
作
品
鑑
賞

大
島
嵓
山
先
生



漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
64
回

第
64
回

林
の
道
を
ひ
と
り
歩
ん
で

日
暮
れ
の
南
山
を
眺
め
や
る

菊
の
花
び
ら
を
盃
に
浮
か
べ
よ
う
に
も
酒
は
な
く
、
花
び
ら
を
採
っ
て
食
べ
る
と

し
た
た
り
落
ち
ん
ば
か
り
の
露
に
、
清
冽
な
香
り
が
篭
っ
て
い
た
。

《
菊
　
蹊
》　
菊
の
咲
く
小
道

《
　
英
　
》　
花
。
特
に
実
が
な
ら
な
い
も
の
。

《
掇
　
る
》　
え
ら
び
取
る
こ
と
。

《
嘗
め
る
》　
味
わ
い
た
め
す
。

《
零
　
露
》　
滴
り
落
ち
る
露

 菊
 　
 蹊
 　
  高
　
啓

き
く
 

け
い

独
り
行
く
　
 林
  下
 の
 路
 

り
ん
 か
 

み
ち

望
み
望
む
　
 南
  山
 の
 暮
 

な
ん
 ざ
ん
 

く
れ

酒
無
く
し
て
 英
 を
 掇
 っ
て
 嘗
 む
れ
ば

は
な
 

と
 

な

寒
香
 已
 に
 零
  露
 な
り

す
で
 

れ
い
 ろ

高
啓
（
一
三
三
六
～
一
三
七
四
・
号
青
邱
子
）
は
明
の
太
祖
朱
元
璋
に
そ
の
才
能

を
買
わ
れ
て
、
南
京
で
「
元
史
」
の
編
纂
に
従
事
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戸
部
右

侍
郎
と
い
う
現
在
の
大
蔵
次
官
に
あ
た
る
地
位
に
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ
ま
り

に
も
急
激
な
昇
進
に
不
安
を
感
じ
、
固
辞
し
て
故
郷
の
蘇
州
へ
帰
っ
て
し
ま
い
ま

す
。三
十
五
歳
の
時
で
し
た
。そ
し
て
蘇
州
の
郊
外
青
邱
で
作
詩
に
専
念
す
る
日
々

を
送
り
ま
し
た
。

一
方
、
流
民
か
ら
身
を
起
こ
し
皇
帝
に
ま
で
登
り
つ
め
た
朱
元
璋
は
猜
疑
心
が
強

く
、
有
能
な
人
材
が
将
来
、
危
険
な
存
在
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
次
々
と
弾
圧
し
は

じ
め
て
い
ま
し
た
。

古
よ
り
、
山
や
丘
な
ど
の
高
い
所
に
登
っ
て
、
菊
の
花
を
酒
に
浮
か
べ
て
呑
む
と

長
寿
を
保
つ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
重
陽
の
節
句
（
陰
暦
九

月
九
日
）
に
行
わ
れ
る
風
習
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
南
山
」
は
固
有
名

詞
と
な
る
と
西
安
の
南
方
に
聳
え
る
「
終
南
山
」
の
別
称
で
す
が
、
こ
こ
で
は
古

来
そ
の
名
が
知
ら
れ
た
「
終
南
山
」
を
意
識
す
る
も
の
の
、
そ
の
含
意
に
は
「
ど
っ

し
り
と
構
え
た
山
」
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
山
は
永
遠
に
不
動

の
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
長
寿
を
祈
念
す
る
成
語
に
「
南
山
の
寿
」
が
あ
り
ま
す

が
、
高
啓
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
啓
は
酒
に
浮
か
べ
て
呑
む
か
わ
り
に
、
菊
の
花
び
ら
を
採
っ
て
食
べ
、
心
の
片

隅
で
南
山
の
如
き
自
分
の
長
寿
を
願
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
朱
元
璋
の

猜
疑
心
は
高
啓
に
も
及
び
、
知
人
で
蘇
州
の
知
府
だ
っ
た
魏
観
の
罪
に
連
座
し
て

処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
朱
元
璋
を
風
刺
し
た
詩
を
作
っ
た
か
ら
と
も
、
ま

