
漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
67
回

第
67
回

初
到
黄
州
　
  蘇
　
軾

 自
 ら
笑
う
 平
生
 口
の
為
に
忙
し
か
り
し
こ
と
を

み
ず
か 老

  来
  事
業
  転
 た
 荒
  唐
 

ろ
う
 ら
い
 

う
た
 

こ
う
 と
う

長
江
  郭
 を
 繞
 り
て
  魚
 の
美
な
る
を
知
り

か
く
 

め
ぐ
 

う
お

 好
  竹
  山
に
連
な
り
て
 

こ
う
 ち
く

 筍
 
じ
ゅ
ん

の
香
し
き
を
 覺
 ゆ
お
ぼ

 逐
  客
  妨
げ
ず
  員
  外
 の
 置
 

ち
く
 か
く
 

い
ん
 が
い
 

ち

詩
人
 例
と
し
て
  水
  曹
 の
 郎
 と
 作
 る

す
い
 そ
う
 

ろ
う
 

な

只
だ
  慙
 ら
く
は
  絲
  豪
 の
事
を

は
づ
 

し
 ご
う

 補
 う
無
く
し
て

お
ぎ
な

 尚
 お
  官
  家
   壓
  酒
 の
 嚢
 を
費
す
こ
と
を

な
 

か
ん
 か
 
あ
つ
 し
ゅ
 

の
う

自
笑
平
生
為
口
忙

老
来
事
業
轉
荒
唐

長
江
繞
郭
知
魚
美

好
竹
連
山
覺
筍
香

逐
客
不
妨
員
外
置

詩
人
例
作
水
曹
郎

只
慙
無
補
絲
豪
事

尚
費
官
家
壓
酒
嚢

は
じ
め
て
こ
う
し
ゅ
う
に
い
た
る
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こ
れ
ま
で
の
生
涯
が
、
も
の
申
す
の
に
ば
か
り
忙
し
く
明
け
暮
れ
て
き
た
こ
と
を
、
今
振

り
返
る
と
我
な
が
ら
お
か
し
い
。
年
老
い
る
に
つ
れ
て
、
ど
う
も
私
の
す
る
こ
と
は
だ
ん

だ
ん
見
当
が
ず
れ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
こ
黄
州
は
長
江
が
城
壁
を
と
り
ま
く
よ
う
に
流
れ
て
い
る
の
で
、
き
っ
と
お
い
し
い
魚

が
食
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
わ
り
の
山
々
に
は
素
晴
ら
し
い
竹
藪
が
広
が
っ
て
い
て
、

な
ん
だ
か
筍
の
よ
い
香
り
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

放
逐
の
身
で
あ
る
わ
た
く
し
に
、
員
外
と
い
う
職
分
は
ち
ょ
う
ど
じ
ゃ
ま
に
も
な
ら
な
く

て
構
わ
な
い
。
そ
れ
に
ど
う
も
昔
か
ら
、
詩
人
は
水
部
の
職
に
つ
く
た
め
し
に
な
っ
て
い

る
よ
う
だ
。

た
だ
、
お
恥
ず
か
し
く
思
う
の
は
、
天
子
様
の
政
治
に
何
の
用
に
も
た
た
ぬ
身
に
ま
で
、

な
お
も
、
お
か
み
か
ら
現
物
給
与
の
か
た
ち
で
手
当
て
が
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
だ
。

《
為
　口
　忙
》　
口
（
文
学
を
含
む
）
の
た
め
に
災
い
を
得
た
こ
と
。
そ
し
て
食
を
得
る
た
め
に
忙
し
く
す

る
こ
と
と
、
両
方
に
か
け
て
あ
る
。

《
　　
転
　
　》　
う
た
た
。
車
輪
の
回
転
す
る
よ
う
に
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
く
る
こ
と
。

《
員
　外
　置
》　
定
員
外
の
官
。
古
く
か
ら
局
長
格
の
下
に
員
外
郎
が
置
か
れ
、
蘇
軾
が
任
命
さ
れ
た
の
は

単
に
名
目
上
の
こ
と
。

《
水
　曹
　郎
》　
水
部
郎
の
異
称
。
天
下
の
山
川
に
つ
い
て
の
政
令
を
掌
る
が
、
加
官
な
の
で
仕
事
を
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
詩
人
で
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
た
例
は
梁
の
何
遜
や
唐
の
張
籍
な
ど
が
い
る
。

《
無
補
絲
豪
》　
絲
豪
は
極
め
て
小
さ
い
数
量
の
こ
と
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
。

