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竹
帛
烟
消
帝
業
虚

關
河
空
鎖
祖
龍
居

坑
灰
未
冷
山
東
亂

劉
項
元
来
不
讀
書

竹ち
く
は
く帛

　
煙
消
え
て
帝て
い
ぎ
ょ
う
む
な

業
虚
し

関か
ん
が河

　
空
し
く
鎖
ざ
す
　
祖そ
り
ゅ
う龍

の
居

坑こ
う
は
い灰

　
未
だ
冷
え
ざ
る
に
山
東
乱み
だ

る

劉り
ゅ
う
こ
う項

　
元
来
　
書
を
読
ま
ず

書
物
を
焼
い
た
煙
が
消
え
る
と
と
も
に
、
天
下
統
一
の
大
事
業
も
は
か
な
く
く
ず
れ
、

始
皇
帝
の
い
た
咸
陽
も
ま
た
、
今
は
む
な
し
く
函
谷
関
と
黄
河
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。

坑
の
中
の
灰
も
冷
え
切
ら
な
い
う
ち
に
、
も
う
山
東
は
乱
れ
た
。

反
乱
の
中
心
、
劉
邦
も
項
羽
も
、
も
と
も
と
学
問
な
ど
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

秦
の
始
皇
帝
時
代
の
宰
相
の
李
斯
は
、
国
民
に
法
を
厳
格
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
国
を
治
め
る
、
法
家
思
想
の
実
践
者
で
し
た
。
実
用
的
な
学
問
以
外
は
す

べ
て
批
判
精
神
を
強
め
、
反
骨
心
を
育
て
る
ば
か
り
だ
と
し
て
、
儒
教
を
は
じ
め

と
す
る
諸
子
百
家
の
経
典
、
特
に
﹁
詩
経
﹂
と
﹁
書
経
﹂
を
焼
く
こ
と
を
始
皇
帝

に
進
言
し
ま
し
た
。
始
皇
帝
は
こ
の
建
議
を
受
け
入
れ
て
焚
書
の
命
令
を
下
し
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
後
も
咸
陽
に
い
た
学
者
四
百
六
十
人
余
り
を
坑
埋
め
に
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
坑
儒
で
、
二
つ
を
併
せ
て
﹁
焚
書
坑
儒
﹂
と
言
わ
れ
ま
す
。

秦
は
厳
し
い
言
論
弾
圧
と
思
想
統
制
に
よ
っ
て
王
朝
を
保
と
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
始
皇
帝
の
時
代
は
わ
ず
か
十
五
年
で
幕
を
閉
じ
ま
す
。
書
物
を
焼
い
た
灰

が
冷
え
切
ら
な
い
う
ち
に
始
皇
帝
が
力
で
従
え
た
山
東
の
諸
国
か
ら
は
も
う
反
乱

の
火
の
手
が
上
が
り
ま
し
た
。
学
問
を
弾
圧
し
て
焚
書
坑
儒
を
行
っ
た
の
に
結
局

秦
を
滅
ぼ
し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
学
問
に
縁
の
な
い
劉
邦
と
項
羽
の
二
人
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
焚
書
も
坑
儒
も
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
あ
っ
た
の
か
。
つ
ね

に
不
必
要
な
犠
牲
を
生
み
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
﹁
歴
史
﹂
と
い
う
も
の
に
対
す

る
作
者
章
碣
の
疑
問
が
、
こ
の
詩
の
支
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典
（
東
京
堂
出
版
）・
漢
詩
の
辞
典
（
大
修
館
書
店
）

《
　

坑
　

》　
あ
な
。
坑
の
な
か
で
書
物
を
焼
い
た
と
さ
れ
る
。

《
竹
帛
》　
書
物
の
こ
と
。
紙
は
後
漢
に
発
明
さ
れ
る
ま
で
は
字
は
竹
簡
（
竹
の
ふ
だ
）
か
帛
（
き
ぬ
）
に

書
い
た
。

《
帝
業
》　
帝
王
と
し
て
の
事
業
。

《
關
河
》　
函
谷
関
と
黄
河
。

《
祖
龍
》　
祖
は
始
と
同
じ
で
龍
は
皇
帝
の
象
徴
で
、
始
皇
帝
の
こ
と
を
い
う
。

《
山
東
》　
現
在
の
河
北
・
河
南
・
山
東
省
を
含
め
た
地
域
を
さ
す
。

《
劉
項
》　
劉
邦
と
項
羽
。

焚ふ
ん

　

書し
ょ

　

坑こ
う

　
　

