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猿 猿1

白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
・
字
は
楽
天
）
が
生
ま
れ
た
の
は
、
唐
の
二
大
詩
人

で
あ
る
李
白
の
没
後
十
年
、
杜
甫
が
な
く
な
っ
た
翌
年
で
す
。
名
門
の
家
柄
の
出

で
は
な
か
っ
た
で
す
が
、
二
十
九
歳
で
進
士
に
及
第
し
、
陝
西
省
の
地
方
官
を
振

り
出
し
に
高
級
官
僚
と
し
て
要
職
を
歴
任
し
、
最
後
は
刑
部
尚
書
つ
ま
り
法
務
大

臣
ま
で
登
り
つ
め
ま
し
た
。
当
時
の
文
人
と
し
て
は
珍
し
く
出
世
街
道
を
歩
ん
だ

詩
人
で
す
。
し
か
し
、
順
風
満
帆
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
安
禄
山
の
乱
後
、
大
地

主
階
層
の
旧
官
僚
と
、
白
楽
天
の
よ
う
な
進
士
出
身
の
新
官
僚
と
の
対
立
が
あ

り
、
四
十
三
歳
の
と
き
に
越
権
行
為
を
と
が
め
ら
れ
て
江
州
に
左
遷
さ
れ
る
と
い

う
憂
き
目
に
も
遭
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
白
楽
天
は
数
々
の
詩
歌
を
つ
く

り
、
人
民
の
苦
し
み
を
無
視
し
た
上
層
支
配
階
級
の
横
暴
堕
落
や
、
社
会
の
混
迷

を
指
摘
し
人
民
の
窮
状
を
訴
え
、
ま
た
皇
帝
に
建
議
し
直
諌
も
し
ま
し
た
。

白
楽
天
が
つ
く
っ
た
詩
の
多
く
は
政
治
を
批
判
し
社
会
を
批
評
し
た
「
諷
諭
詩
」

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
本
誌
の
平
成
二
十
五
年
三
月
号
で
取
り
上
げ
た
新
楽
府
五

十
首
の
な
か
の
「
紫
豪
筆
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。
し
か
し
晩
年
に
は
、
公
務
か
ら

離
れ
た
長
閑
な
生
活
の
中
で
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
快
楽
の
生
活
を
う
た
っ
た
「
閑

適
詩
」
や
、
事
物
に
ふ
れ
て
湧
き
あ
が
る
悲
哀
の
情
を
う
た
っ
た
「
感
傷
詩
」
を

作
り
ま
し
た
。

こ
の
詩
を
詠
ん
だ
の
は
白
楽
天
五
十
八
歳
の
と
き
で
、
太
子
賓
客
と
し
て
洛
陽
の

履
道
里
に
隠
棲
を
始
め
た
年
で
す
。
太
子
賓
客
と
い
う
の
は
皇
太
子
の
持
つ
東
宮

府
と
い
う
役
所
に
お
い
て
経
書
な
ど
を
講
義
す
る
役
職
で
す
が
、
実
際
は
実
職
を

と
も
な
わ
な
い
も
の
の
俸
禄
は
も
ら
え
る
高
官
の
隠
居
役
で
す
。
こ
の
こ
ろ
白
楽

天
は
、
香
山
寺
の
僧
と
親
し
く
交
わ
り
、
仏
教
へ
の
思
い
を
深
く
し
て
い
き
、
閑

適
の
思
想
が
次
第
に
醇
化
さ
れ
て
い
き
、「
閑
適
詩
」
を
多
く
詠
む
よ
う
に
な
り
ま

す
。
第
一
句
の
「
蝸
牛
角
上
 何
事
を
か
争
ふ
」
は
『
荘
子
』
に
見
え
る
話
で
、
か

た
つ
む
り
の
左
の
角
に
国
を
置
く
触
氏
と
、
右
の
角
に
国
を
置
く
蛮
氏
と
が
領
地

を
争
っ
て
戦
い
、
数
万
の
死
体
を
さ
ら
し
た
と
い
う
寓
話
に
拠
り
ま
す
。
白
楽
天

が
若
い
こ
ろ
力
を
注
い
だ
「
諷
諭
詩
」
の
精
神
が
垣
間
見
え
ま
す
が
、
後
半
の
二

句
は
「
足
る
を
知
り
和
を
保
つ
」
と
い
う
喜
び
を
長
閑
な
生
活
の
な
か
に
見
つ
け

た
白
楽
天
の
達
観
と
も
い
え
る
境
地
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
前
半
の
二
句
は
「
和
漢
朗
詠
集
」
巻
下
雑
、
無
常
の
部
に
引
か
れ
て
い