《
壓
　酒
　嚢
》　
本
の
注
釈
に
「
検
校
官
は
例
と
し
て
折
支
に
多
く
退
酒
袋
を
得
る
な
り
」
と
あ
り
、
折
支

は
現
物
支
給
す
る
こ
と
で
、
壓
酒
嚢
は
酒
を
絞
る
袋
で
退
は
払
い
下
げ
品
を
い
う
。

参
考
文
献
：
集
英
社「
漢
詩
選
蘇
軾
」・
岩
波
書
店「
中
国
詩
人
選
集
蘇
軾
」・
岩
波
文
庫「
蘇
東
坡
詩
選
」

北
宋
を
代
表
す
る
詩
人
蘇
軾
は
二
十
二
歳
で
進
士
に
及
第
し
、
高
級
官
僚
と
し
て

の
途
を
歩
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
ら
の
信
念
を
曲
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

蘇
軾
は
党
派
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
た
び
た
び
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
一
〇
七
九
年
、
蘇
軾
四
十
四
歳
の
と
き
、
弟
の
 蘇
  轍
 に
送
っ
た
詩
を
朝
廷
誹

そ
 て
つ

謗
と
 咎
 め
ら
れ
、 御
  史
  台
 の
獄
中
に
、
百
日
に
亘
っ
て
拘
留
さ
れ
ま
す
。
御
史
台

と
が
 

ぎ
ょ
 し
 だ
い

と
は
高
級
官
僚
の
勤
務
成
績
を
調
べ
て
不
良
の
も
の
を
弾
劾
す
る
こ
と
を
任
務
と

す
る
役
所
で
す
。
弟
蘇
轍
は
自
分
の
任
を
解
か
れ
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
蘇
軾
の

情
状
酌
量
を
願
い
出
ま
す
。 
一
方
で
蘇
軾
は
死
を
覚
悟
し
て
弟
に
詩
を
寄
せ
ま

す
。「
君
と
世
々
兄
弟
と
為
り
て
、
又
た
来
生
未
了
の
因
を
結
ば
ん
―
―
君
と
は

幾
た
び
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
、
い
つ
も
兄
弟
で
あ
り
続
け
よ
う
。
こ
の
世
で
は
尽

く
せ
な
か
っ
た
因
縁
を
ま
た
来
世
で
結
ぼ
う
で
は
な
い
か
。」（
予
 事
を
以
て
御
史

台
の
獄
に
繋
が
る
…
…
以
て
子
由
に
送
る
） 
 神
宗
は
獄
吏
を
通
じ
て
こ
の
詩
に

触
れ
ま
す
。
も
と
も
と
蘇
軾
を
殺
す
気
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ま
す
ま
す
心

を
動
か
さ
れ
て
許
す
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
そ
し
て
蘇
東
坡
が
、
獄
中
か
ら
出
た

の
は
、
そ
の
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
十
二
月
二
十
八
日
で
し
た
。

翌
年
の
二
月
一
日
、
蘇
東
坡
は
流
罪
人
と
し
て
黄
州
に
到
着
し
、
こ
の
「
初
到
黄

州
」
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
の
黄
州
で
の
生
活
は
実
に
厳
し
い
も
の
で
、

三
年
後
、
書
と
し
て
も
傑
作
と
さ
れ
る
「
黄
州
寒
食
詩
」
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
の
黄
州
で
の
苦
し
い
生
活
を
見
か
ね
た
友
人
は
蘇
軾
に
土
地
を
都
合
し
て
、
耕

作
が
で
き
る
よ
う
に
図
ら
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
土
地
は
黄
州
の
東
の
小
高
い

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
、
白
楽
天
が
左
遷
さ
れ
た
と
き
に
詠
ん
だ
詩
に
あ
る
「
東

坡
」
と
名
付
け
、
そ
れ
以
降
自
ら
を
東
坡
居
士
と
号
し
ま
し
た
。

蘇
東
坡
は
い
か
に
困
難
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
詩
の
中
で
一
切
恨
み
言
を
述
べ
ま

せ
ん
。
自
ら
の
来
し
方
を
反
省
し
、
川
を
見
れ
ば
美
味
し
い
魚
が
い
る
と
思
い
、

山
に
竹
藪
が
あ
れ
ば
筍
を
連
想
し
ま
す
。
そ
し
て
与
え
ら
れ
た
閑
職
を
喜
ん
で
受

け
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
初
め
て
黄
州
に
到
る
」
の
詩
の
内
容
は
ま
さ
に
プ
ラ

ス
思
考
で
、
考
え
方
一
つ
で
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
が
良
く
も
悪
く
も
な
る
こ
と

を
私
た
ち
に
教
え
、
勇
気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
詩
か
ら
滲
み
出
る
誠
実
さ
純
粋

さ
に
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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《
大
意
》
竹
や
ぶ
に
夕
日
が
射
し
、
狭
い
街
に
は
通
る
車
も
な
い
。
遠
く
離
れ
て
い
る
兄
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
静
か
な
庭
の
雪
を
ひ
と
り
眺
め
て
い
る
。

