
っ
と
う

ほ
う
）
と
い
う
、
腕
を
上
げ
て
、
書
く
の
が
つ
ら
い
書

き
方
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
え
を
受
け
ま

す
。
教
え
を
受
け
る
と
と
も
に
、
書
の
学
問
も
受
け
継

ぎ
ま
す
。
翁
方
綱
は
李
宗
瀚
に
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を

与
え
ま
す
。「
あ
そ
こ
に
い
い
拓
本
が
あ
る
、
こ
こ
に

い
い
拓
本
が
あ
る
。
君
は
お
金
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
あ

れ
を
買
い
な
さ
い
」と
言
い
、彼
は
拓
本
の
コ
レ
ク
タ
ー

い
う
こ
と
で
、
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

伊
集
院
静
さ
ん
、
令
和
五
年
、
二
〇
二
三
年
の
十
一

月
二
十
四
日
、
七
十
三
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し

た
。
本
当
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
、
顔
真
卿
の
舞
台
裏
で
は
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、顔
真
卿
の
開
催
中
に
は
、中
国
か
ら
も
ニ
ュ
ー

ス
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
中
国
西
安
で
す
。
何
が

書
い
て
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、「
東
京
は
あ
ま
り
に

も
遠
す
ぎ
る
。
西
安
は
近
い
の
で
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、

西
安
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
私
た
ち
の
展
覧
会
を
ご
覧

な
さ
い
」
と
。
そ
れ
ぐ
ら
い
顔
真
卿
の
展
覧
会
は
中

国
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
開
幕
の
翌
日
で
す
。
や
は
り
、
中
国
は
す

ご
い
の
で
す
。「
五
万
人
の
中
国
人
が
、
こ
の
展
覧
会

を
見
た
」
と
、
そ
こ
ま
で
分
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、「
ど
の
都
市
の
人
が
何
人
見
た
」

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
分
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
翌
日
に

は
、さ
ら
に
詳
し
い
分
析
が
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

年
齢
別
に
は
こ
れ
ぐ
ら
い
、
四
十
歳
か
ら
四
十
九
歳
が

三
九
％
に
上
る
と
い
う
、
こ
こ
ま
で
分
か
っ
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
本
当
に
恐
ろ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
展
覧
会
、
お
か
げ
さ
ま
で
来
館
者
数
は

一
日
平
均
五
千
六
百
八
十
三
人
の
方
々
、
図
録
の
購
買
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ん
け
れ
ど
も
、
翁
方
綱
は
本
当
に
孔
子
廟
堂
碑
が
好
き

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

他
の
手
紙
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
と

拓
本
の
価
格
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
善

才
寺
碑
に
つ
い
て
は
、
も
う
十
余
金
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
れ
ば
買
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
。「
そ
れ
よ
り
高
い

の
で
あ
れ
ば
、
い
や
買
わ
な
く
て
も
い
い
」
と
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
李
宗
瀚
に
言
い
ま
す
。
一
方
、「
聖

教
序
に
つ
い
て
は
、
値
段
が
高
く
て
も
、
こ
れ
は
買
っ

た
ほ
う
が
い
い
。
そ
の
価
格
は
大
体
百
金
以
内
で
あ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。

孔
子
廟
堂
碑
に
つ
い
て
も
、「
と
に
か
く
、
こ
れ
は
い

い
拓
な
の
で
、
ぜ
ひ
手
に
入
れ
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
総
合
し
ま
す
と
、
翁
方
綱
の
唐

碑
に
対
す
る
考
え
は
、
王
羲
之
を
主
と
し
た
、
い
わ
ゆ

る
晋
人
の
書
法
を
受
け
継
ぐ
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

彼
の
著
作
を
見
ま
す
と
、『
蘇
米
斎
蘭
亭
考
』
が
あ

り
ま
す
。『
唐
碑
選
目
』
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
目
玉
中
の
目
玉
、『
孔
子
廟
堂
碑
』
の
著
作
も

