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少
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 く
学
成
り
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 しし

や
す

が

や
す
 

が
たた

一
寸
の
光
陰
軽
ん
ず
べ
か
ら

　
　
一
寸
の
光
陰
軽
ん
ず
べ
か
ら
ずず

相国寺の境外 塔  頭 「銀閣寺」
たっ ちゅう
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 偶
 　
 成
 　
  

ぐ
う
 

せ
い

 朱
 　
 熹
 （

し
ゅ
 

き

 観
 

か
ん

 中
  中
 

ち
ゅ
う
 ち
ゅ
う

 諦
 ）

て
い

少
年
易
老
学
難
成

一
寸
光
陰
不
可
軽

未
覚
池
塘
春
草
夢

階
前
梧
葉
已
秋
聲

少
年
老
い
 易
 く
学
成
り
 難
 し

や
す
 

が
た

一
寸
の
光
陰
軽
ん
ず
べ
か
ら
ず

 未
 だ
覚
め
ず
 池
  塘
 

い
ま
 

ち
 と
う

 春
 
し
ゅ
ん

 草
 の
夢

そ
う

 階
  前
 の
梧
葉
 已
 に
秋
聲

か
い
 ぜ
ん
 

す
で

月
日
の
た
つ
の
は
早
く
、
若
い
と
思
っ
て
い
て
も
す
ぐ
に
年
老
い
て
し
ま
う
。
そ
れ

に
反
し
て
学
問
の
研
究
は
な
か
な
か
成
し
遂
げ
が
た
い
。

年
月
は
移
ろ
い
や
す
い
の
で
、
わ
ず
か
な
時
間
も
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。

ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
池
の
堤
で
春
の
草
が
萌
え
る
こ
ろ
楽
し
く
ま
ど
ろ
ん
だ
夢
が
ま

だ
覚
め
な
い
う
ち
に
、
階
段
の
前
の
桐
の
葉
に
は
も
う
秋
の
風
が
忍
び
寄
っ
て
く
る

よ
う
な
も
の
だ
。

《
偶
　
成
》　
偶
然
に
作
ら
れ
た
詩
。

《
池
　
塘
》　
池
の
堤
。

《
階
　
前
》　
階
段
の
前
。
中
国
の
住
ま
い
は
入
り
口
に
二
、
三
段
の
階
段
が
あ
り
そ
の
前
を
指
す
。

《
梧
　
葉
》　
桐
の
葉
。
ほ
か
の
木
の
葉
よ
り
も
先
に
葉
を
落
と
す
こ
と
か
ら
秋
の
到
来
の
象
徴
。

「
偶
成
」
と
は
、
ふ
と
し
た
折
り
に
胸
の
内
に
湧
い
た
こ
と
を
纏
め
た
詩
で
す
が
、

実
際
に
は
熟
慮
の
制
作
で
も
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
軽
い
詩
題
を
つ
け
る
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
す
。

こ
の
詩
は
若
者
に
対
し
て
、
う
か
う
か
す
る
な
若
い
う
ち
は
そ
う
長
く
は
な
い

ぞ
、
と
学
問
の
勧
め
の
う
た
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
漢
詩
で

す
。
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
は
朱
子
と
敬
称
で
呼
ば
れ
、
中
国
の
思
想

史
に
お
い
て
「
朱
子
学
」
の
大
成
者
と
し
て
有
名
で
す
。
こ
の
詩
は
日
本
で
は
明

治
時
代
に
漢
文
の
教
科
書
と
し
て
登
場
し
、
そ
れ
以
降
学
問
を
勧
め
る
詩
と
し
て

多
く
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
、
こ
の
詩
は
朱
熹
の
作
品
で
は
な
く
、
日
本
の
室
町
時

代
の
禅
僧
、
観
中
中
諦
（
一
三
四
二
～
一
四
〇
六
）
の
詩
だ
と
す
る
説
が
有
力
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
朱
熹
の
詩
文
集
に
は
見
当
た
ら
ず
、
近
年
に
な
っ
て
室
町
前

期
の
五
山
僧
だ
っ
た
観
中
中
諦
の
詩
文
集
「
青
嶂
集
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が

