
「
目
出
度
い
か
ら
楽
し
も
う
」

終
始
こ
れ
に
つ
き
る
か
ら
、
楽
し
く
書
く
、
と
い
う
以
外
な
い
。
こ

れ
で
終
わ
り
と
云
っ
た
ら
実
も
フ
タ
も
な
く
な
る
の
で
、
も
う
少
し
書

か
せ
て
頂
く
。
紙
数
が
少
な
い
の
で
、
詳
し
く
書
け
な
い
が
、
自
分
も

人
も
楽
し
い
年
賀
状
と
い
う
の
が
大
前
提
で
、
こ
れ
さ
え
出
来
て
い
た

ら
ど
ん
な
書
き
方
、
形
式
、
で
も
す
べ
て
合
格
と
い
っ
て
良
い
。

以
下
二
、
三
、
拙
い
私
の
賀
状
で
、
ご
説
明
申
し
上
げ
る
と
…
…
…
。

一
．一
般
年
賀
状
の
王
道
を
行
く
形
式
で
あ
る
。

　
　元
旦
の
下
に
は
図
の
様
に
名
前
の
み
書
く
場
合
も
あ
る
が
、こ
こ
に

住
所
を
足
し
た
り
住
所
印
を
押
す
人
も
い
る
。あ
ま
り
皆
が
こ
う
書

く
の
で
、
私
は
嫌
い
だ
が
、
四
字
句
に
何
か
新
鮮
な
言
葉
を
入
れ
た

ら
、
面
白
く
な
る
だ
ろ
う
。

―
　人
も
自
分
も
楽
し
も
う
　―

私
の
年
賀
状

毎
年
十
一
月
に
な
る
と
、
年
賀
状
を
書
く
シ
ー
ズ
ン
と
な
る
。
佐
藤
象
雲
主
幹
か
ら
「
年
賀
状
を
書
く
手
引
き
を
」
と
の
依

頼
を
受
け
た
が
、
実
は
私
も
何
の
定
見
を
持
っ
て
い
な
い
。
お
引
き
受
け
し
た
も
の
の
、
さ
て
ど
う
書
い
た
ら
良
い
の
か
、

原
稿
用
紙
に
向
か
っ
て
苦
吟
し
て
い
る
。
ま
ま
よ
！
「
私
の
年
賀
状
」
の
書
き
方
を
御
紹
介
し
よ
う
。
と
無
責
任
な
ペ
ン
を

と
っ
た
。

山
崎
　
晁
秋
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二
．和
歌
、
俳
句
の
目
出
度
い
も
の
を
、
自
分
の
今
ま
で
習
っ
た
最
高
の

技
量
を
以
っ
て
書
く
。
書
人
の
賀
状
と
し
て
は
、
こ
れ
が
最
も
面

白
い
。
自
詠
で
あ
れ
ば
更
に
結
構
な
の
だ
が
、
私
に
は
こ
の
方
ゼ

ロ
な
の
で
、
い
つ
も
情
無
い
思
い
を
し
て
い
る
。
絵
心
の
あ
る
人

は
、
な
に
か
絵
を
添
え
る
の
も
よ
い
。

　
　彩
色
し
た
り
、
版
木
を
押
し
た
り
、
個
性
的
な
賀
状
に
は
最
適
で
あ

ろ
う
。
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三
．親
し
い
友
人
に
は
、
チ
ョ
ッ
ト
し
た
通
信
文
を
入
れ
て
み
た
ら
如

何
だ
ろ
う
。
横
形
式
の
賀
状
は
表
現
の
巾
が
大
き
く
、
わ
た
し
は

好
き
で
あ
る
。

　
　和
歌
を
書
く
に
は
こ
の
方
が
広
く
見
え
て
書
き
や
す
い
。

四
．住
所
の
書
き
方
は
、
い
ろ
い
ろ
な
手
紙
講
座
な
ど
で
何
ミ
リ
上
げ
て
、

何
ミ
リ
離
し
て
な
ど
ウ
ル
サ
く
書
い
て
あ
る
の
を
見
か
け
る
が
、
わ

た
し
は
一
切
無
視
。
要
は
美
し
く
収
ま
っ
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
。

　
　住
所
に
よ
っ
て
は
、
字
数
が
多
く
な
っ
た
り
、
何
と
か
事
業
所
、
会
場

な
ど
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
、
法
則
な
ど
設
け
よ
う
が
な
い
。
但
し
配
達

す
る
人
が
素
人
だ
か
ら
、
読
み
や
す
く
書
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
。

◎
全
体
共
通
の
問
題
と
し
て
、
漢
字
の
く
ず
し
字
変
体
仮
名
等
は
、
必
要

と
あ
ら
ば
大
い
に
使
っ
て
よ
い
と
思
う
。
少
々
字
を
く
ず
し
て
も
慣
用

の
熟
語
な
ど
案
外
読
め
る
も
の
だ
し
、
最
低
限
度
「
年
賀
状
」
で
中
味

な
ど
分
か
ら
な
く
て
も
、
目
出
度
い
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
此
の
際
大
い
に
使
う
べ
し
。