章し
ょ
う
け
つ碣

（
晩
唐
）
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古
典
探
訪

日
本
の
名
筆
⑺

三
筆
の
一
人
・
第
五
十
二
代
天
皇
の
高
雅
な
書

嵯
峨
天
皇
「
光こ

う
じ
ょ
う
か
い
じ
ょ
う

定
戒
牒
」

■
嵯
峨
天
皇

嵯
峨
天
皇
（
七
八
六
～
八
四
二
）
は
桓
武
天
皇
第
二
皇

子
。
西
暦
八
〇
六
年
に
桓
武
天
皇
が
崩
御
し
、
兄
の
平
城

天
皇
が
即
位
し
ま
す
が
、
病
弱
な
た
め
に
譲
位
さ
れ
、
西

暦
八
〇
九
年
、
二
十
四
歳
で
天
皇
に
即
位
し
ま
す
。
若
い

頃
か
ら
「
人じ

ん
く
ん
の
り
ょ
う

君
之
量
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
、
蔵く

ろ
う
ど
ど
こ
ろ

人
所
・

検け

び

い

し

非
違
使
な
ど
を
設
け
平
安
時
代
の
律
令
格
式
を
整
え
ま

し
た
。
ま
た
文
教
面
で
は
学
問
の
隆
盛
と
と
も
に
私
学
の

興
隆
を
奨
励
し
、
空
海
の
「
綜し

ゅ
げ
い
し
ゅ
ち
い
ん

芸
種
智
院
」、
和
気
氏
の

「
弘
文
院
」、
藤
原
氏
の
「
勧
学
院
」
な
ど
の
創
設
を
み
ま

し
た
。

嵯
峨
天
皇
は
幼
少
よ
り
聡
明
で
読
書
を
好
ん
で
学
問
を

修
め
、
成
人
し
て
経
書
及
び
史
書
を
博
覧
し
、
詩
文
や
書

に
も
長
じ
て
い
ま
し
た
。
特
に
漢
詩
を
好
ま
れ
、「
凌
雲

集
」「
文
華
秀
麗
集
」
の
漢
詩
文
を
勅
撰
さ
せ
、
こ
れ
ら

の
な
か
に
多
く
の
詩
文
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
空
海
と

は
親
密
な
交
流
が
あ
り
、
仏
教
や
書
法
に
お
い
て
も
多
大
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な
影
響
を
受
け
ま
す
。

平
安
時
代
は
奈
良
天
平
時
代
に
引
き
続
き
唐
の
文
化
が

最
も
尊
重
さ
れ
ま
し
た
。
こ
と
に
嵯
峨
天
皇
は
唐
風
を
特

別
愛
好
さ
れ
、
儀
式
や
男
女
の
衣
服
に
い
た
る
ま
で
唐
に

倣
っ
た
と
い
い
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
自
ら
が
空
海
・
橘
逸
勢

と
と
も
に
毫ふ

で

を
揮ふ

る

っ
た
大
内
裏
の
門
額
も
唐
風
の
名
称
で

し
た
。
書
風
は
当
時
の
最
も
愛
好
さ
れ
た
王
羲
之
を
土
台

と
し
て
、
最
澄
が
将
来
し
、
空
海
も
ま
た
そ
の
真
跡
を
献

上
し
た
と
さ
れ
る
欧
陽
詢
を
非
常
に
好
ま
れ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
空
海
及
び
橘
逸
勢
と
と
も
に
「
三
筆
」
に
数
え
ら

れ
、
そ
の
う
ち
嵯
峨
天
皇
と
空
海
は
「
二
聖
」
と
も
い
わ

れ
、
そ
の
書
が
特
別
に
尊
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
光
定
戒
牒

最
澄
が
晩
年
に
大
乗
仏
教
独
自
の
大
乗
戒
壇
の
建
立

に
尽
力
し
た
こ
と
は
、
本
稿
の
「
最
澄
」
の
折
に
触
れ

ま
し
た
。
弟
子
の
光
定
は
右
大
臣
藤
原
冬
嗣
に
懇
願
し

嵯
峨
天
皇
に
奏
請
し
て
、
最
澄
の
没
後
七
日
目
、
つ
い

に
大
乗
戒
壇
建
立
の
勅
許
を
賜
り
ま
し
た
。
最
澄
の
弟

子
た
ち
は
早
速
比
叡
山
に
戒
壇
を
建
立
し
、
受
戒
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
光
定
も
受
戒
し
ま
し
た
が
、
戒