た
反
抗
の
詩
を
詠
ん
だ
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
三
七
四
年
、
三
十
九
歳

と
い
う
若
さ
で
し
た
。

獨

行

林

下

路

望

望

南

山

暮

無

酒
 

英

嘗

寒

香

已

零

露



猿 猿1

こ
の
「
書
人
傳
」
で
、 董
  其
 

と
う
 き

 昌
 ・
し
ょ
う

 張
 
ち
ょ
う

 瑞
  圖
 ・
 王
  鐸
 ・
 傅
  山
 と
明

ず
い
 と
 

お
う
 た
く
 

ふ
 ざ
ん

末
の
諸
家
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
は
政
治
史
的
に

紛
れ
も
な
く
衰
退
と
混
迷
の
一
途
を
辿
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と

は
理
解
頂
け
た
と
思
い
ま
す
。
だ
が
文
化
面
だ
け
に
限
っ
て
み
る

と
、
書
に
限
ら
ず
、
工
芸
・
美
術
絵
画
・
文
学
な
ど
藝
苑
の
世
界

で
は
歴
史
上
特
異
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
光
芒
を
放
っ
た
革
新
の

時
代
で
し
た
。
万
暦
赤
絵
の
壺
や
、 徐
  渭
 や
董
其
昌
の
文
人
画
や

じ
ょ
 い

明
末
の
大
詩
人
袁
宏
道
の
出
現
は
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
す
。
書
人

で
は
上
記
の
本
欄
で
紹
介
し
た
ほ
か
に
、 倪
  元
  璐
 、 黄
  道
 

げ
い
 げ
ん
 ろ
 

こ
う
 ど
う

 周
 な
ど

し
ゅ
う

も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

で
は
な
ぜ
こ
の
生
き
る
こ
と
も
困
難
な
時
代
に
、
生
活
の
背
後

に
あ
っ
た
現
実
の
苛
烈
さ
と
は
全
く
別
な
、
一
種
洗
練
さ
れ
た
明

末
ロ
マ
ン
派
と
称
せ
ら
れ
た
書
人
が
現
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
時
代
に
生
き
た
漢
民
族
文
人
達
は
そ
の
名
状
し
難
い
鬱
積
苦
悩

の
中
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
爆
発
的
と
も
い
え
る
革
新
的
な
藝
苑

が
展
開
さ
れ
た
と
私
た
ち
は
理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
説
得
力
に
乏
し
く
、
ど
う
し
て
も
心
底
か
ら
納
得
で
き
な

い
疑
問
が
残
り
ま
す
。

そ
の
疑
問
を
解
く
一
つ
に
、
農
村
以
外
の
一
般
に
は
生
活
の
充

足
と
享
受
の
豊
か
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
し

ば
し
ば
飢
饉
、
叛
乱
、
外
敵
の
侵
略
な
ど
が
起
こ
り
、
明
と
い
う

時
代
の
命
運
を
蝕
む
要
素
と
な
り
は
し
ま
し
た
が
、
と
く
に
都
市

の
市
民
た
ち
の
生
活
に
は
ほ
と
ん
ど
響
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
主
と
し
て
商
業
経
済
の
盛
ん
な
発
展
に
負
う
も

の
で
し
た
。
万
暦
帝
の
 奢
  侈
 は
殊
に
有
名
で
す
が
、
皮
肉
に
も
そ

し
ゃ
 し

の
贅
沢
品
の
調
達
の
た
め
に
染
織
業
や
製
陶
業
が
飛
躍
的
に
発
展

し
、
揚
子
江
下
流
域
や
蘇
州
を
中
心
と
し
て
、
賃
金
労
働
者
を
擁

し
て
大
量
に
絹
と
綿
織
物
を
生
産
し
、
そ
の
技
術
も
洗
練
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
史
実
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
商
品
の
売
買
に
伴
い

外
国
貿
易
ま
で
発
展
し
て
、
中
国
へ
の
銀
の
流
入
は
明
末
に
至
っ

て
年
々
増
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
一
部
地
域
に
限
定
は
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
商
業
経
済
の
潤
い
は
、
政
局
の
悪
化
と
国
運
の