あ
り
ま
す
。
蘭
亭
序
は
本
物
が
あ
り
ま
せ
ん
。
王
羲
之

の
書
は
、
ど
こ
に
一
番
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
言
う

と
、
唐
時
代
の
能
書
な
の
で
す
。
彼
ら
は
、
本
物
の
蘭

亭
序
を
見
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
王
羲
之
の
書
法
を
身

に
つ
け
て
い
ま
す
。「
身
に
つ
け
た
彼
ら
が
書
い
た
唐

を
使
い
な
さ
い
」
と
。
阮
元
（
げ
ん
げ
ん
）
と
い
う
も

う
一
人
の
大
学
者
が
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
阮
元

が
古
い
コ
ク
シ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
に
譲
っ
て
も

ら
い
な
さ
い
。
私
が
阮
元
に
直
接
言
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
、誰
か
人
を
介
し
て
譲
っ
て
も
ら
い
な
さ
い
」

と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
冒
頭
に
は

な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、最
後
の
ペ
ー
ジ
に
丸
い
「
寶
」

印
を
押
し
て
い
ま
す
。

　
「
孟
法
師
碑
」
は
、
李
氏
の
四
宝
の
中
で
最
後
に
手

に
入
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
孟
法
師
碑
も
同
じ

よ
う
な
装
丁
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
冒
頭
の
と
こ
ろ

に
丸
い
「
寶
」
印
を
押
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
善
才
寺
碑
」、
魏
栖
梧
で
す
。
実
際
に

書
い
た
人
は
魏
栖
梧
、
拓
本
の
中
で
は
褚
遂
良
と
書
い

て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
褚
遂
良
の
拓
本
か
ら

切
り
貼
り
し
た
も
の
で
す
。
魏
栖
梧
と
言
っ
て
も
誰
も

知
ら
な
い
の
で
、
褚
遂
良
だ
っ
た
ら
高
く
売
れ
る
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
切
っ
て
貼
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔

か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
他

の
文
字
は
間
違
い
な
く
魏
栖
梧
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ

れ
も
李
宗
瀚
の
ベ
ス
ト
四
に
な
り
ま
し
た
。

　

翁
方
綱
は
、
そ
の
中
で
も
孔
子
廟
堂
碑
が
と
て
も
好

き
で
、
李
宗
瀚
に
購
入
を
勧
め
、
李
宗
瀚
が
買
っ
た
後

に
、
李
宗
瀚
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
こ
の
作
品
を
借
り
ま

し
た
。
何
日
も
何
日
も
執
拗
に
研
究
し
ま
し
て
、
著
作

を
作
り
ま
す
。
今
日
は
こ
の
細
か
い
文
字
は
読
み
ま
せ

に
、
版
木
に
何
を
使
う
の
か
」
と
い
う
指
示
を
し
て
い

る
の
で
す
。
紫
檀
、
黒
檀
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
そ

れ
で
は
い
け
な
い
」
と
。「
香
楠
あ
る
い
は
豆
瓣
楠
」

と
い
う
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ク
ス
ノ
キ
の
一
種

だ
と
思
い
ま
す
。「
こ
れ
が
い
い
の
だ
」
と
、
李
宗
瀚

に
伝
え
ま
す
。李
宗
瀚
は
、そ
の
と
お
り
そ
の
木
を
使
っ

て
こ
れ
を
装
丁
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
。
字
を
彫
り
、
字
を
彫
っ
た
と
こ
ろ
に
色

を
入
れ
る
。
こ
れ
も
、「
藍
色
で
も
い
い
け
れ
ど
も
、

藍
色
よ
り
は
緑
色
が
い
い
」
と
。「
間
違
っ
て
も
金
な

ど
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
乾
隆
時
代
の
美
意
識
な
の
で

す
。
当
時
の
美
意
識
の
最
先
端
を
、
翁
方
綱
か
ら
伝
え

ら
れ
ま
し
て
、
李
宗
瀚
は
そ
の
と
お
り
に
装
丁
し
て
お

り
ま
す
。

　

