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回



蘇
軾
（
字
は
 子
  瞻
 、
号
は
 東
  坡
  居
  士
 ・
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）
は
学
問
・
芸
術

し
 せ
ん
 

と
う
 は
 
こ
 
じ

の
諸
分
野
に
秀
で
た
宋
時
代
の
 士
  大
  夫
 （
文
人
官
僚
）
で
し
た
。
二
十
一
歳
で
進

し
 た
い
 ふ

士
に
及
第
し
て
官
途
に
就
き
ま
す
が
、
新
法
党
の
王
安
石
と
対
立
し
な
が
ら
各
州

の
知
事
職
を
歴
任
し
ま
し
た
。
四
十
四
歳
の
時
に
は
新
法
を
批
判
す
る
詩
を
作
り

投
獄
さ
れ
あ
や
う
く
死
刑
に
さ
れ
る
危
機
に
も
遭
遇
し
ま
し
た
。

こ
の
詩
は
三
十
七
歳
か
ら
三
年
間
、
杭
州
通
判
（
副
知
事
）
と
し
て
西
湖
の
ほ
と

り
で
暮
ら
し
た
当
時
に
作
ら
れ
た
二
首
連
作
の
第
二
首
で
す
。
西
湖
に
舟
を
浮
か

べ
酒
に
酔
っ
て
よ
い
気
分
に
な
っ
て
詠
ん
だ
即
興
詩
で
す
。
古
く
か
ら
西
湖
の
優

美
さ
を
巧
み
に
表
現
し
た
詩
と
し
て
有
名
で
す
。

前
半
の
二
句
は
対
句
で
、「
 瀲
  灔
 」
と
「
 空
  濠
 」
は
少
し
難
解
な
表
現
で
す
が
、
水

れ
ん
 え
ん
 

く
う
 ご
う

と
山
、
晴
れ
と
雨
の
景
色
を
対
照
的
に
描
写
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
詩
の
後
半

は
、 呉
  王
  夫
  差
 に

ご
 お
う
 ふ
 
さ

 寵
 
ち
ょ
う

 愛
 さ
れ
た
春
秋
時
代
の
越
の
美
女
西
施
を
登
場
さ
せ
、
西
湖

あ
い

の
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
晴
れ
た
日
の
西
湖
を
あ
で
や
か
に
化
粧
し
た
西

施
に
た
と
え
、
雨
の
日
の
西
湖
を
薄
化
粧
の
西
施
に
た
と
え
る
と
い
う
、
人
の
意

表
を
突
く
異
質
の
美
を
対
比
さ
せ
た
着
想
で
す
。

当
時
の
人
々
は
伝
説
で
西
施
が
絶
世
の
美
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
だ
け
で
、
蘇

軾
に
し
ろ
西
施
の
美
し
さ
は
想
像
の
世
界
で
す
。
そ
の
西
施
と
西
湖
の
美
し
さ
を

喩
え
る
こ
と
自
体
が
奇
抜
な
発
想
で
す
。
晴
れ
て
良
く
、
雨
の
日
も
ま
た
美
し
い

西
湖
の
千
変
万
化
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
つ
美
し
さ
を
見
事
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

美
女
の
眉
を
山
に
た
と
え
る
こ
と
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
し
た
が
、
あ
る
風

景
を
特
定
の
美
女
に
た
と
え
る
と
い
う
の
は
こ
の
詩
が
初
め
て
と
い
わ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
蘇
軾
は
眉
山
県
の
生
ま
れ
で
、
西
施
は
西
湖
の
あ
る
浙
江
省
の
出
身
で
す
。

本
邦
の
松
尾
芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』
で
「
 象
  潟
 や
雨
に
西
施
の
ね
ぶ
の
花
」
と
秋

き
さ
 か
た

田
県
の
象
潟
を
歌
っ
て
い
ま
す
。「
雨
に
濡
れ
る
象
潟
の
ネ
ム
ノ
キ
の
花
を
見
て

い
る
と
、
世
に
言
う
西
施
の
美
し
さ
と
は
き
っ
と
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
す
が
、
蘇
軾
の
こ
の
詩
の
影
響
が
う
か
が
え

