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だ
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参
考
文
献
：
漢
詩
選
　
白
居
易（
集
英
社
）・
漢
詩
の
辞
典（
大
修
館
書
店
）・
書
学
大
系（
同
朋
舎
）

１０

慈
恩
寺
は
唐
太
宗
の
皇
太
子
李
治
が
、
亡
親
母
文
徳
皇
后
の
追
善
の
た
め
「
慈
母

の
恩
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
、
貞
観
二
十
二
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
五
年
後
、

高
宗
と
な
っ
た
李
治
は
大
雁
塔
と
呼
ば
れ
る
五
層
か
ら
な
る
 磚
  塔
 を
境
内
に
造
営

せ
ん
 と
う

し
ま
す
。
こ
の
大
雁
塔
は
唐
時
代
に
は
慈
恩
寺
の
 浮
  図
 （
仏
塔
）
と
も
呼
ば
れ
、

ふ
 
と

玄
奘
が
十
七
年
間
に
わ
た
る
 天
  竺
  求
  法
 の
旅
で
持
ち
帰
っ
た
大
量
の
経
典
と
貴
重

て
ん
 じ
く
 ぐ
 ほ
う

な
仏
像
を
保
管
す
る
た
め
で
し
た
。
大
雁
塔
の
南
門
に
褚
遂
良
の
名
筆
「
雁
塔
聖

教
序
碑
」
が
現
存
す
る
た
め
、
我
々
書
道
愛
好
家
に
と
っ
て
は
大
変
親
し
み
が
あ

り
ま
す
。
当
時
の
境
内
は
曲
江
池
に
通
じ
る
水
路
を
臨
み
、
竹
林
と
老
松
に
お
お

わ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
大
雁
塔
は
そ
の
後
度
々
修
築
さ
れ
、
現
在
の
慈
恩
寺

は
明
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
寺
の
規
模
も
大
幅
に
小
さ
く
な
り
ま
し
た
が
、
西

安
市
を
代
表
す
る
大
寺
院
の
一
つ
と
し
て
、
多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
い
を
見
せ
て

い
ま
す
。
も
っ
と
も
昔
の
林
泉
景
勝
の
地
と
い
う
面
影
は
薄
く
、
噴
水
公
園
と
隣

接
し
夜
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
現
代
的
な
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
様
相
を
呈
し
て
い

ま
す
。

中
唐
の
詩
人
、
白
居
易（
白
楽
天
）は
春
の
終
わ
り
友
人
の
詩
人
元
稹
と
連
れ
立
っ

て
慈
恩
寺
に
遊
び
ま
し
た
。
当
時
は
既
に
多
く
の
詩
人
が
慈
恩
寺
に
ま
つ
わ
る
詩

を
書
い
て
い
て
、
こ
れ
は
当
時
名
勝
地
に
置
か
れ
た
詩
版
（
詩
牌
と
も
い
う
）
に

遺
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
白
楽
天
は
ひ
と
通
り
の
詩
版
を
見
て
回
り
、
章
八
元
の

「
慈
恩
寺
の
塔
に
題
す
」と
い
う
詩
を
見
つ
け
て
吟
賞
し
て
絶
賛
し
た
と
言
わ
れ
ま

す
。
詩
版
に
は
杜
甫
詩
「
慈
恩
寺
の
塔
に
登
る
」
や
岑
参
や
高
適
の
「
慈
恩
寺
の

浮
図
に
登
る
」
な
ど
も
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
な
か
で
白
楽
天
の
詠
ん
だ

詩
が
こ
の
「
三
月
三
十
日
慈
恩
寺
に
題
す
」
で
す
。
三
月
三
十
日
は
「
三
月
尽
」

と
も
い
わ
れ
、
陰
暦
で
は
こ
れ
を
最
後
に
春
が
去
っ
て
い
き
ま
す
。
白
楽
天
は
こ

の
特
別
の
瞬
間
を
紫
色
の
慈
恩
寺
境
内
に
咲
く
藤
の
花
と
交
え
て
七
言
絶
句
に
詠

い
上
げ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
「
惆
悵
た
り
春
帰
り
て
留
め
得
ざ
る
を
　
紫
藤
の
花
下
漸
く
黄
昏
」
の

二
句
は
和
漢
朗
詠
集
に
引
用
さ
れ
、
源
氏
物
語
藤
裏
葉
の
「
わ
が
宿
の
藤
の
色
こ

き
た
そ
が
れ
に
た
づ
ね
や
は
来
ぬ
春
の
な
ご
り
を
」
の
歌
は
こ
の
趣
を
と
っ
た
と

言
わ
れ
ま
す
。

雁塔聖教序碑

慈
恩
寺
の
春
の
景
色
は
、
今
日
で
お
し
ま
い
だ
。

日
が
な
一
日
、
立
ち
去
り
か
ね
て
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
寺
の
門
に
寄
り
添
っ
て
立
つ
。

悲
し
い
か
な
、
春
は
去
っ
て
留
め
る
こ
と
も
出
来
ず
、

紫
色
の
藤
の
花
の
下
陰
は
、
次
第
に
春
も
最
後
の
黄
昏
に
沈
ん
で
ゆ
く
。

《
三
月
三
十
日
》　
旧
暦
で
は
春
の
終
わ
り

《
慈
恩
寺
》　
唐
太
宗
時
代
に
建
て
ら
れ
た
長
安
の
名
刹
。

《
盡
　
日
》　
日
が
な
一
日
。

《
惆
　
悵
》　
な
げ
き
悲
し
む
こ
と
。
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《
大
意
》
春
風
が
川
面
に
吹
き
、
花
は
目
も
鮮
や
か
に
咲
い
た
。
だ
が
、
想
い
こ
が
れ
る
人
は
ま
だ
帰
っ
て
来
な
い
。
独
り
さ
み
し
く
堤
上
に
た
た
ず
む
。
（
汪
中
詩
・
大
堤
曲
）