衰
退
に
も
関
わ
ら
ず
、
意
外
に
も
明
末
の
文
化
と
生
活
を
色
彩
豊

か
な
も
の
と
す
る
条
件
と
な
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

ま
た
も
う
一
つ
。
こ
れ
は
一
番
大
き
な
要
因
と
い
う
べ
き
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
明
中
期
以
降
の
文
化
思
想
の
大
き
な
転
換
が
あ

り
ま
す
。
書
壇
に
お
い
て
は
董
其
昌
の
出
現
で
す
。
董
其
昌
は
、

そ
の
書
論
「
晋
人
の
書
は
韻
を
取
り
、
唐
人
の
書
は
法
を
取
り
、

宋
人
の
書
は
意
を
取
る
。」
の
言
葉
の
よ
う
に
、
時
代
各
々
の
特
性

を
見
出
し
、
形
式
主
義
や
復
古
主
義
を
排
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

魏
晋
の
精
神
を
継
承
し
て
書
風
を
確
立
し
た
顔
真
卿
を
は
じ
め
、

宋
の
蘇
軾
・
黄
庭
堅
・
米
芾
な
ど
の
個
性
的
な
書
の
系
統
を
尊
重

す
る
体
系
を
構
築
し
ま
し
た
。

思
想
哲
学
の
分
野
で
は
、
明
代
中
期
に
「
陽
明
学
」
を
提
唱
し

た
王
陽
明
は
、
人
間
本
来
の
本
能
を
尊
重
す
る
こ
と
を
基
本
と
し

て
、
聖
賢
の
教
え
は
我
々
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
生
来
の
心
の
中
に

存
す
る
の
だ
と
説
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
思
想
を
継
い
だ
思
想

家
、 李
  卓
  吾
 は
、
一
切
の
外
的
な
も
の
、
粉
飾
さ
れ
た
も
の
を
拒

り
 た
く
 ご

否
し
て
真
実
を
追
求
す
る
「
童
心
説
」
を
唱
え
ま
す
。
こ
の
考
え

は
現
実
の
世
界
で
は
多
く
の
 軋
  轢
 を
引
き
起
こ
し
た
よ
う
で
す

あ
つ
 れ
き

が
、
そ
の
一
方
で
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
打
破
す
る
革
新
的
な
藝
苑
を

創
造
し
て
い
く
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。
文
壇
に
お
い
て
は
公
安

派
の
詩
人
袁
宏
道
が
李
卓
吾
の
啓
発
を
受
け
て
い
ま
す
。
公
安
派

は
当
時
文
壇
を
風
靡
し
て
い
た
擬
古
主
義
や
古
文
辞
の
模
倣
を
排

斥
し
て
、
詩
文
と
も
自
由
な
心
情
の
自
由
な
表
現
を
旨
と
し
ま
し

た
。
袁
宏
道
は
、
奇
な
る
も
の
、
異
彩
を
放
つ
も
の
、
独
自
の
価

値
を
主
張
す
る
も
の
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
尊
重
し
愛
惜
し
た
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
傅
山
の
「
巧
よ
り
拙
、
媚
よ
り
醜
、
軽

滑
よ
り
支
離
、
按
排
よ
り
真
率
」
を
説
い
た
「
作
字
示
児
孫
」
の

一
文
と
全
く
同
様
な
価
値
観
で
す
。 奔
  放
  不
  羈
 に
書
を
展
開
し
た

ほ
ん
 ぽ
う
 ふ
 
き

王
鐸
・
傅
山
を
は
じ
め
と
す
る
明
末
書
人
た
ち
が
立
脚
し
た
理
念

と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

話
は
明
末
の
政
治
情
勢
に
も
ど
り
ま
す
が
、
魏
忠
賢
の
よ
う
な

宦
官
の
 跋
  扈
 や
朋
党
の
争
い
、
そ
し
て
北
虜
南
倭
と
言
わ
れ
る
北

ば
っ
 こ

方
と
東
南
海
岸
か
ら
の
侵
略
が
あ
り
、
ま
た
完
全
な
皇
帝
独
裁
制

で
皇
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
れ
ば
、「
 廷
 
て
い

 杖
 」
と
い
っ
て
ど
ん
な
高
官
と

じ
ょ
う

い
え
ど
も
杖
で
殴
り
殺
さ
れ
る
時
代
相
で
す
。
明
末
は
特
に
人
間

の
尊
厳
性
は
失
わ
れ
て
い
た
時
期
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
過
酷
な
時
代
背
景
が
皮
肉
に
も
明
末
を
生
き
た
書
人
た

