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銀
燭
秋
光
冷
畫
屛

軽
蘿
小
扇
撲
流
螢

天
階
夜
色
涼
如
水

臥
看
牽
牛
織
女
星

銀ぎ
ん
し
ょ
く
し
ゅ
う
こ
う

燭
秋
光
　
画が
へ
い屛

に
冷
や
や
か
な
り

軽け
い
ら蘿
の
小
扇
　
流り
ゅ
う
け
い螢
を
撲う

つ

天
階
の
夜
色
　
涼
　
水
の
如
し

臥ふ

し
て
看み

る
　
牽
牛
織
女
星

銀
の
燭
台
に
と
も
る
火
は
、
す
で
に
秋
の
色
を
帯
び
て
、
絵
が
描
か
れ
て
い
る
屏
風
を

冷
た
く
照
ら
す
。

美
し
い
人
は
軽
い
薄
絹
を
張
っ
た
扇
で
、
流
れ
螢
を
ソ
っ
と
打
つ
。

天
上
界
の
気
配
は
、
水
の
よ
う
に
涼
し
い
。

夜
も
更
け
て
、
身
を
横
た
え
る
と
、
あ
の
牽
牛
と
織
女
が
中
天
に
輝
い
て
い
る
の
が
見

え
た
。

《
秋
　
夕
》
七
夕
の
こ
と
。

《
銀
　
燭
》
油
で
は
な
く
、
精
製
さ
れ
た
蝋
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
高
価
は
ロ
ウ
ソ
ク
。

《
秋
　
光
》
秋
の
風
光
。

《
画
　
屛
》
絵
が
描
か
れ
て
い
る
屏
風
。

《
軽
蘿
小
扇
》
軽
い
薄
絹
を
張
っ
た
小
さ
な
扇
、
あ
る
い
は
丸
扇
。

《
流
　
螢
》
飛
び
交
う
蛍
。

秋し
ゅ
う
せ
き夕

　
杜と

ぼ

く牧

七
夕
は
中
国
の
五
節
句
の
一
つ
で
、
天
の
川
の
両
岸
に
あ
る
牽け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い

牛
星
と
織し
ょ
く
じ
ょ
ほ
し

女
星
と
が
年

に
一
度
、
こ
の
夜
に
出
会
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
星
を
祭
る
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
中

国
で
は
こ
の
日
に
「
乞き

つ
こ
う巧

」
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
あ
り
、
若
い
娘
た
ち
が
裁
縫
の
上
達

を
祈
願
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
基
に
な
り
七
夕
の
夜
に
は
短
冊
に
さ
ま
ざ
ま
な
願

い
事
を
書
い
て
竹
に
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
で
も
奈
良
時
代
か

ら
、
神か

む

御み

そ衣
を
織
る
「
棚
機
津
女
（
た
な
ば
た
つ
め
）」
の
信
仰
が
あ
り
、
中
国
の
織

女
と
共
通
点
が
あ
り
、
日
本
で
は
「
七
夕
」
を
「
た
な
ば
た
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

た
だ
、
現
在
の
暦
で
の
七
夕
は
季
節
が
合
い
ま
せ
ん
。
七
夕
は
こ
の
詩
の
題
の
よ
う
に

秋
の
季
語
で
、
秋
の
気
配
に
な
っ
て
、
空
気
が
澄
み
は
じ
め
星
が
く
っ
き
り
見
え
る
初

秋
の
夜
空
が
似
合
い
ま
す
。
当
地
の
仙
台
七
夕
は
、
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

影
響
で
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
例
年
八
月
の
立
秋
前
後
に
開
催
さ
れ
、
本
来
の
七
夕

の
時
季
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
詩
「
秋し

ゅ
う
せ
き夕
」
を
見
て
み
ま
す
。
銀
の
燭
台
、
画
の
書
か
れ
た
屏
風
、
そ
し
て
薄

絹
を
は
っ
た
丸
扇
と
い
う
舞
台
に
設
え
た
小
道
具
か
ら
、
主
人
公
は
身
分
の
高
い
女
性

で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
宮
殿
の
奥
に
住
む
宮
女
は
、
す
で
に
天
子
の
寵
愛
を