そ
し
て
李
宗
瀚
は
、
丸
い
「
寶
」
印
、
自
分
の
本
当

に
お
気
に
入
り
の
作
品
に
は
こ
の
丸
い
印
を
押
す
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
李
宗
瀚
の
十
宝
、
ベ
ス
ト
十
が
あ
り

ま
す
。
李
宗
瀚
の
二
十
宝
、ベ
ス
ト
二
十
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
は
こ
の
丸
い
「
寶
」
印
が
押
し
て
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
「
孔
子
廟
堂
碑
」
も
同
じ
よ
う
な
材
木
を
使
い
、
や

は
り
緑
色
を
入
れ
て
い
ま
す
。「
こ
う
で
な
い
と
粋
じ
ゃ

な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
コ
ク
シ
や
ニ
シ
キ
を
使

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
翁
方
綱
は
李
宗
瀚
に
手

紙
を
書
き
ま
し
て
、「
古
い
宋
時
代
ぐ
ら
い
の
コ
ク
シ
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ま
い
り
ま
し
て
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
イ
ヤ
ー
、
ア
ニ
バ
ー

サ
リ
ー
イ
ヤ
ー
、
二
十
周
年
イ
ヤ
ー
が
始
ま
る
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
。

　

二
十
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
作
り
ま

し
た
。
そ
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
動
画
を
ご
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。「
二
十
年
分
の
感
謝
を

す
べ
て
の
人
に
、
次
の
一
歩
も
あ
な
た
と
共
に
」、
こ

の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
を
作
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
二
十
の
右
の
方
、
ゼ
ロ
の
中
に
見
え
る

も
の
が
九
博
の
一
部
で
す
。
緑
の
森
の
中
に
青
い
博
物

館
が
建
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
色
調

の
ロ
ゴ
を
作
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
東
博
で
も
い

い
展
覧
会
を
や
っ
て
お
り
ま
す
し
、
書
道
博
で
も
い
い

展
覧
会
を
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
九
博
の
方
に
も
ぜ
ひ

お
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
、
ご
清
聴
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

【
質
疑
応
答
】

質
問  　
富
田
先
生
、
貴
重
な
お
話
を
楽
し
く
お
聞
か 

せ
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
　

 　
ご
存
じ
の
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先

ほ
ど
の
李
氏
の
四
つ
の
拓
本
が
、
な
ぜ
今
、
日
本

に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
い
た
だ

の
宝
を
出
す
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お

り
ま
す
。
李
宗
瀚
は
、
隋
唐
の
孤
本
を
四
宝
と
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。「
孤
本
」
と
は
、
も
う
石
碑
が
壊
れ

て
拓
本
が
取
れ
な
い
も
の
で
す
。
拓
本
も
一
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
四
つ
の
孤
本
を
集
め
ま
し
て
、
自
分

の
ベ
ス
ト
四
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。
年
明
け
に
、
中
国

の
書
の
展
覧
会
が
三
井
記
念
美
術
館
で
行
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
東
博
と
書
道
博
で
開
催
を
し
て
お
り
ま
す
連
携

企
画
、
今
回
が
第
二
十
二
回
目
に
な
る
そ
う
で
す
が
、

「
拓
本
の
楽
し
み
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
展
開
を
し
て

く
れ
る
そ
う
で
す
。
今
回
、
今
ご
紹
介
し
ま
し
た
李
宗

瀚
の
四
宝
も
、
全
て
書
道
博
の
方
に
展
示
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