ち
に
焦
燥
感
を
伴
っ
た
芸
術
的
意
欲
を
引
き
起
こ
さ
せ
、
数
々
の

名
品
を
生
む
大
き
な
根
本
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

書書書書書書書書書書
人人人人人人人人人人
書
人
傳傳傳傳傳傳傳傳傳傳傳

明
末
と
藝
苑

佐
藤
　
象
雲



猿 猿5

《
大
意
》
秋
の
山
の
夕
映
え
は
お
さ
ま
り
、
鳥
は
友
を
追
っ
て
飛
び
ゆ
く
。
秋
に
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
色
づ
い
た
山
の
草
木
の
み
ど
り
が
は
っ
き
り
と
明
ら
か
で
、
夕
も
や
の
か
か
る
と
こ
ろ
も

な
い
。
（
王
維
詩
・
木
蘭
柴
）

秋
山
　 余
 
よ

 照
 
し
ょ
う

を
 斂
 め
　
飛
鳥
　 前
  侶
 を
 逐
 う
　
 彩
  翠
 　時
に
 分
  明
 　
 夕
  嵐
 　 処
  所
 な
し

お
さ
 

ぜ
ん
 ろ
 

お
 

さ
い
 す
い
 

ぶ
ん
 め
い
 

せ
き
 ら
ん
 
し
ょ
 し
ょ

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
秋
風
が
も
の
寂
し
く
吹
い
て
天
空
の
気
は
ひ
や
や
か
。
（
魏
文
帝
詩
・
燕
歌
行
の
一
節
）

秋
風
 
 瑟
 と
し
て
天
気
涼
し

し
つ

5

条幅揮毫の参考 （９月３０日〆切）

し
ょ
う
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
家
の
本
は
身
に
在
り
（
家
の
根
本
は
自
分
の
身
に
あ
る
「
孟
子
・
離
婁
上
」）

一般部規定課題（９月３０日〆切）
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一般部規定課題（解説）

一
般
部
規
定
課
題
出
品
に
つ
い
て

・
規
定
課
題
は
段
級
の
区
別
な
く
、
右
掲

載
の
五
字
句
と
な
り
ま
す
。

・
初
段
以
下
の
方
に
限
り
、
左
に
掲
載
し

て
あ
る
よ
う
に
二
文
字
ま
た
は
三
文
字

で
も
構
い
ま
せ
ん
。

・
規
定
課
題
（
楷
書
）
の
出
品
は
ひ
と
り

一
点
に
限
り
ま
す
。



猿 猿8

草　　書 行　　書

次号課題 隷　　書

◇
各
体
と
も
書
風
は
自
由
で
す
。
特
に
上
位
者
は
古
典
な
ど
を
参
考
に
創
意
溢
れ
る
作
品
を
ご
出
品
く
だ
さ
い
。

月華　静夜に臨む

※
成
家
・
師
範
の
随
意
作
品
出
品
は
二
点
ま
で
で
す
。

課題随意参考（９月３０日〆切）
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ペン字部課題 （９月３０日〆切） 細字部課題 （９月３０日〆切）

（両部とも本会所定の指定用紙を使用のこと）

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

和
　
泉
　
溪
　
石
　
先
生
書

寒
さ
来
れ
ば
暑
さ
は
ゆ
く

秋
に
収
穫
し
冬
は
貯
え
る
（
一
年
の
正
し
い
移
り
変
わ
り
を
い
う
）

略
解

カ
ン
ラ
イ
シ
ョ
オ
ウ

シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
ト
ウ
ゾ
ウ

音
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臨書の基礎講座（９月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

