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◇
豆
子
名
誉
会
長
「
書
道
あ
れ
こ
れ
」

▼
書
道
と
は
漢
字
を
書
く
技
の
こ
と
を
い

う
。
漢
字
は
黄
河
流
域
の
民
族
に
よ
っ
て

出
来
、
韓
国
を
通
じ
て
伝
わ
っ
た
が
、
漢

字
が
誕
生
し
て
初
め
て
人
間
は
意
志
の
伝

達
を
後
世
に
残
す
事
が
出
来
る
様
に
な
っ

た
。
初
め
は
僅
か
な
漢
字
が
、
文
化
の
発

達
と
共
に
増
え
て
、明
時
代
に
で
き
た「
康

煕
字
典
」
で
は
何
十
万
と
い
う
数
の
多
さ

に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
今
一
番
大
き

な
漢
字
字
典
と
い
わ
れ
て
い
る
。
漢
字
は

字
数
は
増
え
て
い
る
が
、
書
法
と
し
て
残

っ
て
い
る
原
点
は
、
後
漢
の
蔡
邕
と
い
う

書
家
が
考
え
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
蔡
邕

理
論
が
今
日
ま
で
鉄
則
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
漢
字
の
原
則
と
い
う
の
は
極
め

て
う
ま
く
造
っ
て
あ
り
、
書
法
と
い
う
の

も
そ
れ
に
則
っ
て
点
と
線
（
画
）
と
い
う

二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
、
他
に
一

切
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か

で
漢
字
は
成
っ
て
い
る
。
芸
術
と
い
う
中

で
書
道
は
一
番
制
約
が
多
い
。
本
来
漢
字

を
書
く
技
と
し
て
発
達
し
て
き
た
の
で
一

つ
の
誤
り
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
法
を

外
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
展
覧
会
審
査

は
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
鑑
別
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
で
大
変
だ
。

▼
点
は
天
、
線（
画
）は
地
。
王
羲
之
の
優

れ
た
と
こ
ろ
を
端
的
に
い
う
と
、
線
か
ら

面
に
移
っ
た
と
解
釈
す
る
。
線
と
面
と
の

違
い
。
線
が
稲
妻
の
よ
う
に
細
い
か
と
思

う
と
面
は
幅
広
く
き
て
、
そ
の
筆
使
い
は

今
ま
で
の
書
法
と
違
い
独
特
だ
。
そ
も
そ

も
書
道
と
い
う
も
の
は
筆
の
通
っ
た
跡
を

眺
め
る
技
だ
と
思
う
。
い
か
に
紙
の
上
を

筆
が
走
っ
た
か
、
そ
の
跡
を
鑑
賞
す
る
の

で
あ
る
。
一
本
の
線
に
も
色
々
な
変
化
が

生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
当
の
書
道
だ
。

▼
も
う
一
つ「
気
」と
い
う
も
の
が
中
国
で

は
早
く
か
ら
重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
は
目
に

見
え
な
い
が
、
い
わ
ば
物
質
の
元
を
表
す
。

人
間
は
気
を
吸
っ
て
吐
い
て
い
る
が
、
書

に
も
呼
吸
が
あ
る
。
こ
れ
が
解
ら
ぬ
者
は

書
が
解
ら
ぬ
。
書
に
も
吸
う
息
吐
く
息
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
書
を
生
か
し
て
い
る
の
だ
。

