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《
大
意
》
夏
の
盛
り
に
真
南
に
あ
っ
た
心
星
（
ア
ン
タ
レ
ス
）
が
、
や
や
西
に
流
れ
傾
く
こ
ろ
に
な
っ
た
。
日
が
没
し
た
あ
と
、
残
光
が
西
の
果
て
 崑
崙
山
 の
頂
き
を
く
っ
き
り
と

こ
ん
ろ
ん
ざ
ん

　
　
　
　
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
更
け
ゆ
く
空
は
遠
く
ま
で
澄
ん
で
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
す
ば
ら
し
い
。
秋
の
気
配
は
蝉
の
声
に
ま
で
し
の
び
い
っ
た
。
（
 薛
道
衡
 詩
・
夏
晩
）

せ
つ
ど
う
こ
う

流
火
　
 稍
 西
に
傾
き
　
 夕
影
 　

や
や
 

せ
き
え
い

 曾
城
 に

そ
う
じ
ょ
う

 遍
 
あ
ま
ね

し
　
 高
天
 　
遠
色
澄
み
　

こ
う
て
ん

 秋
気
 

し
ゅ
う
き

　
 蝉
聲
 に
 入
 る

せ
ん
せ
い
 

い

条幅揮毫の参考 （８月３０日〆切）

《
大
意
》
心
が
和
や
か
で
気
持
ち
の
穏
や
か
な
人
の
と
こ
ろ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
幸
せ
が
自
然
に
集
ま
っ
て
く
る
。
（
菜
根
譚
）

心
和
し
気
平
ら
か
な
る
者
は
百
福
 自
 か
ら
集
ま
る

お
の
ず
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
遠
行
は
帰
る
に
 如
 か
ず
（
遠
く
旅
し
て
苦
労
す
る
よ
り
は
、
故
郷
へ
帰
っ
た
ほ
う
が
よ
い
・
古
楽
府
「
艶
歌
行
」）

し

一般部規定課題（８月３０日〆切）
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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
。

一般部規定課題（解説）
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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
。

 巻舒   固 より我に在り
けんじょ もと

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

課題随意参考（８月３０日〆切）
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臨書の基礎講座（８月３０日〆切）

『
陰
陽
處
乎
』

雁
塔
聖
教
序
は
度
々
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
細
線
な

が
ら
も
、
接
筆
の
工
夫
と
線
質
（
起
筆
）
の
変
化
に

よ
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
字
姿
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

古
人
が
「
天
馬
の
空
を
駆
け
る
が
如
し
」
と
評
し
た

こ
と
も
う
肯
け
ま
す
。

さ
て
、
楷
書
の
書
法
に
は
、
基
本
的
な
こ
と
と
し
て

間
架
結
構
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
連
続

す
る
横
画
や
縦
画
の
間
隔
を
等
し
く
整
え
て
整
然
と

見
せ
る
書
法
で
す
。
一
般
的
な
縦
の
間
隔
を
整
え
る

縦
分
位
法
、
横
間
を
整
え
る
横
分
位
法
の
ほ
か
に
、

斜
め
分
位
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
月

の
「
陽
」
と
「
處
」
の
下
部
が
斜
め
分
位
法
に
該
当

し
ま
す
が
、
こ
の
角
度
の
変
化
が
難
し
い
と
こ
ろ
で

す
。
褚
遂
良
は
単
に
等
間
隔
に
し
な
い
で
、
広
が
り

を
持
た
せ
る
よ
う
に
空
間
を
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
見
所
で
す
。

陰
陽
の（
天
地
）に
處
り
て
…
…

象
　
雲
　
臨

■
 
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

（１３）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （８月３０日〆切）

『
詩
故
叙
之
曰
』

宋
の
黄
庭
堅
は
「
張
旭
は
肥
に
、
懐
素
は
痩
に
妙
な

り
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
見
て
解
る
と
お
り
、
懐

素
の
書
の
特
徴
の
一
つ
が
、
細
線
を
駆
使
し
て
自
由

闊
達
に
筆
を
運
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
黄
庭
堅
の

代
表
的
な
作
品
「
李
太
白
憶
旧
遊
詩
巻
」
は
懐
素
の

書
に
強
く
影
響
を
受
け
た
作
品
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
良
寛
が
王
羲
之
と
と
も
に
こ
の
懐
素

の
自
叙
帖
と
千
金
帖
（
草
書
千
字
文
）
を
よ
く
学
ん

だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
良
寛
の
闊
達
で
大
ら
か

な
筆
致
は
自
叙
帖
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま

す
。

今
月
の
一
節
も
細
線
が
き
び
き
び
と
動
い
て
い
る
部

分
で
す
。
な
る
べ
く
明
快
な
線
の
交
差
を
意
識
し
て

大
ら
か
な
運
筆
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

（
歌
）詩
、故
に
之
に
叙
し
て
曰
く

象
　
雲
　
臨

■
 懐
  素
 

か
い
 そ

・
 自
叙
帖
 （
中
唐
・
西
暦
七
七
七
年
）
の
臨
書

じ
じ
ょ
じ
ょ
う

（５）


