
漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
71
回

第
71
回

 鍾
 

し
ょ
う

 山
  即
  事
 　
  王
安
石

ざ
ん
 そ
く
 
じ

谷
川
の
水
は
音
も
な
く
竹
林
を
巡
っ
て
流
れ
、

竹
藪
の
西
側
で
は
草
花
が
春
の
柔
ら
か
な
新
芽
を
ふ
い
て
い
る
。

茅
ぶ
き
の
庵
の
な
か
で
、
終
日
山
に
対
し
て
坐
っ
て
い
る
と
、

鳥
一
羽
の
囀
り
す
ら
聞
こ
え
ず
、
山
は
い
っ
そ
う
奥
深
く
静
寂
で
あ
る
。

澗
水
無
聲
繞
竹
流

竹
西
花
草
弄
春
柔

茅
簷
相
對
坐
終
日

一
鳥
不
鳴
山
更
幽

 澗
  水
 声
無
く
竹
を
 繞
 っ
て
流
る
　

か
ん
 す
い
 

め
ぐ

竹
西
の
花
草
　
 春
  柔
 

し
ゅ
ん
 じ
ゅ
う

を
 弄
 す
ろ
う

 茅
  簷
 に
相
い
対
し
て
 坐
 す
る
こ
と
終
日

ぼ
う
 え
ん
 

ざ

一
鳥
鳴
か
ず
し
て
山
 更
 に
 幽
 な
り

さ
ら
 

ゆ
う

王
安
石
は
北
宋
の
朝
廷
で
宰
相
と
し
て
活
躍
し
た
政
治
家
で
、「
新
法
」
と
呼
ば
れ

る
急
進
的
な
政
治
改
革
を
敢
行
し
ま
し
た
。
本
誌
「
書
人
傳
」
で
は
旧
法
党
だ
っ

た
蘇
軾
や
黄
庭
堅
と
は
政
敵
で
、
二
人
の
生
涯
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
人
物
と

し
て
紹
介
し
ま
し
た
。
一
方
で
詩
人
と
し
て
は
蘇
軾
や
欧
陽
修
か
ら
も
高
く
評
価

さ
れ
、
特
に
絶
句
で
は
北
宋
第
一
と
称
賛
さ
れ
、
さ
ら
に
散
文
家
と
し
て
も
著
名

で
、
唐
宋
八
大
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鍾
山
は
金
陵
（
現
在
の
南
京
市
）
の
東
北
郊
外
に
あ
る
玄
武
湖
の
東
に
 聳
 え
る
山

そ
び

で
す
。
現
在
は
紫
金
山
と
呼
ば
れ
て
南
麓
に
は
孫
文
の
陵
墓
中
山
陵
が
あ
り
、
南

京
市
の
観
光
名
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
王
安
石
は
晩
年
、
ひ
と
り
息
子
の
夭
折
を

機
に
鍾
山
の
西
南
麓
に
隠
棲
し
、
政
治
の
世
界
を
離
れ
て
詩
作
に
耽
り
ま
し
た
。

王
安
石
は
王
半
山
と
号
し
ま
し
た
が
、
鍾
山
と
金
陵
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の
と
こ
ろ

に
庵
を
設
け
た
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
鍾
山
即
事
は
そ
の
庵
で
詠
ん
だ
ひ
と

つ
で
、
鍾
山
に
春
が
訪
れ
た
情
景
を
描
写
し
て
い
ま
す
。

鍾
山
即
事
の
結
句
「
一
鳥
不
鳴
山
更
幽
」
は
梁
の
詩
人
 王
  籍
 の
「
蝉
噪
林
逾
静
、

お
う
 せ
き

鳥
鳴
山
更
幽
」
を
典
故
と
し
て
、
意
味
を
逆
用
し
て
新
た
な
色
合
い
を
持
た
せ
て

い
ま
す
。
こ
の
手
法
は
王
安
石
を
嫌
う
人
々
か
ら
批
難
さ
れ
ま
し
た
が
、
先
人
の

詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
つ
い
で
変
化
さ
せ
て
詩
を
作
る
こ
と
は
王
安
石
の
最
も

得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
や
が
て
「
江
西
詩
派
（
黄
庭
堅
の
流
れ
を
汲
む
流
派
）」