■
 史
  晨
  後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

し
 し
ん
 こ
う
 ひ

薛
の
東
門
栄
、史
た
る
…
…

（７）

『
薛
東
門
榮
史
』

隷
書
体
の
規
格
基
準
と
い
え
ば
水
平
垂
直
で
す
。
特

に
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
と
字
座
の
安
定
が
求
め
ら
れ
る

書
体
で
す
の
で
、
ま
ず
こ
の
水
平
垂
直
の
筆
使
い
を

身
に
着
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
晨
碑
は
格

好
の
古
典
で
す
。

「
薛
」
草
冠
の
下
の
旁
、
「
辛
」
は
上
部
の
第
一
点

を
横
線
に
し
、
下
部
は
三
横
画
で
作
り
ま

す
。

「
東
」
左
右
整
斉
な
結
体
。
上
部
は
鍋
蓋
同
様
に
、

点
・
横
画
で
書
く
こ
と
も
間
違
い
と
は
言
え

ず
、
史
晨
碑
に
は
「
去
」
「
来
」
「
本
」
の

上
部
な
ど
同
様
の
筆
法
が
多
く
あ
り
ま
す
。

拙
臨
は
上
部
か
ら
縦
画
で
突
き
通
し
て
い
ま

す
。

「
門
」
左
右
縦
画
の
変
化
に
注
目
。
左
縦
画
は
左
に

払
い
、
右
縦
画
は
や
や
背
勢
に
止
め
ま
す
。

史
晨
碑
の
な
か
で
は
「
月
」
「
周
」
な
ど
も

同
様
に
処
理
し
て
い
ま
す
。

「
榮
」
上
部
の
二
つ
の
火
は
左
右
に
拡
げ
、
下
部
は

幾
分
幅
を
抑
え
て
い
ま
す
。

「
史
」
口
を
小
さ
く
し
て
左
右
の
払
い
を
強
調
し
ま

す
。
左
払
い
は
曲
。
右
払
い
は
直
。



猿 猿11

臨書の基礎講座 （９月３０日〆切）

『
流
觴
曲
水
』

流
觴
曲
水
と
は
、
川
の
水
を
引
い
て
曲
が
り
く
ね
る

小
川
を
つ
く
り
、
流
れ
に
沿
っ
て
み
ん
な
が
坐
り
ま

す
。
そ
し
て
川
上
か
ら
酒
を
満
た
し
た
盃
を
流
し
、

自
分
の
前
に
盃
が
来
る
ま
で
に
詩
を
賦
し
そ
の
酒
を

飲
み
、
詩
の
出
来
な
か
っ
た
人
は
さ
ら
に
罰
杯
を
受

け
る
と
い
う
雅
会
で
す
。
こ
の
日
は
、
四
十
二
人
の

文
人
が
集
い
、
そ
の
う
ち
十
六
人
が
詩
を
作
れ
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
王
羲
之
が
こ
れ
ら
の
詩
篇
の

序
文
を
揮
毫
し
た
の
が
こ
の
蘭
亭
序
で
す
。

王
羲
之
は
酔
い
が
醒
め
た
あ
と
蘭
亭
序
を
幾
度
も
書

き
直
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
書
け
ず
、

自
ら
こ
れ
を
傑
作
と
認
め
、
子
孫
に
伝
え
た
と
い
い

ま
す
。

ち
な
み
に
蘭
亭
序
を
蘭
亭
叙
と
書
く
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、
蘇
東
坡
が
祖
父
の
「
序
」
を
避
け
て
「
叙
」

書
い
た
た
め
に
広
が
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
皇
帝

や
目
上
の
者
の
諱
（
生
前
の
名
）
を
避
け
て
他
の
字

に
置
き
換
え
る
「
避
諱
改
字
」
と
い
う
中
国
古
来
の

風
習
で
す
。

象
　
雲
　
臨

■
王
羲
之
・
蘭
亭
序
（
東
晋
・
西
暦
三
五
三
年
）
の
臨
書

（９）

流
觴
曲
水