ま
す
。

対
　

酒
　
  白
居
易

か
た
つ
む
り
の
角
の
上
の
よ
う
な
小
さ
な
世
界
で
、
何
を
争
っ
て
い
る
の
か
。

石
を
打
ち
あ
わ
し
て
出
る
つ
か
の
間
の
火
の
よ
う
な
、

は
か
な
い
人
生
に
仮
に
こ
の
身
を
あ
ず
け
て
い
な
が
ら
。

富
む
に
せ
よ
、
貧
し
い
に
せ
よ
、
そ
れ
な
り
に
楽
し
く
や
ろ
う
。

口
を
開
け
て
笑
わ
な
い
の
は
愚
か
者
だ
。

蝸
牛
角
上
争
何
事

石
火
光
中
寄
此
身

随
富
随
貧
且
歓
楽

不
開
口
笑
是
痴
人

 蝸
 
か

 牛
 
ぎ
ゅ
う

 角
 
か
く

 上
 　
何
事
を
か
争
ふ

じ
ょ
う

 石
  火
  光
 

せ
っ
 か
 こ
う

 中
 　
此
の
身
を
寄
す

ち
ゅ
う

富
に
 随
 ひ
　
貧
に
随
ひ
て
　

し
た
が

 且
 
し
ば
ら

く
 歓
  楽
 せ
ん

か
ん
 ら
く

口
を
開
い
て
笑
は
ざ
る
は
　
 是
 れ
 痴
  人
 

こ
 

ち
 じ
ん

《
蝸
牛
角
上
争
》　
小
世
界
で
の
争
い
に
た
と
え
る
。

《
石
　
　
　
火
》　
火
打
ち
石
か
ら
出
る
火
。

《
痴
　
　
　
人
》　
愚
か
者
。
癡
人
と
作
る
本
も
あ
る
。

さ
け
に
た
い
す



猿 猿2猿 猿2

金
農
（
一
六
八
七
～
一
七
六
三
）
は
字
を
は
じ
め
司
農
と
い
い
、

の
ち
に
は
嘉
門
と
称
し
、
冬
心
と
号
し
ま
し
た
。
浙
江
銭
塘
の
出

身
で
す
。
金
農
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
は
、
清
朝
が
都
を
北
京
に
定
め

て
か
ら
す
で
に
六
十
年
数
年
経
過
し
て
各
地
の
反
清
闘
争
も
終

わ
っ
て
、
清
代
の
全
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
す
。

明
末
清
初
の
王
鐸
、
傅
山
ら
の
中
国
の
イ
ン
テ
リ
や
文
人
の
ほ
と

ん
ど
は
、
官
吏
と
し
て
の
生
活
も
し
な
が
ら
の
書
作
で
し
た
が
、

金
農
は
生
涯
官
途
に
は
就
か
ず
、
典
型
的
な
文
人
の
生
活
を
送
り

中
国
の
各
地
を
遊
歴
し
ま
し
た
。
金
農
に
と
っ
て
の
学
問
芸
術
は

官
吏
登
用
試
験
に
合
格
す
る
手
段
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
自
分
の

た
め
で
し
た
。

金
農
は
三
十
歳
ま
で
郷
里
の
銭
塘
で
修
業
に
励
み
ま
し
た
。
銭

塘
は
杭
州
の
西
湖
に
近
く
で
、
商
工
業
が
発
達
し
、
ま
た
中
央
か

ら
遠
く
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
多
く
の
芸
術
家

や
学
者
が
集
っ
た
土
地
柄
で
す
。
金
農
は
田
畑
と
家
屋
を
有
し
た

い
わ
ゆ
る
有
産
階
級
の
家
で
育
ち
、
若
い
こ
ろ
か
ら
古
典
を
学

び
、
詩
を
作
る
環
境
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
十
七
歳
の
時
、
近
く
の

項
霜
田
と
い
う
人
か
ら
作
詩
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
二
十
歳
で
会

稽
の
毛
奇
齢
に
師
事
し
ま
す
。
何
れ
の
師
も
金
農
の
詩
を
高
く
評

価
し
て
、
金
農
は
自
信
を
深
め
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
作
っ
た
詩

集
の
序
文
は
金
農
自
ら
が
書
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
序
文
と