　
読
め
な
け
れ
ば
、
人
に
聞
い
て
も
、
調
べ
て
も
読
む
よ
う
に
「
少
し
は

自
分
で
苦
労
し
て
み
な
さ
い
」
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。

ア
チ
ラ
の
国
で
は
全
然
通
じ
な
い
カ
タ
カ
ナ
語
を
使
う
よ
り
、
年
賀
状

を
読
む
勉
強
を
し
た
ら
、
日
本
文
化
の
伝
統
を
守
る
こ
と
に
大
い
に
役

立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
如
何
か
し
ら
。
そ
れ
で
は
皆
さ

ん
、
大
い
に
楽
し
い
年
賀
状
を
制
作
し
て
下
さ
い
。
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
藍
よ
り
出
で
て
更
に
青
し
（
門
人
が
先
生
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
修
養
が
で
き
て
き
た
こ
と
の
た
と
え
（
荀
子
・
勧
学
篇
））

一般部規定課題（１１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
。

寒雲 落  暉 を 掩 う
らく き おお

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

課題随意参考（１１月３０日〆切）
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ペン字部課題 （１１月３０日〆切） 細字部課題 （１１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

禍
を
被
る
の
は
悪
行
の
積
も
っ
た
結
果
で
あ
り
、

幸
福
を
得
る
の
は
、
善
行
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。

略
解

カ
イ
ン
ア
ク
セ
キ

フ
ク
エ
ン
ゼ
ン
ケ
イ

音

松
本
　
た
か
し
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臨書の基礎講座（１１月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

 孔
  瀆
 と
 顔
  母
  井
 の
…
…

こ
う
 と
く
 

が
ん
 ぼ
 せ
い

『
孔
瀆
顔
母
井
』

隷
書
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
書
体
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
違
っ
た
風
格
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
史
晨
碑
が
書
か
れ
た
漢
代
は
隷
書
の
成
熟
し
た
時

代
で
、
初
唐
が
楷
書
の
頂
点
を
極
め
た
の
と
同
様

に
、
隷
書
の
書
法
が
頂
点
を
極
め
た
時
代
で
も
あ
り

ま
し
た
。
書
道
史
で
は
漢
代
を
過
ぎ
る
と
次
第
に
隷

書
の
風
格
が
低
く
な
り
、
特
に
力
強
さ
と
気
力
と
い

う
点
で
は
漢
代
に
劣
る
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
明

末
清
初
に
な
る
と
金
石
学
の
発
達
に
よ
り
漢
隷
の
研

究
が
進
み
、
多
く
の
優
れ
た
隷
書
作
品
を
発
表
す
る

書
人
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
今
月
の
五
文
字
は
、
扁
平
と
い
う
よ
り
は
方
形

の
字
が
で
す
。
ま
た
す
べ
て
の
字
に
波
磔
が
あ
り
ま

す
が
、
画
数
の
多
い
字
の
波
磔
は
母
や
井
の
波
磔
に

比
べ
て
軽
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
各
線
の
特
徴
を
把

握
し
、
風
趣
を
再
現
し
て
く
だ
さ
い
。

■
 史
 
し

 晨
 

し
ん

 後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

こ
う
 ひ

（２０）
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臨書の基礎講座 （１１月３０日〆切）

象
　
雲
　
臨

老
い
の
 将
 に
至
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
知
（
ら
ず
）

ま
さ

『
知
老
之
将
至
』

王
羲
之
の
最
高
傑
作
と
い
わ
れ
る
こ
の
蘭
亭
序
は
、

清
末
の
金
石
学
者
 李
  文
  田
 に
よ
っ
て
、
そ
の
信
憑
性

り
 ぶ
ん
 で
ん

に
疑
惑
が
持
た
れ
、 郭
  沫
 

か
く
 ま
く

 若
 の
蘭
亭
偽
書
説
が
発
表

じ
ゃ
く

さ
れ
て
か
ら
真
偽
両
論
が
研
究
者
の
間
で
交
わ
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
結
論
は
未
だ
決
定
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
状
態
で
す
が
、
我
々
学
書
者
に
と
っ
て
の
評
価

や
価
値
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

先
日
、
宮
城
県
芸
術
祭
書
道
展
の
折
に
開
催
さ
れ
た

伊
藤
滋
先
生
の
講
演
会
で
、
先
生
所
蔵
の
神
龍
本
蘭

亭
序
（
王
澍
本
）
を
拝
見
し
ま
し
た
。
唐
時
代
の
搨

摹
の
専
門
家
 馮
 
ふ
う

 承
 
し
ょ
う

 素
 が
制
作
し
た
摸
本
を
刻
し
た

そ

も
の
で
、
真
蹟
系
と
い
わ
れ
て
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
精

拓
だ
け
の
こ
と
が
あ
り
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

蘭
亭
序
は
王
羲
之
が
書
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点

と
は
別
に
、
千
三
百
年
以
上
前
か
ら
変
わ
ら
ず
多
く

の
為
政
者
や
専
門
家
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
と

い
う
理
由
が
少
し
理
解
で
き
た
気
が
し
ま
す
。

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

（２２）