ま
す
。

猿 猿1

飲
湖
上
初
晴
後
雨
　
  蘇
軾

水
光
瀲
 
晴
方
好

山
色
空
濠
雨
亦
奇

欲
把
西
湖
比
西
子

淡
粧
濃
抹
総
相
宜

 水
  光
   瀲
  灔
 と
し
て
晴
れ
て
 方
 に
 好
 し

す
い
 こ
う
 れ
ん
 え
ん
 

ま
さ
 

よ

山
色
  空
  濠
 と
し
て
雨
も
 亦
 た
 奇
 な
り

く
う
 ご
う
 

ま
 

き

西
湖
を
 把
 っ
て
 西
  子
 に
比
せ
ん
と
欲
す
れ
ば

と
 

せ
い
 し

 淡
 
た
ん

 粧
 
し
ょ
う

  濃
  抹
   総
 べ
て
 相
  宜
 し

の
う
 ま
つ
 
す
 

あ
い
 よ
ろ

こ
じ
ょ
う
に
い
ん
す
は
じ
め
は
れ
の
ち
あ
め
ふ
る

さ
ざ
波
を
浮
か
べ
た
水
の
光
は
、
今
朝
の
よ
う
に
晴
れ
わ
た
っ
て
い
て
こ
そ
素
晴
ら

し
い
。

一
方
で
、
ぼ
ん
や
り
と
山
の
色
が
靄
に
け
む
っ
た
雨
の
景
色
も
、
ま
た
ひ
と
き
わ
の

眺
め
だ
。

晴
れ
て
も
雨
で
も
、
美
し
い
西
湖
の
姿
を
い
に
し
え
の
越
の
美
女
西
施
に
た
と
え
て

み
る
な
ら
ば
、
薄
化
粧
も
、
丹
念
な
化
粧
、
す
べ
て
み
な
風
情
が
あ
る
。

《
瀲
　
灔
》　
広
々
と
さ
ざ
波
を
た
た
え
る
さ
ま
。

《
空
　
濠
》　
霧
雨
に
視
界
が
け
む
っ
て
ぼ
や
け
る
さ
ま
。

《
　
奇
　
》　
際
立
っ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。

《
西
　
子
》　
西
施
の
こ
と
で
、
中
国
で
は
西
子
と
も
呼
ば
れ
る
。
呉
王
夫
差
に
寵
愛
さ
れ
呉
を
滅
ぼ
す

　
　
　
　
　
一
因
と
も
な
っ
た
。

参
考
文
献
：
新
漢
詩
紀
行（
N
H
K
出
版
）・
蘇
東
坡
詩
選（
岩
波
文
庫
）・
漢
詩
の
事
典（
大
修
館
書
店
）



猿 猿5

《
大
意
》
渭
城
の
朝
の
雨
が
軽
い
砂
埃
を
潤
し
て
い
る
。
旅
館
の
前
の
柳
の
葉
色
も
雨
に
洗
わ
れ
て
瑞
々
し
い
。
ま
あ
君
、
こ
こ
で
も
う
一
杯
飲
ん
で
く
れ
。
西
域
地
方
と
の
境
で
あ
る
陽
関
を

出
れ
ば
、
も
う
友
人
は
一
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
（
王
維
詩
・
元
二
の
安
西
に
使
す
る
を
送
る
）

 渭
 
い

 城
 の
朝
雨
　
軽
塵
を

じ
ょ
う

 浥
 
う
る
お

し
　
客
舎
青
青
と
し
て
柳
色
新
た
な
り
　
君
に
勧
む
　
更
に
 盡
 く
せ
一
杯
の
酒
　
西
の
か
た
 陽
  關
 を
出
づ
れ
ば
故
人
無
か
ら
ん

つ
 

よ
う
 か
ん

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
も
の
し
ず
か
な
こ
と
。
（
劉
兼
）

 寂
 
じ
ゃ
く

　
 静
 
せ
い

5

条幅揮毫の参考 （６月３０日〆切）

 静
  自
  適
 

せ
い
 じ
 て
き

《
大
意
》
静
間
を
得
意
と
す
る
と
い
う
意
。
（
倪
祖
喜
）



猿 猿6

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
門
に
は
稀
な
り
車
馬
の
跡
（
門
前
に
は
客
は
稀
で
車
や
馬
蹄
の
跡
は
な
い
（
謀
晋
））