も
う
一
つ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も

九
州
国
立
博
物
館
が
来
年
の
十
月
、
開
館
二
十
周
年
を

迎
え
ま
す
。
本
当
に
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
に
よ
り
ま

し
て
今
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。特
別
展
は
、

今
ま
で
に
ち
ょ
う
ど
七
十
本
開
催
し
ま
し
た
。
阿
修
羅

展
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
直
近
で
は

長
沢
芦
雪
の
展
覧
会
を
し
ま
し
た
。
今
年
は
、
四
月
か

ら
年
末
ま
で
三
階
の
特
別
展
示
室
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

て
お
り
ま
し
て
、
蛍
光
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
変
え
て
お
り
ま

す
。
ほ
ぼ
完
成
し
ま
し
た
。
東
博
で
開
催
し
て
お
り
ま

す
「
は
に
わ
」
展
が
年
明
け
一
月
か
ら
九
博
に
や
っ
て

時
代
の
碑
の
中
に
王
羲
之
の
書
法
が
流
れ
て
い
る
だ
ろ

う
」
と
い
う
こ
と
で
、
翁
方
綱
は
、
蘭
亭
序
と
唐
碑
を

通
し
て
王
羲
之
の
書
法
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で

す
。「
こ
こ
ま
で
す
る
か
」
と
い
う
ぐ
ら
い
執
拗
な
研

究
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
王

羲
之
の
書
法
に
近
づ
く
た
め
に
、
王
羲
之
に
憧
れ
て
、

こ
こ
ま
で
の
研
究
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

李
宗
瀚
の
四
宝
に
つ
い
て
は
、「
誰
が
、
い
つ
、
四

宝
を
決
め
た
の
か
」
と
疑
問
に
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、

当
時
、
い
ろ
い
ろ
な
方
に
聞
き
ま
し
た
。
中
国
の
研
究

者
に
も
聞
き
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
何
年
も
か
か
っ
て
調
べ
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
北
京
図
書
館
に
行
っ
て
見
つ
け
た

も
の
で
、
李
宗
瀚
自
身
の
書
で
す
。
道
光
三
年
、
李

宗
瀚
が
五
十
五
歳
の
と
き
に
書
い
た
文
章
で
す
。
翁

方
綱
が
亡
く
な
っ
て
五
年
た
っ
て
い
ま
す
。
李
宗
瀚

は
も
う
買
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

た
ま
た
ま
孟
法
師
碑
を
入
手
し
ま
し
て
、「
右
の
四
碑
、

四
つ
の
拓
本
を
、
門
外
不
出
の
四
宝
と
定
め
た
」
と

し
て
お
り
ま
す
。

　

簡
単
な
訳
を
し
ま
し
た
。「
隋
唐
の
妙
秘
と
い
え
ば
、

楷
書
は
す
な
わ
ち
丁
道
護
、
虞
世
南
の
精
髄
、
褚
遂
良

の
骨
気
、
魏
栖
梧
は
名
を
知
る
者
も
罕
で
あ
る
。
そ
の

中
の
一
つ
を
得
よ
う
と
し
て
も
、
す
で
に
な
い
。
ま
し

て
や
四
つ
を
揃
え
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
珍
し
さ

は
趙
璧
の
比
で
は
な
い
。
故
に
我
が
家
か
ら
こ
の
四
つ
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渉
し
て
よ
う
や
く
「
そ
の
金
額
だ
っ
た
ら
お
分
け

し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
し

た
。
金
頌
清
が
手
紙
を
書
い
て
、
そ
れ
を
三
井
さ

ん
に
送
り
ま
し
た
。本
当
に
三
井
家
は
す
ご
く
て
、

そ
の
よ
う
な
手
紙
か
ら
電
報
か
ら
、
全
て
が
記
録

に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、「
何
年
も
何
年
も
か
け
て
、
よ
う
や

