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実
技
に
入
る
前
に
・
そ
の
三

古
典
の
王
様

本
年
三
月
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
『
書
聖

王
羲
之
』
展

で
は
「
大
報
帖
」
と
い
う
新
発
見
が
あ
り
、
山
内
溪
華
さ
ん

た

い

ほ

う

も
四
月
号
の
臨
書
課
題
に
取
り
上
げ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
補

足
で
も
触
れ
ま
し
た
が
「
行
穣
帖
」
も
日
本
で
は
二
度
目

こ

う

じ
ょ
う

（
初
公
開
は
平
成
十
五
年
に
大
阪
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ

た
「
海
を
渡
っ
た
中
国
の
書
」
展
）
の
展
示
で
、
今
展
の
目

玉
の
一
つ
で
し
た
。
拓
本
も
多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

や
は
り
喪
乱
帖
や
孔
侍
中
帖
の
双
鉤
塡
墨
さ
れ
た
作
品
に
目

を
引
か
れ
ま
す
。

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
に
北
京
で
開

か
れ
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
、
王
羲
之
の
「
平
安
帖
」
が
約
三

八
億
七
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
で
落
札
さ
れ
ま
し
た
。

「
平
安
帖
」
は
四
十
一
文
字
で
す
か
ら
、
換
算
す
る
と
一
字

が
九
四
〇
〇
万
円
を
越
え
る
金
額
と
な
り
、
こ
こ
で
も
王
羲

之
は
書
道
史
の
王
様
で
し
た
。

古
典
の
見
方
・
空
臨

く

う

り

ん

さ
て
、
古
典
が
す
ば
ら
し
い
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き

ま
す
が
、
実
際
自
分
の
眼
で
見
て
、
ど
こ
が
す
ば
ら
し
い
と

感
じ
る
か
、
そ
れ
は
難
問
で
す
。

例
え
ば
、
動
物
園
に
行
っ
て
猿
を
じ
っ
く
り
見
て
い
ま
す

と
、
段
々
顔
の
違
い
が
分
か
り
、
更
に
観
察
し
ま
す
と
、
個
々

の
特
徴
の
違
い
も
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

古
典
も
同
様
に
考
え
、
と
に
か
く
じ
っ
く
り
見
て
い
ま
す

と
、
線
の
弾
力
や
勢
い
、
ま
た
筆
の
動
き
が
伝
わ
っ
て
来
ま

す
。
同
時
に
自
分
が
書
き
手
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
な
ぞ
っ

て
書
い
て
み
ま
す
と
、
ど
ん
な
筆
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、

ど
ん
な
墨
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
ど
と
、
様
々
な
思
い

も
馳
せ
て
来
ま
す
。
つ
ま
り
頭
の
中
で
臨
書
を
す
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
臨
書
を
私
は
空
書
に
対
し
て
「
空
臨
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
見
方
で
各
展
覧
会
に
行
き
、
同
じ
様
に
現
代

の
書
作
品
を
な
ぞ
っ
て
み
ま
す
と
、
古
典
と
は
全
く
違
っ
た

運
筆
が
感
じ
ら
れ
、
且
ま
た
古
典
の
す
ば
ら
し
さ
や
品
性
を

知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

で
す
か
ら
、
古
典
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
古
典
の

作
品
を
展
示
す
る
特
別
展
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代
の
書
展

も
見
て
比
較
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
更
に
実
際
に
書
い
て

反
復
臨
書
を
す
れ
ば
、
一
層
眼
や
腕
が
培
わ
れ
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
す
。

書
の
誤
解

書
も
絵
画
と
同
じ
く
平
面
で
表
現
す
る
も
の
で
す
が
、
絵

※
注
１

画
の
物
を
対
象
と
し
て
色
彩
で
表
現
す
る
こ
と
に
対
し
、
書

は
文
字
を
対
象
と
し
て
紙
の
白
と
墨
の
黒
で
表
現
し
ま
す
。

書
の
実
技
で
は
、
黒
で
形
成
さ
れ
る
文
字
を
い
か
に
表
現
す

る
か
を
、
解
説
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
と
二
つ
、

誤
解
と
い
う
か
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
申
し
上
げ

て
実
技
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
は
「
読
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
読
め

な
い
か
ら
解
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
結
構
多
い
で
す

よ
ね
。
書
の
多
く
は
漢
詩
を
書
き
ま
す
か
ら
、
学
ば
な
け
れ

ば
活
字
で
も
読
め
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
を
草
書
・
隷
書
・

篆
書
・
変
体
仮
名
な
ど
の
書
体
を
用
い
て
書
き
ま
す
の
で
、

更
に
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
読

め
な
く
て
も
、
書
体
は
書
に
お
け
る
歴
史
の
財
産
で
す
か
ら
、

伝
統
を
継
承
す
る
上
で
は
当
然
使
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
書
は
形
の
あ
る
文
字
を
表
現
す
る
も
の
と
理
解
す
れ

ば
、
敢
て
読
め
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。

※
注
２

も
う
一
つ
は
「
意
味
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
く
「
何
て

書
い
て
あ
る
ん
で
す
か
。
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」
と
聞
い

て
く
る
人
、
や
は
り
多
い
で
す
よ
ね
。
確
か
に
文
字
に
は
意

味
が
あ
り
ま
す
が
、
書
は
文
字
の
形
だ
け
を
対
象
に
し
て
表

現
し
ま
す
の
で
、
意
味
と
か
内
容
は
無
視
し
て
書
き
ま
す
。

書
に
と
っ
て
文
字
は
、
表
現
す
る
た
め
の
素
材
と
考
え
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
。

海
外
の
歌
を
考
え
て
下
さ
い
。
言
葉
も
意
味
も
解
り
ま
せ

ん
。
最
近
は
日
本
の
歌
も
解
ら
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
鑑
賞

は
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
絵
画
に
お
い
て
、
り

ん
ご
の
画
を
描
い
て
も
中
身
の
味
ま
で
は
解
り
ま
せ
ん
。

書
は
文
字
の
造
形
を
表
現
す
る
も
の
な
の
で
す
。

※
注
１

よ
く
平
面
芸
術
と
言
い
ま
す
が
、
書
は
芸
術
と
言
っ

て
よ
い
の
か
、
そ
も
そ
も
芸
術
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、

私
に
は
理
解
出
来
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
芸
術
と
い
う
言
葉

は
極
力
避
け
て
い
ま
す
。

※
注
２

読
め
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

せ
め
て
自
分
が
書
い
た
作
品
く
ら
い
は
読
め
る
よ
う
に
し

て
も
ら
い
た
い
で
す
。

（
つ
づ
く
）

王羲之「行穣帖」


