
漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
142
回

第
142
回

シャガ　（アヤメ科）



岐
王
宅
裏
尋
常
見

崔
九
堂
前
幾
度
聞

正
是
江
南
好
風
景

落
花
時
節
又
逢
君

岐き
お
う王
の
宅た
く
り裏

　
尋じ
ん
じ
ょ
う常
に
見み

崔さ
い
き
ゅ
う九
の
堂ど
う
ぜ
ん前

　
幾い
く
た
び度
か
聞
け
り

正ま
さ

に
是こ

れ
江
南
の
好
風
景

落
花
の
時
節
　
又ま

た

　
君
に
逢
う

そ
の
昔
、
岐
王
さ
ま
の
お
屋
敷
で
は
い
つ
も
お
目
に
か
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。

ま
た
崔
九
さ
ま
の
お
屋
敷
の
前
庭
で
も
何
度
か
あ
な
た
の
歌
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
江
南
の
美
し
い
自
然
。

そ
れ
も
落
花
の
時
節
に
、
ま
た
あ
な
た
に
お
逢
い
す
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と

で
す
。

《
江
　
南
》
通
常
は
揚
子
江
下
流
域
南
岸
の
水
郷
地
帯
を
い
う
が
、
こ
の
詩
で
は
潭
州
（
湖
南
省
長
沙
県
）
の

あ
た
り
を
指
し
て
い
う
。

《
李
亀
年
》
玄
宗
の
宮
廷
に
仕
え
た
名
歌
手
。
安
禄
山
の
乱
の
あ
と
江
南
を
放
浪
し
た
。

《
岐
　
王
》
玄
宗
の
弟
で
、
詩
文
の
士
を
愛
し
、
開
元
期
の
文
化
の
中
心
的
な
存
在
だ
っ
た
。

《
尋
　
常
》
常
日
頃
。

《
崔
　
九
》
九
は
排
行
で
九
番
目
を
言
い
、
一
門
の
兄
弟
い
と
こ
を
年
の
順
に
数
え
て
九
番
目
の
こ
と
。
玄
宗

時
代
の
中
書
令
崔
湜
の
弟
で
崔
滌
の
こ
と
。

《
正
　
是
》
…
…
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

江こ
う
な
ん
に
て
り
き
ね
ん
に
あ
う

南
逢
李
亀
年

　
杜
甫

杜
甫
、
五
十
九
歳
の
詩
で
す
。
安
禄
山
の
乱
の
あ
と
、
杜
甫
は
家
族
と
共
に
足
掛
け
十

二
年
間
各
地
を
遍
歴
し
、
潭
州
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
洛
陽
出
身
の
杜
甫
に
と
っ
て

江
南
は
異
国
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
催
さ
れ
た
宴
会
の
席
上
で
、
玄
宗
に
愛
さ
れ
た
往

年
の
名
歌
手
李
亀
年
と
め
ぐ
り
逢
い
ま
す
。
杜
甫
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
十
四
歳
の
時
に

洛
陽
で
父
と
一
緒
に
李
亀
年
の
歌
を
初
め
て
聴
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
何
度
も
宮
廷

や
サ
ロ
ン
で
顔
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
、
李
白
が
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
面
前

で
詩
を
作
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
李
亀
年
が
メ
ロ
デ
ィ
を
付
け
て
歌
い
、
楊
貴
妃
は
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
経
由
で
伝
わ
っ
て
き
た
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
こ
れ
を
聞
い
て
い
た
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

予
期
せ
ぬ
時
に
、
昔
の
皇
族
貴
族
の
屋
敷
と
は
異
な
り
、
都
か
ら
遠
い
江
南
の
地
で
、

は
ら
は
ら
と
花
が
舞
い
落
ち
る
季
節
に
、
李
亀
年
と
め
ぐ
り
逢
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て

杜
甫
は
、
悪
く
言
え
ば
ど
さ
廻
り
し
て
い
る
李
亀
年
の
現
在
の
姿
に
、
激
し
い
社
会
の

変
動
に
耐
え
抜
い
て
生
き
て
き
た
自
分
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
ま
す
。

そ
の
複
雑
な
心
境
を
表
に
は
出
さ
ず
、
都
で
李
亀
年
に
会
っ
た
当
時
を
回
想
し
、
お
互

い
に
昔
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
状
態
で
再
会
し
た
と
い
う
数
奇
な
め
ぐ
り
逢
わ
せ
を

淡
々
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
詩
に
は
懐
か
し
い
思
い
の
半
面
、
感
慨
、
そ

し
て
寂
寥
感
と
い
っ
た
も
の
が
潜
ん
で
い
ま
す
。「
江
南
好
風
景
」
は
江
南
の
美
し
い

自
然
を
賛
美
し
て
い
る
の
で
す
が
、
杜
甫
に
と
っ
て
は
異
郷
の
地
で
の
春
景
色
で
す
。

さ
ら
に
「
落
花
時
節
」
と
い
う
表
現
は
、
今
は
晩
春
だ
と
い
う
季
節
の
描
写
で
す
が
、

自
分
た
ち
の
人
生
の
春
も
す
で
に
終
わ
り
、
そ
し
て
唐
王
朝
も
安
禄
山
の
乱
に
よ
っ
て

全
盛
期
を
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
を
暗
に
含
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

