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第
83
回

第
83
回

 呉
  楚
 　
東
南
に
 
け

ご
 
そ

　
　
 乾
  坤
 　
日
夜
に
浮
ぶ

け
ん
 こ
ん

さ
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登
岳
陽
楼
　
  杜
　
甫

洞
庭
湖
の
壮
大
さ
に
つ
い
て
は
昔
か
ら
聞
い
て
い
た
が

今
私
は
岳
陽
楼
に
登
っ
て
そ
の
湖
面
を
眺
め
て
い
る
。

呉
と
楚
の
地
は
、
こ
の
湖
に
よ
っ
て
東
と
南
に
引
き
裂
か
れ
て
お
り

そ
の
湖
面
に
は
天
地
宇
宙
す
べ
て
の
も
の
が
昼
夜
の
別
な
く
影
を
落
と
し
て
浮
動
し

て
い
る
。

思
え
ば
親
し
い
人
々
か
ら
も
一
字
の
便
り
す
ら
な
く

こ
の
老
い
て
病
む
身
に
、
た
だ
一
艘
の
舟
が
あ
る
だ
け
だ
。

今
な
お
戦
乱
が
関
所
や
山
を
隔
て
た
北
の
故
郷
で
は
続
い
て
い
る
。

楼
上
の
手
す
り
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
と
、
涙
が
流
れ
落
ち
る
ば
か
り
で
あ
る
。

昔
聞
洞
庭
水

今
上
岳
陽
楼

呉
楚
東
南
 

乾
坤
日
夜
浮

親
朋
無
一
字

老
病
有
孤
舟

戎
馬
關
山
北

憑
軒
涕
泗
流

昔
聞
く
　
洞
庭
の
水

今
 上
 る
　
岳
陽
楼

の
ぼ

呉
楚
　
東
南
に
 坼
 け
さ

 乾
  坤
 　
日
夜
に
浮
ぶ

け
ん
 こ
ん

 親
  朋
 　
 一
  字
  無
 く

し
ん
 ぽ
う
 

い
ち
 じ
 
な

老
病
　
 孤
 
こ

 舟
 有
り

し
ゅ
う

 戎
 
じ
ゅ
う

 馬
 　
 關
  山
 の
北

ば
 

か
ん
 ざ
ん

 軒
 に
 憑
 れ
ば
 涕
  泗
 流
る

け
ん
 

よ
 

て
い
 し

が
く
よ
う
ろ
う
に
の
ぼ
る

《
岳
陽
楼
》　
湖
南
省
岳
陽
市
の
郊
外
、
洞
庭
湖
に
面
し
て
建
て
ら
れ
た
楼
。
も
と
は
後
漢
時
代
に
軍
事
上

の
目
的
で
造
っ
た
物
見
台
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

《
洞
　
庭
》　
中
国
で
か
つ
て
は
一
番
大
き
い
湖
（
現
在
は
鄱
陽
湖
）
で
、
単
に
湖
と
い
う
と
洞
庭
湖
を
指

し
た
。

《
呉
　
楚
》　
春
秋
時
代
の
国
名
。
呉
は
現
在
の
江
蘇
省
南
部
、
楚
は
湖
北
省
か
ら
湖
南
省
あ
た
り
を
指
す
。

《
東
南
坼
》　
呉
と
楚
の
地
が
、
洞
庭
湖
に
よ
っ
て
中
国
の
東
と
南
に
裂
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
。

《
乾
　
坤
》　
天
と
地
。

《
無
一
字
》　
一
字
の
便
り
も
無
い
。

《
戎
　
馬
》　
戦
に
使
う
馬
の
こ
と
で
戦
争
を
意
味
す
る
。

《
関
　
山
》　
関
所
の
あ
る
山
。

《
憑
　
軒
》　
手
す
り
に
も
た
れ
る
。

大
暦
三
年
（
七
六
八
）
の
春
、
杜
甫
は
五
十
七
歳
で
 虁
 
き

 州
 （
四
川
省
奉
節
県
）
を

し
ゅ
う

去
り
、
長
江
を
下
る
最
後
の
放
浪
の
旅
に
出
ま
し
た
。
同
年
の
冬
、
昔
か
ら
噂
に

聞
い
て
い
た
雄
大
な
洞
庭
湖
の
湖
畔
に
建
つ
岳
陽
楼
に
登
り
こ
の
詩
を
詠
み
ま

す
。
五
言
律
詩
の
形
式
で
す
。

 首
  聯
 （
前
半
の
二
句
）
は
岳
陽
楼
上
か
ら
の
洞
庭
湖
の
眺
め
を
述
べ
ま
す
。 頷
  聯
 

し
ゅ
 れ
ん
 

が
ん
 れ
ん

（
第
三
・
四
句
）
は
思
い
切
っ
た
表
現
で
そ
の
感
動
を
詠
い
ま
す
。「
呉
楚
東
南
に

 坼
 け
」
は
洞
庭
湖
が
国
の
中
心
で
湖
を
境
に
東
と
西
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
イ