壇
建
立
に
最
も
努
力
し
た
光
定
に
、
嵯
峨
天
皇
が
特
別

に
自
ら
書
い
て
賜
っ
た
も
の
が
「
光
定
戒
牒
」
で
す
。

戒
牒
と
は
受
戒
し
た
こ
と
を
公
認
す
る
文
書
で
、
僧
侶

が
仏
教
上
の
戒
め
と
守
る
べ
き
規
則
で
あ
る
戒
律
を
受

け
る
こ
と
を
受
戒
と
い
い
ま
す
。

料
紙
は
縦
に
漉す

き

目
の
あ
る
白
麻
紙
が
も
ち
い
ら
れ
、
文

面
に
太
政
官
印
が
十
一
顆
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
太
政

官
印
の
文
字
が
疑
わ
し
い
と
し
て
宸し

ん
か
ん翰

（
天
皇
の
筆
跡
）

と
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
光
定
の

著
し
た
「
伝
述
一
心
戒
文
」
に
戒
牒
を
賜
っ
た
経
緯
が
詳

し
く
記
さ
れ
て
い
て
、
現
存
す
る
嵯
峨
天
皇
唯
一
の
宸
翰

と
い
う
の
が
現
在
の
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。

光
定
戒
牒
は
嵯
峨
天
皇
三
八
歳
、
西
暦
八
二
三
年
の
書

で
す
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
大
き
く
太
書
き
し
た
草
書
の
文

字
を
配
し
て
絵
画
的
な
装
飾
効
果
を
も
た
ら
し
、
ま
た
多

様
な
書
き
ぶ
り
が
混
然
と
し
な
が
ら
も
違
和
感
は
あ
り
ま

せ
ん
。
根
底
に
王
義
之
の
書
法
が
あ
り
、
そ
れ
に
欧
陽
詢

の
峻
烈
さ
と
空
海
の
気
宇
の
大
き
さ
が
加
わ
っ
て
い
る
と

評
さ
れ
ま
す
。
作
意
的
な
筆
致
で
あ
り
な
が
ら
、
天
皇
と

し
て
の
高
雅
な
風
格
を
示
し
て
い
ま
す
。

参
考
文
献
　
書
道
全
集
（
平
凡
社
）・
墨
79　
号
（
芸
術
新
聞
社
）

竊ひ
そ

か
に
以
お
も
ん
み
るる

に
、
無
明
の
長
夜
に
は
寂
光
を
ば
矩か
か
り

と

為
し
、
滅
後
の
軌
範
に
は
木
叉
を
ば
師
と
為
す
。
賊

に
縛
せ
ら
れ
し
比
丘
が
、
草
の
繋
を
王
融
遊
に
脱

し
、
食
を
乞
う
の
沙
門
が
鵞
珠
を
死
後
に
顕あ
ら
わ

す
所ゆ
え
ん以

な
り
。
故
に
能
く
三
観
の
仏
乗
は
、
三
身
を
究き
ゅ
う
き
ょ
う竟
に

結
び
、
三
種
の
浄
或
は
三
因
を
初
発
に
開
く
。
但
だ

光
定
宿
因
幸
多
く
、
勝
縁
に
遇
う
を
得
、
妄
を
弃
て

真
を
尋
ね
、
戒
品
を
精
祈
す
。
庶
こ
ひ
ね
が
わ
くは
無
上
の
仏
種
を

し
て
使
わ
し
め
ん
こ
と
を
。
此
れ
に
籍よ

り
て
敷
栄

し
、
塵
労
の
稠ち
ゅ
う
り
ん林

を
し
て
、
茲
に
因
っ
て
殄て
ん
め
つ減

せ
。

今
契
り
…
…
…
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条幅揮毫の参考 （２月28日〆切）

桃
花　

雨
を
含
み
て
開
く

《
大
意
》
桃
の
花
が
雨
を
お
び
て
開
く
（
梁　

簡
文
帝
）

老
鶴
雲
間
の
意　

長
松
雪
外
の
姿

《
大
意
》
老
い
た
鶴
は
雲
間
に
飛
翔
し
よ
う
と
し
、
長
い
松
は
雪
の
中
か
ら
そ
そ
り
立
つ
姿
を
し
て
い
る
（
楊
誠
斎
）
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一般部規定課題（２月28日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

春
氷
に
真
堅
無
し　
（
春
先
の
氷
に
本
当
の
堅
さ
は
無
い
。
時
の
推
移
は
本
来
の
姿
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
。「
蘇
東
坡
詩
句
」）
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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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課題随意参考（２月28日〆切）

行　　書草　　書

隷　　書次号課題

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

◇
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
。

晴光 戸に入って妍なり

孝
と
は
力
の
及
ぶ
限
り
父
母
の
心
を
安
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る

忠
と
は
命
を
捧
げ
て
誠
実
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
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ペン字部課題 細字部昇格試験課題（２月28日〆切） （３月３日〆切）