発
見
さ
れ
た
た
め
で
す
。
室
町
時
代
は
中
国
に
渡
っ
た
僧
侶
を
中
心
に
五
山
文
学

が
栄
え
、
ま
た
同
時
に
中
国
と
の
外
交
の
た
め
四
六
 駢
  儷
 文
や
漢
詩
を
作
る
才
能

べ
ん
 れ
い

が
重
視
さ
れ
ま
す
。
観
中
中
諦
は
そ
の
京
都
五
山
相
国
寺
の
禅
僧
で
中
国
に
も

渡
っ
て
い
ま
す
。

学
問
を
勧
め
る
詩
、
い
わ
ゆ
る
勧
学
詩
は
若
者
に
対
し
て
お
説
教
的
に
な
り
が
ち

で
す
が
、
こ
の
詩
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
後
半
の
た
と
え
が
分
か
り
易
く
て

面
白
い
た
め
イ
ヤ
ミ
が
な
く
お
説
教
に
聞
こ
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
前
半
の

語
調
が
よ
く
覚
え
や
す
い
こ
と
も
こ
の
詩
の
人
気
を
支
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
作

者
が
ま
だ
確
定
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
名
詩
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま

せ
ん
。

参
考
文
献
：
漢
詩
の
事
典（
大
修
館
書
店
）・
石
川
忠
久
著
漢
詩
の
世
界（
大
修
館
書
店
）・「
少
年
老
い

易
く
学
成
り
難
し
」
詩
の
作
者
は
観
中
中
諦
か
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
・
朝
倉
和
著
）
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《
大
意
》
山
中
に
流
れ
る
水
、
名
を
聞
い
て
み
た
が
誰
も
知
ら
な
い
。
地
に
照
り
映
え
て
、
青
空
の
如
き
そ
の
色
、
空
中
に
飛
散
し
て
雨
の
よ
う
な
音
を
立
て
る
。
め
ぐ
り
流
れ
て
奥
深
い
谷
間

に
あ
ふ
れ
、
分
か
れ
出
て
小
さ
な
池
に
平
ら
か
に
満
ち
る
。
や
す
ら
か
に
淡
泊
に
見
る
人
も
無
き
ま
ま
に
、
年
ご
と
に
い
つ
も
清
ら
か
な
そ
の
姿
。
（
儲
光
羲
詩
・
山
中
の
流
泉
）

山
中
に
流
水
有
り
　
借
問
す
れ
ど
も
名
を
知
ら
ず
　
地
に
映
え
て
天
色
を
為
し
　
空
に
飛
ん
で
雨
声
を
 作
 す
　
転
じ
来
た
っ
て
 深
  澗
 に
満
ち

な
 

し
ん
 か
ん

分
か
れ
出
で
て
 小
 
し
ょ
う

 池
 平
ら
か
な
り
　
 恬
  淡
 と
し
て
人
の
見
る
無
く
　
年
々
 長
 に
自
ず
か
ら
清
し

ち
 

て
ん
 た
ん
 

つ
ね

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
物
の
道
理
や
理
論
を
記
し
て
あ
る
書
を
学
び
、
石
摺
り
の
手
本
の
文
字
を
習
う
。

　
　
　
　
（
明
熊
氏
語
）

義
理
の
書
を
読
み
　
法
帖
の
字
を
学
ぶ

5

条幅揮毫の参考 （５月３１日〆切）

神
を
凝
ら
す

《
大
意
》
精
神
を
凝
集
さ
せ
る
。
（
荘
子
）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 坦
  腹
 す
れ
ば
江
亭
暖
か
な
り
（
暖
か
な
日
ざ
し
の
そ
そ
ぐ
川
べ
り
の
亭
で
大
の
字
に
寝
そ
べ
る
・
杜
甫
「
江
亭
」
詩
句
）

た
ん
 ふ
く

一般部規定課題（５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
。

門には稀なり車馬の跡

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

課題随意参考（５月３１日〆切）
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ペン字部課題 （５月３１日〆切） 細字部課題 （５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