さメ
ー
ジ
で
す
。「
乾
坤
日
夜
に
浮
ぶ
」
は
、
洞
庭
湖
の
水
面
に
太
陽
と
月
が
昼
と
夜

に
代
わ
る
代
わ
る
浮
か
ん
で
、
時
が
流
れ
て
い
く
と
い
っ
た
感
覚
で
す
。
こ
の
二

句
は
古
く
か
ら
洞
庭
湖
を
称
え
る
有
名
な
句
と
な
っ
て
い
ま
す
。

後
半
は
こ
の
大
き
な
自
然
の
な
か
で
、
独
り
楼
上
に
た
た
ず
む
自
分
に
目
を
向

け
、
親
し
い
人
か
ら
の
便
り
も
な
い
よ
う
な
我
が
身
の
不
遇
と
、
さ
ら
に
は
未
だ

戦
火
に
あ
る
国
の
不
幸
ま
で
言
い
及
び
ま
す
。
杜
甫
は
し
ば
し
ば
壮
大
な
自
然
と

社
会
の
あ
り
さ
ま
を
対
置
し
て
、
人
間
の
不
幸
や
は
か
な
さ
と
い
っ
た
も
の
を

詠
っ
て
い
ま
す
。
杜
甫
に
は
厭
戦
、
反
戦
の
詩
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
詩
は
後
世

に
わ
た
っ
て
人
々
に
 膾
  炙
 さ
れ
、
社
会
批
判
、
政
治
評
論
と
し
て
機
能
し
て
い
ま

か
い
 し
ゃ

し
た
。
そ
こ
が
杜
甫
の
大
詩
人
た
る
ゆ
え
ん
で
す
。

こ
の
詩
を
詠
っ
た
こ
ろ
の
杜
甫
は
晩
年
を
迎
え
て
い
ま
し
た
が
、
非
常
に
貧
窮
し

て
い
て
戦
火
の
た
め
に
長
安
に
も
帰
れ
ず
に
い
ま
し
た
。
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
二
年

後
の
冬
、
杜
甫
は
故
郷
を
夢
見
な
が
ら
、「
老
病
孤
舟
有
り
」
と
こ
の
詩
で
詠
じ
た

舟
中
で
没
し
ま
し
た
。

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典（
東
京
堂
出
版
）・
偉
大
な
る
憂
鬱
杜
甫（
平
凡
社
）・
漢
詩
の
事
典（
大
修
館
書
店
）
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《
大
意
》
毎
晩
、
奥
深
い
山
に
雨
が
降
り
、
春
の
訪
れ
は
遅
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
け
方
の
洞
庭
湖
を
眺
め
る
と
、
中
洲
の
草
も
波
の
色
も
早
や
緑
色
を
た
た
え
て
い
る
。

　
　
　
　
（
惲
寿
平
詩
・
暁
起
）

連
夜
深
山
の
雨
　
春
光
 応
 に
未
だ
多
か
ら
ず
　

ま
さ

 暁
 

あ
か
つ
きに

看
る
 洲
 上
の
草
　
緑
は
到
る
洞
庭
の
波

す

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
貧
し
く
と
も
道
の
楽
し
さ
を
知
り
、
酔
う
て
は
忙
し
い
中
に
も
閑
暇
を
見
出
す
。

　
　
　
　
（
羅
與
之
）

貧
は
悟
る
道
中
の
楽
し
み
　
酔
う
て
 偸
 む
　
忙
裏
の
閑

た
の
し

5

条幅揮毫の参考 （４月３０日〆切）

身
安
き
を
楽
し
み
し
為
し
　
憂
い
無
き
を
福
と
為
す

《
大
意
》
身
が
安
ら
か
な
る
を
楽
し
み
と
し
、
心
配
事
が
な
い
の
を
幸
福
と
す
る
。

　
　
　
　
（
秦
子
敕
）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
素
心
 雲
水
を
愛
す
（
本
来
の
心
は
自
然
が
好
き
で
あ
る
・
范
仲
淹
）