の
特
色
と
な
っ
て
「
 換
  骨
  奪
  胎
  法
 」
と
名
付
け
ら
れ
ま
す
。

か
ん
 こ
つ
 だ
っ
 た
い
 ほ
う

ま
た
王
安
石
は
こ
の
詩
の
句
ご
と
に
二
字
減
ら
し
て
別
に
五
言
絶
句
の
一
首
を
作

り
上
げ
て
い
ま
す
。

「
澗
水
繞
竹
流
　
花
草
弄
春
柔
　
相
對
坐
終
日
　
鳥
鳴
山
更
幽
」

端
的
な
詩
で
す
が
、
結
句
が
王
籍
の
句
と
全
く
同
じ
で
妙
味
に
欠
け
る
と
も
言
わ

れ
、
人
々
に
 膾
  炙
 さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

か
い
 し
ゃ

参
考
文
献
：
中
国
詩
人
選
集（
岩
波
書
店
）・
漢
詩
の
辞
典（
大
修
館
書
店
）・
漢
詩
揮
毫
手
帳（
木
耳
社
）・
N
H
K
漢
詩
紀
行

《
鍾
　
山
》　
南
京
市
の
東
北
郊
外
の
山
。

《
即
　
事
》　
見
た
ま
ま
を
詩
に
つ
く
る
こ
と
。

《
澗
　
水
》　
谷
の
流
れ
。

《
弄
春
柔
》　
若
い
柔
ら
か
な
新
芽
が
露
わ
れ
る
こ
と
。「
春
に
弄
れ
て
柔
ら
か
な
り
」
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

《
茅
　
簷
》　
茅
葺
き
の
軒
。
転
じ
て
茅
屋
。

《
相
　
對
》　
何
と
対
し
て
い
る
か
は
、
茅
簷
と
も
人
間
と
も
取
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
山
と
相
対
す
る
と
解

釈
す
る
。



猿 猿4

一般部昇格試験条幅参考

蘭亭序 雁塔聖教序書　譜

この部分は暢びやかな横画が特に
印象的。点画のぶつかり合いを避
けた明るさも特徴。細線を主体と
した線で弱くならないよう心掛け
たい。

秀麗で円熟した六文字。絲竹二字
は同姿別情法といって左右強弱と
形の変化を意識することが大切。
全体的に字軸は左に傾いている。

前回に続き半切に一行の臨書課
題。気脈の貫通も難しいが、線の
側直による太細の変化を捉えるこ
とが容易ではないと思う。書き込
んで風趣を捉えたい。

 幽
 に
乗
じ

ゆ
う

 寂
 
じ
ゃ
く

を
 控
 き
 弘
 く
 萬
  品
 を
 濟
 い
 十
  方
 を
 典
  御
 す
る
に
お
い
て
お
や
。
威
（
霊
）
を
挙
げ
て
…
…

ひ
 

ひ
ろ
 

ば
ん
 ぽ
ん
 

す
く
 

じ
っ
 ぽ
う
 

て
ん
 ぎ
ょ

（
第
四
部
は
乗
か
ら
品
ま
で
の
前
半
八
文
字
を
半
切
１
／
２
に
臨
書
）

 羲
  献
  之
  前
  規
 を
 挹
 む
（
王
羲
之
や
王
献
之
の
残
し
た
書
法
を
学
習
す
る
）

ぎ
 け
ん
 の
 ぜ
ん
 き
 

く

 絲
  竹
  管
  弦
  之
  盛
 （
第
四
部
は
管
弦
二
文
字
を
半
切
１
／
２
に
臨
書
）

し
 ち
く
 か
ん
 げ
ん
 の
 せ
い

昇格試験一般部〆切　５月２日（土）必着
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《
大
意
》
渭
水
の
ほ
と
り
に
春
風
が
吹
き
、
秦
城
の
辺
り
に
は
新
緑
の
樹
が
茂
っ
て
い
る
。
夕
日
の
光
を
浴
び
な
が
ら
し
ば
ら
く
佇
ん
で
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
船
歌
が
聞
こ
え
て
き
た
。

（
王
文
治
詩
・
渭
濱
に
て
渡
を
待
つ
）
　
　
　

春
風
 渭
  水
 に
生
じ
　
春
樹
 秦
 

い
 す
い
 

し
ん

 城
 
じ
ょ
う

を
 繞
 る
　
斜
陽

め
ぐ

 貪
 
む
さ
ぼ

っ
て
久
し
く
立
つ
　
 為
 に
 棹
  船
 の
声
を
聴
く

た
め
 

と
う
 せ
ん

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
空
気
は
和
ら
ぎ
春
は
浩
々
と
広
が
り
、
心
は
静
か
で
夢
も
の
ど
や
か
で
さ
め
に
く
い
。
（
周
昻
詩
句
）