東
風
江
水
に
吹
き
　
花
開
い
て
 顔
 
が
ん

 色
 
し
ょ
く

を
照
ら
す
　
 相
 思
え
ど
も
　
人
未
だ
帰
ら
ず
　
 日
  暮
  隄
 

あ
い
 

に
ち
 ぼ
 て
い

 上
 に
立
つ

じ
ょ
う

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
春
を
迎
え
る
喜
び
（
 盧
  仝
 詩
句
）

ろ
 ど
う

限
り
無
き
春

5

条幅揮毫の参考 （３月３１日〆切）

欄
前
に
花
 地
を
覆
い
　
竹
外
に
鳥
 人
を
窺
う

《
大
意
》
中
庭
に
は
花
が
散
り
し
き
、
竹
林
か
ら
鳥
が
の
ぞ
く
（
 祖
  詠
 詩
）

そ
 え
い
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
故
郷
  安
 く
ん
ぞ
忘
る
べ
け
ん
や
（
人
は
ど
う
し
て
故
郷
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。・
曹
操
「
卻
東
西
門
行
」）

い
ず

一般部規定課題（３月３１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
。
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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
。

 此 の 生 は 都 て 是 れ夢
こ せい すべ こ

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

課題随意参考（３月３１日〆切）
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ペン字部課題 （３月３１日〆切） 細字部課題 （３月３１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

海
水
は
塩
か
ら
く
河
水
は
淡
白
で
あ
る

鱗
を
も
つ
魚
は
水
中
に
す
み
羽
を
も
つ
鳥
類
は
空
を
飛
ぶ

略
解

カ
イ
カ
ン
カ
タ
ン

リ
ン
セ
ン
ウ
シ
ョ
ウ

音
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臨書の基礎講座（３月３１日〆切）

象
　
雲
　
臨

弟
子
合
わ
せ
て
九
百
七（
人
）…
…

『
弟
子
合
九
百
七
』

今
回
は
八
分
隷
（
漢
隷
）
の
一
番
特
徴
的
な
波
勢
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
こ
の
横
画
の
最
後
の
ハ
ネ

は
波
筆
、
波
磔
と
か
波
勢
、
あ
る
い
は
単
に
波
と

言
っ
た
り
し
ま
す
が
、
隷
書
特
有
の
波
動
性
と
リ
ズ

ム
を
も
つ
線
で
す
。
一
般
的
に
「
一
字
一
波
」
と

い
っ
て
、
原
則
的
に
は
一
字
の
な
か
の
重
要
な
画
に

し
か
波
は
つ
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
く
、
今
月
の
「
弟
」

の
よ
う
に
波
勢
の
な
い
字
も
あ
り
ま
す
。
逆
に
今
月

の
「
七
」
の
よ
う
に
、
例
外
的
に
波
勢
が
二
つ
に
あ

る
よ
う
に
見
え
る
字
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
隷
書
の

横
画
に
は
波
動
性
が
常
に
働
い
て
い
て
、
一
般
的
に

は
一
画
に
だ
け
強
調
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の

た
め
、
波
勢
を
抑
え
た
横
画
で
も
楷
書
の
よ
う
に
収

筆
を
ぎ
ゅ
っ
と
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
波
筆
の
線
質
も
各
字
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

■
 史
 
し

 晨
 

し
ん

 後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

こ
う
 ひ

（１０）
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臨書の基礎講座 （３月３１日〆切）

『
天
朗
気
清
』

「
蘭
亭
は
 聚
  訟
 の
如
し（
皆
が
ガ
ヤ
ガ
ヤ
言
っ
て
何
が

し
ゅ
う
 し
ょ
う

な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
）」と
南
宋
の
朱
子
が
述
べ
て

い
ま
す
。
八
百
蘭
亭
と
も
言
わ
れ
、
複
製
が
複
製
を

生
ん
で
ど
れ
が
王
羲
之
本
来
の
真
を
得
て
い
る
か
確

か
な
結
論
が
出
て
い
ま
せ
ん
。
有
名
な
も
の
を
大
別

す
る
と
欧
陽
詢
の
臨
本
を
元
と
し
た
「
定
武
系
」
と

褚
遂
良
が
 
し
た
も
の
を
元
と
し
た
「
褚
 
系
」
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
本
誌
で
主
に
取
り
上
げ

て
い
る
神
龍
半
印
本
と
呼
ば
れ
馮
承
素
が
臨
模
し
た

も
の
な
ど
の
別
系
統
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

褚
遂
良
系
に
含
ま
れ
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
「
真
蹟

系
」
と
分
類
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
さ
に
「
聚
訟

の
如
し
」
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
風
趣
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
代
表
的
な
三
本
を
参
考
ま
で
左
に
掲
げ
ま
す
。

象
　
雲
　
臨

天
 朗
 ら
か
に
気
 清
 み

ほ
が
 

す

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

（１２）

第
二
柱
（
褚
遂
良
系
）

張
金
界
奴
本
（
虞
世
南
系
）

定
武
本
（
欧
陽
詢
系
）