　
　
　
　
（
王
魚
洋
詩
・
雪
後
家
兄
西
樵
を
思
う
）

竹
林
 斜
 
し
ゃ

 照
 
し
ょ
う

 上
 り
　
 陋
  巷
  車
  轍
 無
し
　
千
里
暮
れ
に
相
思
っ
て
　
独
り
空
庭
の
雪
に
対
す

の
ぼ
 

ろ
う
 こ
う
 し
ゃ
 て
つ

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
花
の
よ
う
に
美
し
い
氷
は
夕
暮
れ
に
ひ
と
し
お
清
く
結
ば
れ
、
風
に
散
る
木
の
葉
に
天
の
寒
さ
を
知
ら
さ
れ
る
。
（
虞
集
）

氷
花
  晩
 に
浄
き
を
看
　
風
葉
 天
の
寒
き
を
 識
 る

ば
ん
 

し

5

条幅揮毫の参考 （１２月２６日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 微
  
 硯
 に
入
っ
て
生
ず
（
ざ
ら
ざ
ら
と
軽
微
の
氷
が
硯
池
に
生
じ
た
・
陸
龜
蒙
）

び
 

け
ん

一般部規定課題（１２月２６日〆切）

し
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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
。
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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
。

江路野梅香ばし

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

課題随意参考（１２月２６日〆切）
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ペン字部課題 （１２月２６日〆切） 細字部課題 （１２月２６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

昔
砂
金
は
麗
水
と
い
う
河
か
ら
採
れ

水
晶
や
琥
珀
な
ど
の
玉
は
崑
岡
か
ら
産
出
し
た

略
解

キ
ン
セ
イ
レ
イ
ス
イ

ギ
ョ
ク
シ
ュ
ツ
コ
ン
コ
ウ

音
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臨書の基礎講座（１２月２６日〆切）

象
　
雲
　
臨

十
方
を
典
御
す
る
に
お
い
て
や
…
…

『
典
御
十
方
』

初
唐
の
三
大
家
の
生
卒
を
見
て
み
る
と

欧
陽
詢
　
五
五
七
～
六
四
一

虞
世
南
　
五
五
八
～
六
三
八

褚
遂
良
　
五
九
六
～
六
五
八

褚
遂
良
は
欧
虞
よ
り
四
十
歳
ほ
ど
若
く
、
太
宗
の
二

歳
年
上
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

褚
遂
良
の
父
褚
亮
は
太
宗
の
臣
下
で
欧
陽
詢
と
虞
世

南
と
同
年
代
で
す
。
太
宗
が
貴
族
の
子
弟
の
書
道
教

育
の
た
め
弘
文
館
を
設
け
た
と
き
、
褚
亮
も
欧
陽

詢
、
虞
世
南
と
と
も
に
指
導
者
の
ひ
と
り
で
し
た
。

褚
遂
良
の
書
の
修
業
時
代
は
太
宗
の
保
護
奨
励
の
も

と
書
の
黄
金
時
代
で
、
非
常
に
恵
ま
れ
た
環
境
に

あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
雁
塔
聖
教
序
が
書
か
れ
た
の
は
褚
遂
良
晩
年
の

西
暦
六
五
三
年
で
す
。
父
と
欧
虞
は
既
に
亡
く
な
り

太
宗
も
没
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
宗
に
も
重
用
さ
れ

て
、
初
唐
の
楷
書
群
の
最
後
を
飾
る
に
相
応
し
い
華

麗
優
美
な
こ
の
雁
塔
聖
教
序
を
丹
書
し
て
い
ま
す
。

■
 
遂
 良
    

・

す
い
り
ょ
う

 雁
塔
聖
教
序
 （
初
唐
・
西
暦
六
五
三
年
）
の
臨
書

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
の
じ
ょ

（２１）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （１２月２６日〆切）

『
其
餘
不
足
観
』

草
書
は
現
在
で
は
、
実
用
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
読
め
な
い
方
が
殆
ど
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
草
書
体
を
覚
え
る
難
し
さ
を

感
じ
る
方
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。
草
書
学
習
に
適

し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
「
草
訣
百
韻
歌
」
と
い
う
米

芾
が
王
羲
之
の
字
を
集
字
し
て
編
纂
し
た
と
い
わ
れ

る
本
が
あ
り
ま
す
。
私
も
昔
こ
の
本
に
よ
っ
て
草
書

を
勉
強
し
ま
し
た
が
、
楽
し
ん
で
習
っ
た
記
憶
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
こ
の
書
譜
に
出
会
っ
て
取
り

組
む
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
初
心
者
の
私
で
も
非
常

に
魅
力
的
な
古
典
に
思
え
ま
し
た
。
書
譜
は
唐
時
代

に
書
か
れ
た
真
蹟
本
が
存
在
し
、
書
論
と
し
て
も
優

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
現
在
で
も

草
書
の
重
要
古
典
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。

本
欄
で
は
今
後
「
草
訣
百
韻
歌
」
に
は
な
い
魅
力
を

持
つ
書
譜
の
書
法
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
勉
強
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

象
　
雲
　
臨

其
の
余
は
観
る
に
足
ら
ず
…
…

■
孫
過
庭
・
書
譜
（
初
唐
・
西
暦
六
八
七
年
）
の
臨
書

（３）