い
う
の
は
本
来
、
本
文
を
引
き
立
て
る
た
め
に
他
人
に
書
い
て
も

ら
う
の
が
普
通
で
す
が
、
自
ら
書
く
と
い
う
の
は
相
当
の
自
信
家

で
、
ま
た
癖
の
あ
る
自
我
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で

も
な
お
詩
の
評
価
が
高
く
、
決
し
て
思
い
上
が
り
で
は
な
か
っ
た

の
で
金
農
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

三
十
歳
過
ぎ
か
ら
金
農
は
諸
国
を
遊
歴
し
ま
す
。
こ
の
諸
国
を

漫
遊
芸
歴
の
旅
は
五
十
七
歳
ま
で
続
き
ま
す
。
天
下
に
知
己
を
求

め
、
精
力
的
に
芸
術
活
動
を
行
っ
た
時
期
で
す
。
こ
の
旅
は
過
去

の
多
く
の
書
家
詩
人
た
ち
や
、
日
本
の
西
行
や
芭
蕉
の
よ
う
な
諸

国
を
行
脚
し
た
乞
食
旅
行
で
は
な
く
、
常
に
何
人
か
の
従
者
を
従

え
た
い
わ
ゆ
る
大
名
旅
行
だ
っ
た
よ
う
で
、
時
に
は
経

済
的
に
逼
迫
し
て
、
妹
の
嫁
ぎ
先
の
家
や
友
人
の
世
話

に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

同
郷
の
書
画
篆
刻
家
で
あ
る
丁
敬
は
清
朝
の
美
術

史
に
残
る
芸
術
家
の
一
人
で
す
が
、
生
涯
を
通
じ
て
交

友
が
あ
り
互
い
に
影
響
を
あ
た
え
あ
い
ま
し
た
。
こ

の
丁
敬
も
癖
の
強
い
文
人
で
人
と
は
容
易
に
相
い
れ

ず
、
気
が
向
か
な
い
と
決
し
て
篆
刻
を
し
な
か
っ
た
よ

う
で
す
か
ら
、
自
負
心
の
強
い
金
農
と
親
友
だ
っ
た
こ

と
は
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

五
十
七
歳
の
と
き
、
金
農
は
銭
塘
に
帰
り
ま
す
。
し

か
し
す
で
に
生
家
は
な
く
、
友
人
の
梁
啓
心
の
家
を
最

初
に
友
人
宅
や
妹
の
家
な
ど
に
居
候
し
世
話
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
晩
年
を
迎
え
て
か
ら
の
金
農
は
、
揚
州
に
移
り
住
ん
で
書

画
を
売
り
な
が
ら
の
生
活
で
し
た
。
揚
州
は
塩
で
栄
え
た
町
で
、

多
く
の
芸
術
家
や
パ
ト
ロ
ン
が
集
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
金
農

と
し
て
も
過
ご
し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
年
に
千
金
を
得
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
孤
独
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
揚
州
時
代
の
詩
に

「
揚
州
好
廚
醸
 可
惜
是
孤
杯（
揚
州
は
料
理
も
酒
も
い
い
が
、
た
っ

た
一
人
で
膳
に
む
か
う
の
で
は
…
…
）」と
詠
じ
て
い
ま
す
。
尊
大

な
自
我
の
持
ち
主
で
も
孤
独
に
は
堪
え
が
た
く
、
晩
年
に
は
仏
の

慈
悲
を
求
め
て
、
仏
教
に
帰
依
し
、
七
十
七
歳
で
揚
州
の
寺
内
、

三
生
庵
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

猿
生
涯
仕
官
せ
ず
異
色
の
文
人

猿
游
藝
の
壮
年
時
代
か
ら
晩
年
の
帰
郷

こ
の
特
異
な
隷
書
は
晩
年
に
な
っ
て
の
作
品
で
、
筆
先
を
裁
断
し
て
書
か
れ
た
裁
鋒
筆
の
体
と
言
わ

れ
る
。
五
十
歳
頃
ま
で
の
金
農
は
漢
隷
の
八
分
隷
法
を
学
び
、
そ
の
上
に
独
自
の
作
風
を
完
成
し
た
。

隷
書
冊

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

前
号
ま
で
清
代
の
書
画
篆
刻
を
代
表
す
る
文
人
と
し
て
、
何
紹
基
、
趙
之
謙
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
清
代
初
期
に
異
色

を
な
す
書
人
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
金
農
を
紹
介
し
ま
す
。

 金
  

農
 　

き
ん
 

の
う



猿 猿3

《
大
意
》
紅
い
塵
の
立
ち
の
ぼ
る
巷
で
出
会
っ
た
二
人
の
若
者
。
高
々
と
黄
金
の
鞭
を
振
り
上
げ
て
挨
拶
を
す
る
。
枝
垂
れ
柳
に
つ
つ
ま
れ
て
立
ち
並
ぶ
何
万
と
い
う
家
々
。
お
宅
は
ど
ち
ら
の

