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澤
國
江
山
入
戦
圖

生
民
何
計
楽
樵
蘇

憑
君
莫
話
封
侯
事

一
将
功
成
萬
骨
枯

沢た
く

国こ
く

の
江
山
　
戦せ
ん

図と

に
入
る

生せ
い

民み
ん

何
の
計
あ
っ
て
か
　
樵し
ょ
う

蘇そ

を
楽
し
ま
ん

君
に
憑よ

っ
て
話
す
こ
と
莫な
か

れ
　
封ほ
う

侯こ
う

の
事

一い
っ

将し
ょ
う

功こ
う

成な

っ
て
　
万ば
ん

骨こ
つ

枯か

る

沢
地
の
多
い
肥
沃
な
こ
の
江
淮
の
一
帯
に
も
、
戦
争
の
惨
禍
が
及
ん
だ
。

人
民
は
そ
の
日
常
生
活
を
楽
し
む
手
立
て
さ
え
ど
こ
に
も
な
い
。

ど
う
か
あ
な
た
お
願
い
し
ま
す
。
戦
争
に
行
っ
て
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
る
事
な
ど
話
題

に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

一
人
の
将
軍
が
戦
功
を
た
て
る
と
き
、
万
人
の
兵
士
の
身
が
戦
場
に
枯
れ
て
ゆ
く
の

で
す
か
ら
。

曹
松
（
八
三
〇
―
九
〇
一
）
は
晩
唐
の
詩
人
で
す
。
己
亥
歳
は
今
年
と
同
じ
干
支

で
す
。
甲
子
か
ら
始
ま
る
十
干
十
二
支
が
六
十
通
り
あ
り
、
自
分
の
生
ま
れ
た
干

支
が
六
十
年
た
っ
て
廻
っ
て
く
る
と
「
還
暦
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
詩
の
己
亥

の
歳
は
唐
末
期
の
八
七
六
年
に
当
た
り
ま
す
。

こ
の
年
、
広
州
で
兵
を
養
っ
て
い
た
黄こ
う

巣そ
う

が
、
唐
王
朝
打
倒
を
旗
印
に
か
か
げ
、

洛
陽
、
長
安
へ
と
北
進
を
開
始
し
た
年
で
、
江
淮
一
帯
も
大
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ

ま
し
た
。
黄
巣
は
も
と
も
と
塩
の
闇
商
人
で
し
た
が
、
当
時
、
塩
を
専
売
に
し
て

い
た
唐
朝
廷
が
、
財
政
が
窮
迫
し
た
た
め
に
安
易
な
解
決
策
と
し
て
塩
の
値
段
を

吊
り
上
げ
し
て
、
同
時
に
厳
し
く
闇
取
引
を
取
り
締
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
同
じ

仲
間
の
王お
う

仙せ
ん

芝し

が
乱
を
起
こ
し
た
の
に
呼
応
し
て
、
黄
巣
も
塩
売
で
蓄
え
た
潤
沢

な
資
金
を
も
と
に
農
民
蜂
起
の
大
義
を
立
て
て
挙
兵
し
ま
し
た
。
黄
巣
の
乱
と
言

わ
れ
る
こ
の
騒
乱
で
、
黄
巣
は
八
七
四
年
か
ら
中
国
全
土
を
転
戦
し
て
、
八
八
〇

年
に
長
安
に
入
り
国
号
を
斉
と
称
し
て
自
ら
皇
帝
に
即
位
し
ま
し
た
が
、
わ
ず
か

四
年
の
短
命
に
終
わ
り
ま
し
た
。

農
民
起
義
の
階
級
闘
争
と
し
て
現
代
中
国
で
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
結
局
は
騒
乱
に
乗
じ
て
軍
閥
化
し
た
私
兵
と
官
軍
と
の
内
乱
で
、
苦
し
み
ぬ

く
の
は
一
般
大
衆
で
し
た
。
そ
の
後
、
二
九
〇
年
に
亘
っ
た
唐
は
急
速
に
衰
退
し

て
い
き
ま
す
。

曹
松
は
こ
の
こ
ろ
江
淮
周
辺
を
放
浪
し
て
い
て
、
戦
乱
で
疲
弊
す
る
民
衆
の
姿
を

目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
こ
の
詩
は
そ
の
民
衆
の
苦
し
み
を
訴
え
、
功
名
の
た

め
に
兵
卒
を
死
に
追
い
や
っ
て
顧
み
な
い
将
軍
を
非
難
し
ま
す
。
最
後
の
「
一
将

功
成
っ
て
、
万
骨
枯
る
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
一
句
で
す
。