他
人
の
短
所
を
口
外
し
て
は
な
ら
な
い

自
分
の
長
所
を
自
慢
し
て
は
い
け
な
い

略
解

ボ
ウ
ダ
ン
ヒ
タ
ン

ビ
ジ
コ
チ
ョ
ウ

音

蕪
村
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臨書の基礎講座（５月３１日〆切）

象
　
雲
　
臨

西
は
里
外
に
流
し（
南
）…
…

『
西
流
里
外
南
』

史
晨
碑
は
山
東
省
の
曲
阜
、
孔
子
廟
内
に
現
存
し
、

礼
記
碑
や
曹
全
碑
・
孔
宙
碑
な
ど
と
と
も
に
、
後
漢

を
代
表
す
る
典
型
的
な
八
分
隷
で
す
。
謹
厳
な
姿
態

で
古
意
に
富
み
品
位
の
高
さ
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
刻

が
明
瞭
で
用
筆
も
概
ね
鮮
明
で
す
が
、
筆
法
が
分
か

り
に
く
い
部
分
も
あ
り
他
の
漢
隷
な
ど
を
参
照
に
し

て
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
西
・
里
・
南
」
い
ず
れ
も
左
右
整
斉
で
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
結
体
で
す
。
し
か
し
完
全
な
左
右
対
称

で
は
な
く
、
線
の
方
向
性
や
強
弱
な
ど
に
微
妙

な
変
化
が
あ
り
ま
す
。

「
流
」サ
ン
ズ
イ
に
不
と
同
様
な
結
体
で
書
か
れ
て
い

ま
す
。
史
晨
碑
の
約
二
十
年
前
に
造
営
さ
れ
た

石
門
頌
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
不
で
作
ら
れ
て
い

ま
す
。

「
外
」
右
側
は
水
の
よ
う
に
二
画
と
し
た
結
体
で
す

が
、
西
狭
頌
や
北
魏
の
墓
誌
銘
な
ど
に
も
見
ら

れ
ま
す
。
中
央
の
縦
画
か
ら
右
方
向
に
撥
ね
上

げ
る
線
も
西
狭
頌
と
同
様
で
す
。
左
右
に
そ
れ

ぞ
れ
照
応
す
る
画
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
ま
す
。

■
 史
 
し

 晨
 

し
ん

 後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

こ
う
 ひ

（１７）
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臨書の基礎講座 （５月３１日〆切）

象
　
雲
　
臨

懐
　
抱

『
懐
　
抱
』

懐
抱
と
は
、
懐
に
抱
き
か
か
え
る
こ
と
で
す
が
、
言

い
換
え
れ
ば
心
に
あ
る
想
い
で
す
。
古
人
の
書
論
に

蔡
邕
が
述
べ
た
言
葉
と
し
て
「
書
は
散
な
り
。
書
せ

ん
と
欲
す
れ
ば
、
先
ず
懐
抱
を
散
じ
、
情
に
任
せ
性

を
恣（
ほ
し
い
ま
ま
）に
し
、
然
る
後
に
之
を
書
す
。」

と
あ
り
ま
す
。
訳
す
る
と
「
書
は
散
で
あ
る
。
書
こ

う
と
お
も
っ
た
ら
、
懐
に
抱
い
て
い
る
こ
と
発
散

し
、
性
情
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
か
ら

書
き
な
さ
い
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。

空
海
も
著
書
「
性
霊
集
」
で
「
書
は
散
な
り
、
た
だ

結
裹
（
け
っ
か
）
を
以
て
能
と
為
す
に
非
ず
。
必
ず

須
く
心
を
境
物
に
遊
ば
し
め
、
懐
抱
を
散
逸
し
、
法

を
四
時
に
取
り
、
形
を
万
類
に
象
る
べ
し
。」
と
書
い

て
い
ま
す
。
要
約
す
る
と
「
書
は
散
で
あ
る
。
字
形

が
ま
と
ま
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
心
を
外

界
の
物
に
遊
ば
せ
、
心
の
内
に
あ
る
想
い
を
解
き
放

ち
、
書
法
を
季
節
の
運
行
の
秩
序
に
取
り
、
字
形
は

万
物
の
形
に
取
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
蘭
亭
序
は
、
ま
さ
に
「
書
は
散
な
り
」
の
代
表

的
な
古
典
で
、
流
觴
曲
水
の
一
日
の
遊
興
の
想
い

を
、
心
に
抱
く
感
情
の
趣
く
ま
ま
自
由
自
在
に
書
い

て
い
ま
す
。
臨
書
を
通
じ
て
蘭
亭
序
が
神
韻
と
称
さ

れ
る
所
以
を
探
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

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

（１９）