一般部規定課題（４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
。

坦腹すれば江亭暖かなり

※
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

過
失
は
必
ず
改
め

道
を
悟
っ
た
ら
忘
れ
る
こ
と
な
か
れ

略
解

チ
カ
ヒ
ッ
カ
イ

ト
ク
ノ
ウ
バ
ク
ボ
ウ

音

山
口
　
青
邨
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臨書の基礎講座（４月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

能
く
疑
い
惑
う（
者
）無
か
ら
ん
や

『
能
無
疑
惑
』

今
月
の
四
文
字
は
偏
旁
の
バ
ラ
ン
ス
や
上
下
の
組
み

立
て
が
絶
妙
で
す
。
左
右
妥
当
法
や
上
下
安
置
法
と

言
わ
れ
る
結
構
法
の
基
本
を
学
び
ま
す
。

「
能
」偏
と
旁
は
ほ
ぼ
互
角
の
力
関
係
で
す
。
偏
は
上

部
の
ム
の
幅
を
持
た
せ
、
旁
は
下
部
の
終
画
を

重
厚
に
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
ま
す
。

「
無
」し
な
や
か
で
軽
快
な
線
で
纏
め
て
い
ま
す
。
第

三
横
画
は
ゆ
っ
た
り
と
暢
び
や
か
に
。
烈
火
は

行
書
的
に
連
綿
線
で
処
理
し
て
い
ま
す
。

「
疑
」偏
は
各
線
の
打
ち
込
み
を
強
く
し
て
横
画
右
上

が
り
で
す
。
旁
は
偏
に
寄
り
添
う
よ
う
に
。
最

後
の
波
磔
の
起
筆
位
置
に
留
意
し
ま
す
。

「
惑
」第
一
画
横
画
は
稍
上
方
に
反
り
か
え
り
結
体
を

引
き
締
め
る
役
割
で
す
。
各
線
が
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
に
寸
分
の
隙
も
な
く
収
め
ら
れ
て
い
て
、

非
常
に
安
定
し
た
結
体
で
す
。
戈
法
は
湾
曲
し

過
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
収
筆
に
向
か
っ
て

は
筆
圧
を
徐
々
に
加
え
て
い
き
ま
す
が
、
撥
ね

は
短
く
し
て
余
韻
を
残
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

（２９）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （４月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

文
質
彬
彬
と
し
て
、
然
し
て
後
に
（
君
子
。）
…
…

『
文
質
彬
々
然
後
』

以
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
書
譜
は
王
羲
之
を
典
型

と
す
る
書
芸
術
論
や
、
書
を
学
ぶ
上
で
の
心
得
か

ら
、
細
か
な
技
法
解
説
な
ど
を
書
い
た
、
い
わ
ゆ
る

書
論
で
す
。

今
月
の
「
文
質
彬
彬
と
し
て
、
然
し
て
後
に
君
子
。」

は
「
華
や
か
さ
と
質
朴
さ
と
が
調
和
し
て
、
は
じ
め

て
有
徳
の
君
子
。」
と
い
う
意
味
で
、
論
語
か
ら
引
用

し
た
部
分
で
す
。
孫
過
庭
は
こ
こ
で
、「
質
と
か
妍

と
か
の
様
式
は
時
と
と
も
に
人
の
好
み
に
従
っ
て
変

化
す
る
も
の
で
、
古
法
に
則
っ
て
い
て
も
、
姸
美
な

感
覚
を
盛
り
、
ま
た
当
世
風
で
あ
っ
て
、
時
流
の
弊

害
に
流
さ
れ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」と
述
べ
て

い
ま
す
。
全
く
現
代
に
も
通
用
す
る
、
書
作
上
の
要

諦
だ
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
伝
統
書
を
勉
強
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
古

典
に
寄
り
添
い
な
が
ら
現
代
的
な
感
覚
を
盛
り
込
む

と
い
う
こ
と
自
体
が
容
易
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
ま
た
同
時
に
時
流
の
弊
害
と
い
う
も
の
は
何
な

の
か
考
え
な
が
ら
書
作
す
る
こ
と
は
ま
た
大
切
な
こ

と
で
す
。

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

（1１）