杜
甫
は
若
か
り
し
頃
、
天
下
を
救
う
と
い
う
理
想
に
燃
え
な
が
ら
も
科
挙
に
通
る
こ
と

が
出
来
ず
、
漸
く
四
十
半
ば
で
官
途
に
つ
い
た
も
の
の
、
安
禄
山
の
乱
に
翻
弄
さ
れ
て

放
浪
の
生
活
を
送
る
一
生
で
し
た
。
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
年
の
暮
れ
に
杜
甫
は
亡
く
な
っ

て
い
ま
す
。

参
考
文
献
：
杜
甫
詩
選
（
岩
波
文
庫
）・
中
国
詩
人
選
集
杜
甫
（
岩
波
書
店
）・
唐
詩
鑑

賞
辞
典
（
東
京
堂
出
版
）・
杜
甫
「
偉
大
な
る
憂
鬱
」（
平
凡
社
）
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条幅揮毫の参考 （5月31日〆切）

小し
ょ
う
え
ん苑 

鶯お
う
か歌
歇や

み　

長ち
ょ
う
も
ん門 

蝶ち
ょ
う

の
舞
う
こ
と
多
し　

眼ま

の
あ
た
り
看み

る 

春
の
又ま

た

去さ

さ
る
を　

翠す
い
れ
ん輦 

曾か
つ

て
過よ

ぎ
ら
ず

《
大
意
》
小
苑
に
鶯
の
歌
う
声
は
止
み
、
長
門
宮
に
蝶
は
む
ら
が
り
舞
う
。
目
の
前
に
む
な
し
く
、
今
年
も
春
は
ま
た
過
ぎ
行
く
が
、
み
か
ど
の
車
は
ま
だ
一
度
も
、

こ
こ
を
訪
れ
給
う
た
こ
と
は
な
い
。（
令
狐
楚
詩
「
思
君
恩
」）

水
を
掬す

く

え
ば
月
は
手
に
在
り　

花
を
弄と

れ
ば
香
り
は
衣
に
満
つ

《
大
意
》
水
を
両
手
で
す
く
え
ば
、
月
は
手
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
。
花
を
折
っ
て
手
に
と
れ
ば
、
花
の
香
り
は
衣
服
に
い
っ
ぱ
い
染
み
込
む
（
于
良
史
「
春
山
夜
月
」）
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一般部規定課題（5月31日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

鰲ご
う
し
ん身 

天
に
映
じ
て
黒
く
（
波
間
に
大
ウ
ミ
ガ
メ
の
甲
羅
が
大
空
を
背
景
に
黒
々
と
見
え
）

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
、
前
頁
掲
載
の
五
言
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
。
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一般部規定課題（解説）

連
月
課
題

　

王
維
詩

「
送
秘
書
官
晁
監
日
本
国
」

積
水
不
可
極　
　

　

積
水
極
む
可
か
ら
ず

安
知
滄
海
東　
　

　

安
ん
ぞ
滄
海
の
東
を
知
ら
ん

九
州
何
處
遠　
　

　

九
州
何
れ
の
処
か
遠
き

萬
里
若
乘
空　
　

　

萬
里 

空
に
乗
ず
る
が
若
し

向
國
惟
看
日　
　

　

国
に
向
っ
て
惟
だ
日
を
看
る

歸
帆
但
信
風　
　

　

帰
帆 

但
だ
風
に
信
す

鰲
身
映
天
黑　
　

　

鰲
身 

天
に
映
じ
て
黒
く

魚
眼
射
波
紅　
　

　

魚
眼 

波
を
射
て
紅
な
り

郷
樹
扶
桑
外　

　

郷
樹 

扶
桑
の
外

主
人
孤
島
中　
　

　

主
人 

孤
島
の
中

別
離
方
異
域　
　

　

別
離 

方
異
域
な
り
て

音
信
若
爲
通　
　

　

音
信 

若
為
か
通
ぜ
ん

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
、
前
頁
掲
載
の
五
言
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
。
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シ
ョ
ク
サ
イ
ナ
ン
ポ