▼
気
の
不
思
議
は
一
番
大
切
な
事
。
大
池

先
生
曰
く
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
自
分
が

観
え
て
い
る
書
の
良
し
悪
し
が
解
っ
て
こ

そ
、
そ
こ
ま
で
の
書
が
書
け
る
。
観
え
る

力
＝
鑑
識
眼
。
こ
れ
が
最
も
大
切
だ
。
人

の
書
を
観
て
心
を
打
た
れ
立
ち
尽
く
し
た

体
験
が
あ
る
人
な
ら
必
ず
そ
こ
ま
で
は
い

け
る
筈
と
い
う
事
だ
。
私
は
心
眼
を
開
け

る
、
眼
力
を
養
う
為
に
古
い
作
品
を
求
め

た
。
自
分
が
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
た
い

魅
力
を
感
じ
て
、
求
め
る
こ
と
だ
。

▼
極
論
す
る
と
こ
の
点
と
画
が
上
手
く
書

け
た
ら
、
理
屈
で
言
え
ば
書
も
上
手
く
書

け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
位
大
切
だ
か
ら

私
の
新
道
書
道
会
で
は
ま
ず
基
本
点
画

か
ら
入
る
。
線
に
は
直
線
と
曲
線
が
あ

る
。
漢
字
は
直
線
、
日
本
の
い
ろ
は
は
曲

線
。
子
供
達
に
ど
ち
ら
か
ら
教
え
る
べ
き

か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
書
道
は
大
き
く
変
わ

る
が
、
私
の
所
で
は
直
線
・
漢
字
か
ら
行

っ
て
い
る
。
点
画
の
基
本
が
で
き
た
ら
曲

線
。
意
見
の
色
々
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
…

▼
墨
象
な
ど
文
字
性
を
超
え
た
絵
画
的
な

も
の
も
あ
る
が
、
私
は
漢
字
以
外
、
自
分

の
思
想
・
意
志
を
子
孫
に
残
す
事
は
出
来

な
い
、
漢
字
あ
っ
て
こ
そ
と
思
う
の
だ
が

…
い
ず
れ
に
し
て
も
、
書
道
と
は
筆
の
通

っ
た
跡
を
鑑
賞
す
る
技
と
前
述
し
た
が
、

使
う
の
は
水
だ
。
水
に
よ
っ
て
滲
み
・
か

す
れ
な
ど
漢
字
に
奥
深
く
味
付
け
を
す
る
。

書
は
味
の
芸
術
・
奥
深
さ
の
芸
術
だ
。

▼
「
無
」
と
違
い
「
死
」
と
い
う
文
字
は

人
を
惹
き
つ
け
迫
っ
て
く
る
力
が
あ
る
。

こ
の
様
に
そ
の
力
が
文
字
に
よ
っ
て
違
う
。

漢
字
は
奥
が
深
い
。

▼
書
家
と
は
書
を
も
っ
て
世
に
立
つ
者
を

い
う
。
自
分
の
字
を
書
い
て
職
業
と
し
て

い
る
の
だ
。
書
道
家
は
書
道
界
の
為
に
活

躍
し
て
い
る
人
。

▼
書
の
本
当
の
価
値
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
筆
の
通
っ
た
跡
を
眺
め
る
訳
だ
か
ら
線

質
と
い
う
こ
と
だ
。「
書
譜
」の
中
に
、［
古

は
質
に
し
て
今
は
妍
な
り
］
と
あ
る
。
古

は
東
晋
・
王
羲
之
、
今
は
唐
代
・
孫
過
程
。

唐
代
、
書
は
美
し
く
は
な
っ
た
が
質
は
悪

い
と
孫
は
見
抜
い
て
い
た
わ
け
だ
。
質
の

説
明
は
非
常
に
難
し
い
。

▼
空
海
は
日
本
で
書
聖
と
さ
れ
て
い
る
が
、

中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
震
旦
書
法
字
典
の

中
に
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
宇
宙
の
説

が
書
道
の
大
元
の
姿
だ
と
、
驚
く
べ
き
事

に
あ
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
理
論
に
全
く

似
た
説
を
根
本
原
理
に
使
っ
て
い
た
事
実

が
あ
る
。
蔡
邕
の
理
論
、
点
＝
天
＝
星
の

繋
が
り
が
線
（
画
）
＝
地
で
、ト
ン
、ツ
ー
、

ト
ン
。
ト
ン
の
打
ち
込
み
が
出
生
を
表
し

ツ
ー
が
人
生
、
ト
ン
が
死
。
起
筆
・
送
筆
・

終
筆
の
三
つ
の
成
り
立
ち
、
す
べ
て
三
折

法
か
ら
成
る
原
点
で
あ
る
。

▼
人
間
は
何
が
為
に
生
ま
れ
て
き
た
か
。

三
木
清
な
ど
有
名
な
人
の
人
生
論
も
よ
く

読
ん
だ
が
、
九
十
二
歳
に
な
っ
て
も
未
だ

わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

▼
書
家
は
何
を
し
に
生
ま
れ
て
き
た
か
。

で
き
る
だ
け
高
く
買
っ
て
貰
え
る
書
を
書

く
の
が
一
番
、
一
枚
売
れ
て
半
年
く
ら

い
過
ご
せ
た
ら
い
い
（
笑
）。
明
治
、
大

正
の
頃
は
書
を
解
す
る
人
が
多
か
っ
た
…
。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
だ
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
予
定
）
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