一般部規定課題（６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
。

林に隠る木魚の声

※
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）



猿 猿9

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

人
と
の
約
束
は
必
ず
実
行
し
覆
す
こ
と
が
な
い
よ
う

自
分
の
器
量
を
人
に
見
透
か
さ
れ
な
い
よ
う
に

略
解

シ
ン
シ
カ
フ
ク

キ
ヨ
ク
ナ
ン
リ
ョ
ウ

音

加
賀
千
代
女



■
 
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

猿 猿10

臨書の基礎講座（６月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

ち
ょ

大
教
の
興
る
は
…
…

『
大
教
之
興
』

雁
塔
聖
教
序
の
線
は
細
線
が
主
体
を
成
し
て
躍
動
感

が
あ
り
ま
す
が
、
所
々
に
重
厚
な
線
を
交
え
て
い
る

た
め
、
軽
重
と
緩
急
の
変
化
も
併
せ
持
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
線
質
の
特
徴
と
同
時
に
結
体
に
お
い
て

も
、
初
唐
の
楷
書
群
の
中
に
あ
っ
て
と
り
わ
け
、
動

き
を
持
た
せ
る
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
大
」普
通
概
形
は
三
角
形
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
左

払
い
（
掠
法
）
が
横
画
の
左
端
か
ら
出
て
お
ら

ず
、
字
の
右
半
を
広
く
し
て
い
ま
す
。

「
教
」偏
を
大
き
く
暢
び
や
か
に
し
て
、
旁
は
偏
に
寄

り
添
う
結
体
で
す
。
偏
の
左
払
い
は
横
画
か
ら

行
書
的
に
連
綿
し
て
い
ま
す
。

「
之
」起
筆
の
打
ち
込
み
を
強
く
し
て
太
細
の
変
化
に

富
ん
で
筆
勢
豊
か
な
結
体
で
す
。

「
興
」左
右
対
称
と
は
せ
ず
に
横
画
は
左
方
を
長
く
、

左
右
点
の
位
置
も
移
動
さ
せ
て
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
を
保
っ
て
い
ま
す
。
中
央
の
口
は
一
画
を
減

じ
て
左
縦
画
を
仮
借
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
増

減
仮
借
法
と
い
い
ま
す
。

（３０）



猿 猿11

臨書の基礎講座 （６月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

逸
少
に
（
及
ば
ざ
る
こ
と
は
、）
猶
お
逸
少
が
…
…

『
逸
少
猶
逸
少
』

今
月
は
変
化
に
つ
い
て
の
学
習
に
は
格
好
の
部
分
を

習
い
ま
す
。

唐
時
代
中
期
の
書
論
家
竇
 
の
著
し
た
「
述
書
賦
」

に
は
、
書
譜
を
「
凡
草
に
し
て
 閭
  閻
 の
風
。（
野
暮
で

り
ょ
 え
ん

田
舎
臭
い
）
千
紙
一
類
、
一
字
萬
同
…
…
」
と
酷
評

を
下
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
評
し
て
一

字
萬
同
と
い
う
 貶
  辞
 が
出
て
く
る
の
か
は
不
明
で
す

へ
ん
 じ

が
、
今
月
の
二
つ
の
「
逸
少
」
は
同
じ
で
は
な
く
、

一
文
と
し
て
の
統
一
感
を
保
ち
な
が
ら
、
結
体
と
用

筆
を
見
事
に
変
化
さ
せ
て
い
ま
す
。

仔
細
に
見
て
み
る
と
最
初
の
「
逸
少
」
の
「
少
」
は

歯
切
れ
よ
い
線
で
直
線
的
で
筆
勢
に
優
り
、
後
の

「
少
」
は
逸
か
ら
連
綿
で
入
り
、
し
な
や
か
で
柔
和
な

曲
線
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
書
譜
は
書
論
の
草
稿

で
す
の
で
、
筆
法
よ
り
も
文
意
を
主
眼
に
書
い
て
い

る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
自
然
に
変
化

し
て
い
る
こ
と
は
「
孫
過
庭
書
譜
、 甚
 だ
右
軍
の
法

は
な
は

有
り
。」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。

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

（１２）

と
う
　　き