ガ
ゲ
イ
シ
ョ
シ
ョ
ク

俶
は
は
じ
め
て
。
は
じ
め
て
日
当
た
り
の
よ
い
南
向
き
の
た
ん
ぼ
に
耕
作
し

自
分
は
キ
ビ
や
ア
ワ
な
ど
の
穀
物
を
ま
き
植
え
て
、
農
業
に
励
み
怠
ら
ず

課題随意参考（5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
。

魚眼　波を射て紅なり
▪　　▪8



ペン字部課題 細字部課題（5月31日〆切） （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）

音

略
解

シ
ョ
ク
サ
イ
ナ
ン
ポ

ガ
ゲ
イ
シ
ョ
シ
ョ
ク

俶
は
は
じ
め
て
。
は
じ
め
て
日
当
た
り
の
よ
い
南
向
き
の
た
ん
ぼ
に
耕
作
し

自
分
は
キ
ビ
や
ア
ワ
な
ど
の
穀
物
を
ま
き
植
え
て
、
農
業
に
励
み
怠
ら
ず

佐　

藤　

象　

雲　

書

和　

泉　

溪　

石　

先
生
書

芭　

蕉

▪　　▪9



臨書の基礎講座（5月31日〆切）

麟
を
獲
る

象　

雲　

臨

『
獲
麟
』

今
月
は
「
獲
麟
」
の
二
文
字
で
す
が
、
い
く
つ
か

の
拓
本
の
影
印
本
（
印
刷
物
）
を
比
較
し
て
も
、
鮮

明
な
も
の
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

こ
の
禮
器
碑
は
山
東
省
曲
阜
の
孔
子
廟
に
現
存
し

て
い
ま
す
が
、
現
在
お
も
に
習
わ
れ
て
い
る
拓
本
は

明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
採
ら
れ
た
も
の
で
す
。
拓

本
は
古
い
ほ
ど
、
碑
の
磨
滅
が
少
な
く
良
い
状
態
の

と
き
に
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
禮
器
碑
は
佳

拓
が
少
な
く
鮮
明
度
に
欠
け
る
嫌
い
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
建
て
ら
れ
た
当
初
の
文
字
の
状
態
を
想
像

し
な
が
ら
再
現
を
試
み
る
こ
と
も
有
益
な
勉
強
法

で
、
類
似
す
る
他
字
か
ら
推
測
し
た
り
、
同
時
代
の

八
分
隷
を
参
考
に
字
を
探
っ
て
書
い
た
り
し
て
も
良

い
わ
け
で
す
。

今
月
の
二
文
字
を
見
て
み
ま
す
。「
獲
」
の
獣
偏

は
本
碑
に
あ
る
獨
を
参
考
に
す
る
と
同
様
に
小
さ
め

で
、
旁
に
対
し
て
幾
分
上
方
に
位
置
し
て
い
て
、
ま

た
旁
と
十
分
に
離
し
て
余
裕
を
持
た
せ
て
い
ま
す
。

「
麟
」
は
線
が
不
鮮
明
な
が
ら
、
偏
旁
と
も
に
画

数
が
偏
十
一
画
、
旁
十
二
画
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
文
字

面
積
を
二
分
し
て
い
て
、
力
関
係
も
ほ
ぼ
対
等
で
あ

る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
ま
た
旁
の
下
部
は
、
左
右
相

対
し
て
い
て
篆
書
の
趣
を
残
し
て
い
ま
す
。

■
禮ら

い
き
ひ

器
碑
（
後
漢
・
西
暦
一
五
六
年
）
の
臨
書

（24）
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臨書の基礎講座 （5月31日〆切）

『
明
陰
洞
陽
』

北
宋
時
代
の
徽
宗
の
宣
和
年
間
（
一
一
一
九

－

一
一
二
五
）
に
編
纂
さ
れ
た
宣
和
書
譜
に
は
、「
羲

之
の
書
を
模
倣
す
る
に
は
必
ず
懐
仁
よ
り
始
め
る

な
り
、
豈
に
羲
之
の
絶
塵
の
処
、
窺
測
し
て
形
容

す
可
か
ら
ざ
ん
や
。」
と
あ
り
ま
す
。「
王
羲
之
の

書
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
懐
仁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

集
字
聖
教
序
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
大
切
。
ま
さ
に
王

羲
之
の
世
俗
か
ら
か
け
離
れ
た
真
骨
頂
、
勝
手
に

集
字
だ
か
ら
と
推
測
す
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と

い
っ
た
よ
う
な
意
味
合
い
で
し
ょ
う
か
。
完
成
か

ら
四
百
年
以
上
経
過
し
て
も
な
お
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
石
に
刻

さ
れ
た
集
字
碑
と
い
う
こ
と
で
、
筆
触
や
線
の
連

続
性
は
欠
如
し
て
い
ま
す
。
形
似
を
目
的
と
せ
ず

に
、
線
の
脈
絡
を
大
切
に
し
て
連
続
的
な
運
筆
を

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

今
月
の
語
句
の
よ
う
に
「
陰
を
明
ら
か
に
し
、

陽
を
洞
く(

隠
れ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
あ
ら

わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
洞
察
す
る)

」
と
い
う
意
識

が
大
切
で
す
。

陰
を
明
ら
か
に
し
、
陽
を
洞
け
ば
…
…

象　

雲　

臨

■
王
羲
之
・
集
字
聖
教
序
（
唐
・
西
暦
六
七
二
年
）
の
臨
書

（9）

▪　　▪11


	129492-honbun