く
心
を
開
い
て
く
れ
ま
し
た
。
値
段
は
幾
ら
で
あ

る
。
そ
れ
を
上
海
支
店
の
方
に
入
金
し
て
く
れ
」

と
い
う
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
残
り
の

三
つ
は
、
三
井
家
の
方
で
購
入
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
　

 　
実
は
年
明
け
の
展
覧
会
で
図
録
の
方
に
書
か
せ

て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、「
李
氏

十
宝
」
と
い
う
ベ
ス
ト
十
が
あ
り
ま
す
。
金
頌
清

が
李
宗
瀚
の
末
裔
の
家
に
行
っ
て
交
渉
し
て
い
る

中
で
、「
李
氏
の
十
宝
、
ベ
ス
ト
十
が
あ
る
」
と
。

「
ベ
ス
ト
十
は
、こ
れ
と
、こ
れ
と
、こ
れ
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
李

氏
の
十
宝
の
六
つ
ぐ
ら
い
が
、
実
は
日
本
に
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
し
て
、
今
、
鍋
島

さ
ん
が
、
そ
れ
を
全
部
、
展
覧
会
に
出
そ
う
と
画

策
し
て
い
ま
す
。

　
　

 　
李
宗
瀚
の
四
つ
の
名
品
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ

の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
て
日
本
に
流
れ
て
き
た
と

い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

河
井
荃
廬
は
中
国
に
行
っ
て
、
現
地
で
い
い
作
品

を
買
い
ま
し
た
。
当
時
、
金
頌
清
と
い
う
中
国
人

の
バ
イ
ヤ
ー
が
い
ま
し
て
、
彼
に
も
い
ろ
い
ろ
と

口
利
き
を
し
て
も
ら
っ
て
、
河
井
荃
廬
は
た
く
さ

ん
の
作
品
を
集
め
ま
し
た
。

　
　

 　
こ
れ
ら
も
金
頌
清
が
李
宗
瀚
の
末ま
つ

裔え
い

の
家
に
行

き
ま
し
て
、
交
渉
し
た
も
の
で
す
。
李
宗
瀚
の
お

う
ち
は
、
国
は
揺
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
変
な

お
金
持
ち
で
し
た
。
お
金
に
困
っ
て
い
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
何
度
も
何
度
も
お
願
い
を
し
て
、
当
時

の
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
四
年
か
五
年
か
交

け
る
と
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。

富
田 　
今
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
李
宗
瀚

の
四
つ
の
名
品
が
日
本
に
あ
り
ま
す
。
大
き
な
流

れ
で
言
い
ま
す
と
、
清
朝
が
が
た
が
た
に
揺
れ
て

中
華
民
国
に
な
る
と
い
う
時
代
が
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
頃
、
今
ま
で
日
本
人
が
見
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
名
品
が
海
外
に
流
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
状
況

が
起
き
ま
し
た
。
一
部
は
欧
米
の
方
に
流
れ
て
い

ま
し
た
。

　
　

 　
そ
の
よ
う
な
状
況
を
見
た
内
藤
湖
南
な
ど
が
、

「
欧
米
に
流
れ
て
も
い
い
け
れ
ど
、
中
国
文
化
を

最
も
よ
く
理
解
す
る
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
を
守
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
有
識
者

や
、
当
時
の
政
財
界
の
人
た
ち
が
、
そ
の
よ
う
な

も
の
を
日
本
で
買
い
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
し
ま
し
た
。
こ
の
四
つ
の
作
品
も
、
そ
の
よ
う

な
流
れ
の
中
で
日
本
に
来
た
も
の
で
す
。

　
　

 　
一
番
目
の
作
品
は
記
録
を
見
ま
す
と
、
羅
振
玉

が
こ
れ
を
買
い
、
日
本
に
来
ま
し
た
。
そ
し
て
日

本
に
来
た
と
き
に
、
生
活
費
を
捻
出
す
る
た
め
に

日
本
に
売
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。
残
り
の
三
つ
の
方
は
、
三
井
財
閥
、
三
井
高

堅
と
い
う
人
物
が
河
井
荃
廬
を
通
し
て
中
国
か
ら

買
い
ま
し
た
。
河
井
荃
廬
は
目
利
き
で
す
よ
ね
。