ほ
う
で
す
か
。
（
李
白
・
相
逢
行
）

 相
  逢
 う
 紅
  塵
 の
 内
 　
高
く
 揖
 す
黄
金
の
 鞭
 　
 萬
  古
  垂
 

あ
い
 あ
 

こ
う
 じ
ん
 

う
ち
 

ゆ
う
 

む
ち
 

ば
ん
 こ
 す
い

 柳
 
り
ゅ
う

の
 裏
 　
君
が
家
は
 阿
  那
 の
 邊
 

う
ち
 

あ
 
な
 

へ
ん

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
詩
を
書
く
に
は
窓
の
外
の
竹
を
の
ぞ
み
、
茶
を
煮
る
に
は
石
の
根
本
を
流
れ
る

　
　
　
　
泉
水
を
汲
む
。
（
劉
延
美
）

詩
は
題
す
窓
外
の
竹
　
茶
は
煮
る
 石
  根
 の
泉

せ
っ
 こ
ん

3

条幅揮毫の参考 （６月３０日〆切）

 筆
  硯
  精
 

ひ
っ
 け
ん
 せ
い

 良
 　
人
生
一
楽

り
ょ
う

《
大
意
》
筆
と
硯
が
最
良
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
人
生
こ
ん
な
楽
し
い
こ
と
は
な
い
。
風
雅
な

文
人
の
生
き
方
。
（
蘇
舜
欽
詩
句
）



猿 猿4

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
鳥
語
 時
序
有
り
（
鳥
の
鳴
く
声
に
は
時
候
を
追
っ
て
順
序
が
あ
る
・
黄
任
）

一般部規定課題（６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
。
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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
。

松聲古今無し

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

課題随意参考（６月３０日〆切）
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ペン字部課題 （６月３０日〆切） 細字部課題 （６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

世
が
進
み
仁
義
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
と
聖
者
を
選
ん
で
天
下
を
治
め
た
。

陶
唐
氏
は
舜
を
帝
位
に
つ
け
、
有
虞
氏
は
禹
を
王
位
に
つ
け
て
国
を
譲
っ
た
。

略
解

ス
イ
イ
ジ
ョ
ウ
コ
ク

ユ
ウ
グ
ト
ウ
ト
ウ

音

松
　
尾
　
芭
　
蕉
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臨書の基礎講座（６月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

百
福
を
 運
 ら
し
て（
而
）長
く
今
な
り

め
ぐ

『
運
百
福
長
今
』

典
型
的
な
楷
書
は
初
唐
時
代
に
、
欧
陽
詢
・
虞
世

南
・
褚
遂
良
の
三
大
家
の
手
よ
っ
て
完
成
を
見
た
と

い
え
ま
す
。
そ
の
後
も
顔
真
卿
や
柳
公
権
な
ど
楷
書

の
能
く
す
る
書
人
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
後
世
に

初
唐
三
大
家
を
超
え
る
書
き
手
と
評
価
さ
れ
る
ま
で

に
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
米
芾
に
至
っ
て
は

顔
真
卿
を
称
し
て
「
悪
札
の
祖
」
と
ま
で
罵
っ
て
い

ま
す
が
、
特
に
風
韻
と
い
う
点
で
は
、
三
大
家
に
は

一
歩
譲
る
と
い
う
の
が
適
切
で
す
。
今
月
は
文
節
に

よ
っ
て
五
文
字
を
臨
書
し
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

（２４）

ち
ょ



猿 猿9

臨書の基礎講座 （６月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

（
張
の
）
草
に
は
 猶
 お
 当
 に
雁
行
す
べ
し
…
…

な
 

ま
さ

『
草
猶
當
雁
行
』

書
譜
は
王
羲
之
書
法
を
尊
崇
す
る
孫
過
庭
の
書
論

で
、
書
作
品
と
し
て
書
き
残
す
意
図
よ
り
も
、
文
章

を
推
敲
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
し
て

こ
の
文
章
は
四
六
駢
儷
体
と
い
う
四
字
と
六
字
を
重

ね
て
典
故
の
あ
る
語
句
を
多
く
用
い
、
さ
ら
に
平
仄

を
合
わ
せ
て
音
調
を
整
え
る
と
い
う
、
華
美
な
が
ら

大
変
難
し
い
文
体
を
用
い
て
作
ら
れ
た
書
論
で
す
。

し
た
が
っ
て
孫
過
庭
は
書
の
表
現
よ
り
文
意
に
神
経

を
集
中
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
無
意
識
の
中

に
見
事
な
書
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。
今
月
の
五
文

字
は
前
回
四
月
号
の
「
當
」
と
「
行
」
が
同
じ
文
字

で
す
が
、
こ
れ
が
至
っ
て
自
然
に
変
化
し
て
い
て
い

る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
王
羲
之
の
書

法
を
体
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
王
羲
之
の

草
書
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
肉
筆
が
現
存
し
て

い
る
こ
の
書
譜
を
学
べ
と
い
わ
れ
る
 所
  以
 で
す
。

ゆ
 え
ん

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

（６）