気
 和
 
や
わ
ら

ぎ
春
 浩
  蕩
 　
心
は
静
か
に
夢

こ
う
 と
う

 舒
 
じ
ょ

 長
 
ち
ょ
う

5

条幅揮毫の参考 （４月３０日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 此
 の
 生
 は
 都
 て
 是
 れ
夢
（
こ
の
世
は
す
べ
て
夢
・
白
楽
天
「
商
山
路
有
感
」）

こ
 

せ
い
 

す
べ
 

こ

一般部規定課題（４月３０日〆切）



猿 猿7

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
。

花を惜しみて春起早し

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

課題随意参考（４月３０日〆切）
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ペン字部課題 （４月３０日〆切） 細字部課題 （４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

昔
、
龍
馬
図
を
背
負
っ
て
出
た
王
を
龍
師
と
い
い
、
火
食
の
祖
を
火
帝
と
い
っ
た
。

鳥
官
は
中
国
の
官
名
、
人
皇
は
上
に
立
つ
三
皇
の
一
つ
で
他
に
天
皇
と
地
皇
が
あ
る
。

略
解

リ
ョ
ウ
シ
カ
テ
イ

チ
ョ
ウ
カ
ン
ジ
ン
コ
ウ

音
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臨書の基礎講座（４月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

隠
れ
た
る
 若
 く
ご
と

 顕
 れ
た
る
若
く
…
…

あ
ら
わ

『
若
隠
若
顕
』

一
般
的
に
書
法
は
、
筆
法
（
筆
遣
い
）
と
結
構
法

（
形
の
取
り
方
）
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
車
の
両
輪

と
同
じ
で
い
ず
れ
が
欠
け
て
も
体
を
成
さ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。
楷
書
は
統
一
を
重
視
す
る
書
体
で
す

が
、
一
方
で
筆
法
と
結
構
法
の
変
化
も
重
要
な
こ
と

で
、
単
調
と
惰
性
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
今
月
の
「
若
」
は
、
結
構
法
の
変
化
は

容
易
に
見
て
と
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
併
せ
て
長
い

横
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
起
筆
の
角
度
を
変
え
て
い

る
よ
う
に
、
筆
法
の
変
化
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
注

意
深
く
原
帖
を
観
察
し
て
臨
書
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
「
隠
」
と
「
顕
」
は
い
ず
れ
も
偏
と
旁
か
ら
な
る

結
体
で
す
が
、
偏
旁
の
優
劣
の
違
い
や
高
さ
の
変
化

な
ど
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り

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

（２３）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （４月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

鍾
に
は
當
に
抗
行
す
べ
し
…
…

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

（５）

『
鍾
當
抗
行
』

書
譜
の
作
者
孫
過
庭
に
関
し
て
は
正
史
に
は
記
載
が

な
く
、
官
位
が
低
か
っ
た
た
め
伝
記
も
少
な
く
、
生

没
年
も
不
明
で
生
誕
地
も
諸
説
あ
り
ま
す
。
ま
た
書

譜
以
外
に
有
名
な
作
品
が
な
く
確
か
な
人
物
像
は
伝

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
書
譜
の
書
論
と
し

て
の
内
容
と
、
書
譜
の
見
事
な
筆
致
に
よ
っ
て
書
道

史
に
お
い
て
の
不
動
の
地
位
を
確
立
し
て
い
ま
す
。

こ
の
書
譜
は
王
羲
之
の
書
法
を
よ
く
理
論
的
に
分
析

し
、
実
践
し
て
い
る
肉
筆
で
あ
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
王
羲
之
書
法
学
習
の
中
継
基
地
の
位
置
づ
け
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
前
回
述
べ
た
通
り
で
す
。

書
の
名
蹟
の
収
蔵
家
と
し
て
も
有
名
な
宋
の
米
芾

は
、
王
羲
之
の
様
々
な
帖
に
精
通
し
て
い
た
よ
う
で

す
が
、
米
芾
が
著
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
書
史
」
に

は
書
譜
を
称
し
て
「
草
書
書
論
、
甚
だ
右
軍
（
王
羲

之
）
の
法
有
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
書
譜

を
一
番
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

今
月
の
四
文
字
は
料
紙
の
剥
離
に
よ
る
部
分
欠
損
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
非
常
に
し
な
や
か
な
筆
使
い
で
、

直
筆
を
基
本
と
し
た
暢
び
や
か
で
美
し
い
線
が
印
象

的
で
す
。