（両部とも本会所定の指定用紙を使用のこと）

音

略
解

コ
ウ
ト
ウ
ケ
ツ
リ
ョ
ク

チ
ュ
ウ
ソ
ク
ジ
ン
メ
イ

細
字
部
昇
格
試
験
課
題
実
施
要
項

・
左
記
の
三
体
千
字
文
の
一
節
を
所
定
用
紙
に
揮
毫

・
欄
外
に
支
部
・
段
級
・
氏
名
を
明
記
し
て
下
さ
い

・
〆
切
三
月
三
日
（
金
）・
受
験
料
三
、二
四
〇
円

孝
と
は
力
の
及
ぶ
限
り
父
母
の
心
を
安
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る

忠
と
は
命
を
捧
げ
て
誠
実
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

山
頭
火
の
句

和
　
泉
　
溪
　
石
　
先
生
書
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臨書の基礎講座（２月28日〆切）

■

遂
す
い
り
ょ
う良
・
雁

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
の
じ
ょ

塔
聖
教
序
（
初
唐
・
西
暦
六
五
三
年
）
の
臨
書

ち
ょ

『
現
常
之
世
』

雁
塔
聖
教
序
の
一
番
の
書
的
特
徴
は
、
用
筆
の
変
化

に
あ
り
ま
す
。
初
唐
の
欧
陽
詢
・
虞
世
南
な
ど
の
一

連
の
楷
書
群
は
格
調
の
高
さ
と
、
も
う
一
つ
法
度
的

規
範
的
な
整
斉
さ
が
特
徴
で
す
。
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
褚
遂
良
は
用
筆
に
奔
放
さ
と
妙
味
が
加
わ
り
ま

す
。
四
十
六
歳
で
書
い
た
伊い

け
つ
ぶ
つ
が
ん
ひ

闕
仏
龕
碑
、
四
十
七
歳

時
の
孟
法
師
碑
は
虞
世
南
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
ま
す

が
、
五
十
四
歳
の
房ぼ

う
げ
ん
れ
い

玄
齢
碑
で
は
軽
妙
な
細
線
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
褚
遂
良
晩
年

五
十
八
歳
の
作
品
雁
塔
聖
教
序
で
、
褚
遂
良
の
理
想

と
す
る
楷
書
に
到
達
し
た
感
が
あ
り
ま
す
。

「
現
」寸
分
の
狂
い
も
な
い
安
定
感
に
富
ん
だ
結
体
。

「
常
」前
回
と
同
字
な
が
ら
、
各
線
の
筆
致
に
違
い
が

あ
る
点
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
。

「
之
」筆
断
っ
て
意
連
ね
る
。
左
下
に
流
れ
る
斜
線
は

繋
げ
て
よ
い
。

「
世
」各
線
の
表
情
の
変
化
を
研
究
し
た
い
。

現
常
の
世
は
…
…

象
　
雲
　
臨

（34）
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臨書の基礎講座 （２月28日〆切）

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

『
時
人
那
得
知
』

今
月
の
文
言
は
、
王
羲
之
と
交
遊
が
深
か
っ
た
謝
安

と
王
羲
之
の
子
王
献
之
と
の
や
り
取
り
の
部
分
で
す
。

謝
安
は
あ
る
時
、
既
に
父
王
羲
之
と
と
も
に
能
書

家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
王
献
之
に
「
王
羲
之

と
キ
ミ
の
書
は
比
べ
て
ど
う
か
ね
。」
と
尋
ね
た
と

こ
ろ
、「
も
ち
ろ
ん
私
の
方
が
上
手
で
す
。」
と
云
い

ま
す
。
謝
安
は
「
世
間
で
は
そ
う
言
っ
て
い
な
い
が

ね
。」
と
返
し
た
と
こ
ろ
、
王
献
之
は
「
時
人
（
今

の
人
）
に
は
わ
か
る
わ
け
が
な
い
」
と
答
え
ま
す
。

孫
過
庭
は
こ
の
書
譜
で
「
自
ら
父
に
勝ま

さ

る
と
称
す
る

は
、
亦ま

た
過あ
や
ま

た
ず
や
」
と
評
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

書
の
芸
術
性
と
は
関
わ
り
が
な
く
、
儒
教
道
徳
に
基

づ
い
た
非
難
で
す
。
書
譜
は
伝
統
的
な
儒
教
思
想
に

基
づ
い
た
書
論
で
、
王
羲
之
崇
拝
者
だ
っ
た
太
宗
の

影
響
も
多
分
に
感
じ
さ
せ
、
王
羲
之
尊
崇
の
理
念
が

基
調
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
駢
儷
体
と
い
う
対
句

を
多
用
し
た
華
麗
な
文
章
で
、
名
句
も
多
い
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

時じ
じ
ん
な

人
那
ん
ぞ
知
る
こ
と
を
得
ん

象
　
雲
　
臨

（１6）
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