参
考
文
献
：
中
国
古
典
選「
三
体
詩
」（
朝
日
文
庫
）・
唐
詩
鑑
賞
辞
典（
東
京
堂
出
版
）・
漢
詩
の
こ
こ
ろ（
時
事
通
信
社
）

《
澤
　
國
》　
川
や
湖
沼
の
多
い
低
湿
の
地
方
。
こ
こ
で
は
江
淮
（
揚
子
江
下
流
と
淮
河
の
流
域
）。

《
生
　
民
》　
人
民
。
民
族
。

《
樵
　
蘇
》　
樵
は
き
こ
り
。
蘇
は
草
刈
り
。
民
衆
の
日
常
生
活
を
さ
す
。

《
憑
　
君
》　
憑
は
た
よ
り
に
す
る
、
よ
り
か
か
る
意
。
あ
な
た
に
お
願
い
す
る
。

《
封
　
侯
》　
戦
争
で
手
柄
を
た
て
て
、
爵
位
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
　

己つ
ち
の
と
い
の
と
し

亥
歳

　
曹そ

う

松
し
ょ
う
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条幅揮毫の参考 （10月31日〆切）

楚そ

雨う

紅こ
う

樹じ
ゅ

に
迷
い　

呉ご

霜そ
う

白は
く

蘋ひ
ん

老お

ゆ　

一
聲
京け

い

口こ
う

の
雁　

愁し
ゅ
う

殺さ
つ

す
江
を
渡
る
の
人

《
大
意
︾
楚
の
地
で
は
雨
の
中
、
紅
葉
を
眺
め
て
き
た
が
、
こ
こ
の
呉
の
地
は
す
で
に
霜
が
降
り
て
白
い
浮
き
草
は
枯
れ
て
い
る
。
京
口
に
雁
の
鳴
き
声
が
ひ
び
き
、
江
を
渡
る
人
の

旅
愁
を
か
き
た
て
る
。（
周
永
銓
詩
・
京
口
聞
雁
）

静せ
い

功こ
う

寿じ
ゅ

有
る
を
知
り　

晩
節
更
に
能よ

く
堅か

た

し

《
大
意
︾
心
静
か
に
し
て
物
事
に
あ
せ
ら
な
け
れ
ば
寿
命
の
長
い
こ
と
を
知
り
、
老
年
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
心
が
堅
固
で
あ
る
こ
と
が
大
切
。（
徐
到
中
）
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一般部規定課題（10月31日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

好
鳥 

眠
り
を
妨
げ
ず
（
鳥
の
声
も
眠
り
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
）
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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
、
前
半
二
文
字

ま
た
は
後
半
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
。

連
月
課
題

　
「
唐
庚
詩
・
酔
眠
」

山
静
似
太
古

　

山
は
静
に
し
て 

太
古
に
似
た
り

日
長
如
小
年

　

日
は
長
く
し
て 

小
年
の
如
し

餘
花
猶
可
酔

　

餘
花 

猶 

酔
う
べ
く

好
鳥
不
妨
眠

　

好
鳥 

眠
り
を
妨
げ
ず

世
味
門
常
掩

　

世
味
に
は 

門 

常
に
掩
い

時
光
簟
已
便

　

時
光 

簟 

已
に
便
な
り

夢
中
頻
得
句

　

夢
中 

頻
り
に
句
を
得
た
る
も

拈
筆
又
忘
筌

　

筆
を
拈
れ
ば 

又 

筌
を
忘
る
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コ
ウ
カ
ン
バ
イ
レ
ン

ク
コ
ク
シ
ン
エ
イ

冠
を
着
飾
っ
た
多
く
の
侍
臣
が
鳳
輦
（
帝
の
乗
り
物
）
に
陪
従
し

穀
車
を
走
ら
せ
て
繕
（
冠
の
紐
）
を
な
び
か
せ
て
供
奉
す
る

課題随意参考（10月31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
。

世味には 門 常に掩
おお

い
▪　　▪8



ペン字部課題 細字部課題（10月31日〆切） （10月31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
カ
ン
バ
イ
レ
ン

ク
コ
ク
シ
ン
エ
イ

冠
を
着
飾
っ
た
多
く
の
侍
臣
が
鳳
輦
（
帝
の
乗
り
物
）
に
陪
従
し

穀
車
を
走
ら
せ
て
繕
（
冠
の
紐
）
を
な
び
か
せ
て
供
奉
す
る

佐　

藤　

象　

雲　

書

和　

泉　

溪　

石　

先
生
書

紀　

貫　

之

※
一
級
以
下
の
方
の
試
験
課
題
で
す
。
実
施
要
項
は
四
十
二
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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臨書の基礎講座（10月31日〆切）

『
廣
彼
前
聞
』

　
玄
奘
三
蔵
法
師
は
密
出
国
の
禁
を
犯
し
て
印
度
に

亘
り
、
艱
難
辛
苦
の
旅
を
経
て
持
ち
帰
っ
た
六
五
七

部
の
経
典
を
持
ち
帰
り
翻
訳
し
ま
し
た
。
こ
の
大
事

業
と
そ
の
功
績
を
讃
え
て
、
太
宗
が
「
序
」
を
皇
太

子
だ
っ
た
高
宗
が
「
序
記
」
を
玄
奘
法
師
に
賜
り
ま

す
。
雁
塔
聖
教
序
は
、
そ
の
序
と
序
記
を
褚
遂
良
が

浄
書
し
た
も
の
で
す
。

　
太
宗
は
玄
奘
の
帰
国
後
、
密
出
国
の
罪
を
問
わ

ず
、
さ
ら
に
西
域
で
見
聞
し
た
事
柄
や
旅
行
記
を
提

出
す
る
こ
と
を
玄
奘
に
命
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
応
じ

て
編
纂
さ
れ
た
報
告
書
が
『
大
唐
西
域
記
』
で
す
。

こ
れ
は
約
八
百
年
後
に
奇
伝
小
説
「
西
遊
記
」
に

よ
っ
て
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
玄
奘
の
旅
が
仏
教
徒
の
間
で
神
聖
化
さ
れ
て
、

敦
煌
莫
高
窟
で
発
見
さ
れ
た
壁
画
に
、
玄
奘
が
馬
や

猿
を
伴
っ
て
経
典
を
背
に
し
て
旅
す
る
姿
が
描
か
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
奇
伝
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
今
月
の
「
彼
の
前
聞
を
広
め
」
と
は
先
人
の

教
え
を
広
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。

「
廣
」
黄
は
内
部
の
分
間
が
整
斉
に
保
た
れ
て
い
る
。

「
彼
」
行
人
偏
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
各
線
短
め
に
。

縦
画
は
や
や
左
に
位
置
し
て
、
皮
の
左
払
い

の
空
間
を
残
し
て
い
る
。

「
前
・
聞
」
各
縦
画
の
反
り
具
合
に
留
意
。
殆
ど
の

短
い
横
画
は
縦
画
と
の
接
触
を
避
け
て

空
間
が
明
る
い
。

彼か

の
前
聞
を
広
め
…
…

象
　
雲
　
臨

■

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

（50）
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臨書の基礎講座 （10月31日〆切）

『
導
之
則
泉
注
』

今
月
の
「
之
を
導
け
ば
則
ち
泉
の
ご
と
く
注
ぎ
」

は
古
来
の
名
跡
の
筆
致
は
、
泉
か
ら
水
が
ほ
と
ば

し
る
よ
う
に
筆
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
大
意
で

す
。
草
書
の
美
し
さ
は
、
筆
の
動
き
に
よ
る
流
動

美
と
、
線
の
太
細
や
結
体
の
展
開
に
よ
る
変
化
美

で
す
。
孫
過
庭
は
そ
の
よ
う
な
事
柄
を
自
然
の
事

象
に
譬
え
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

今
月
の
五
文
字
は
比
較
的
穏
や
か
で
落
ち
着
い

た
書
き
ぶ
り
で
、
ふ
っ
く
ら
し
た
線
描
が
美
し
い

一
節
で
す
。

「
導
」
上
部
を
広
く
下
部
を
小
さ
く
し
て
品
致
が
高

い
。
書
譜
の
な
か
で
上
下
の
部
首
が
重
な
る

字
は
概
ね
頭
大
下
小
に
作
ら
れ
て
い
る
。

「
之
・
則
」
之
の
点
は
離
し
て
書
く
。
糸
を
引
く
よ

う
な
自
然
な
連
綿
で
則
と
繋
が
れ
て
い

る
。

「
泉
」
筆
の
腹
を
使
っ
て
ふ
っ
く
ら
と
し
た
線
だ

が
、
筆
先
は
し
っ
か
り
と
活
躍
し
て
い
る
。

「
注
」
偏
旁
間
は
十
分
に
広
い
が
、
よ
く
呼
応
し
て

一
体
感
が
あ
る
。

之
を
導
け
ば
則
ち
泉
の
ご
と
く
注
ぎ
…
…

象　

雲　

臨

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

（31）
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