失
な
い
、
燭
台
の
火
を
目
指
し
て
迷
い
込
ん
で
き
た
螢
と
戯
れ
て
、
や
る
せ
な
く
秋
の

宵
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
夜
空
を
見
上
げ
れ
ば
そ
の
気
配
は
水
の
よ
う
に
涼
し
く
、
そ

し
て
身
を
横
た
え
る
と
、
あ
の
牽
牛
と
織
姫
が
中
天
に
輝
い
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

年
に
一
度
の
逢
瀬
を
楽
し
む
夜
に
、
二
つ
の
星
を
見
て
い
る
と
彼
女
は
ま
す
ま
す
寂
し

さ
が
つ
の
り
ま
す
。

漢
の
班は

ん
よ妤
「
怨え
ん
か
こ
う

歌
行
」
は
天
子
の
寵
愛
を
失
っ
た
こ
と
を
嘆
く
女
性
の
扇
の
歌
を
作
っ

て
い
ま
す
。「
出
入
君
懐
袖
　
動
揺
微
風
發
（
君
の
懐
袖
に
出
入
り
し
て
、
ゆ
れ
動
い

て
微
風
を
発
し
た
い
）」。
ま
た
斉
の
謝し

ゃ
ち
ょ
う朓
詩
「
玉ぎ
ょ
く
か
い
え
ん

階
怨
」
で
は
「
夕せ
き
で
ん
し
ゅ
れ
ん

殿
珠
簾
を
下く
だ

し
、

流
蛍
飛
び
て
復ま

た
息い
こ

う
、
長
夜
羅ら

い衣
を
縫ぬ

う
　
君
を
思
い
て
此こ
こ

に
何
ぞ
極
ま
ら
ん
」
と

歌
っ
て
い
ま
す
が
、
杜
牧
は
こ
れ
ら
を
念
頭
に
こ
の
詩
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

七
夕
の
陰
暦
七
月
七
日
に
ち
な
む
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
詩
に

も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
題
材
で
、
三
年
前
の
本
欄
で
は
白
楽
天
の
詩
「
七
夕
」

を
紹
介
し
ま
し
た
。今
月
の「
秋
夕
」は
し
っ
と
り
と
し
た
哀
愁
が
漂
う
美
し
い
詩
で
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
）・
漢
詩

の
こ
こ
ろ
（
時
事
通
信
社
）
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条幅揮毫の参考 （7月31日〆切）

薫く
ん
ぷ
う風 

何い
ず
こ処
よ
り
来き

た

り　

我
が
庭
前
の
樹
を
吹
く　

啼
鳥 

繁は
ん
い
ん陰
を
愛
し　

飛
び
来
り
て
飛
び
去
ら
ず

《
大
意
︾
か
ん
ば
し
い
夏
の
風
が
ど
こ
か
ら
か
来
て
、
我
が
家
の
庭
先
の
樹
木
を
吹
き
渡
る
。
鳴
き
声
を
た
て
る
鳥
は
茂
っ
た
木
陰
を
愛
し
、
飛
ん
で
き
た

ま
ま
飛
び
去
ろ
う
と
し
な
い
。（
于
謙
詩
・
偶
題
）

形け
い
き気
既す

で

に
和わ

じ
ゅ
ん順
、
肢し

た
い体
も
ま
た
安あ

ん
じ
ょ舒

《
大
意
︾
容
貌
と
気
性
が
す
で
に
和
ら
い
で
し
と
や
か
で
あ
れ
ば
、
四
肢
五
体
も
ま
た
自
然
と
安
ら
か
で
暢
び
や
か
で
あ
る
。
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一般部規定課題（7月31日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

郷き
ょ
う
じ
ゅ樹　

扶ふ
そ
う桑
の
外
（
君
の
故
郷
の
木
々
は
扶
桑
の
国
の
か
な
た
に
し
げ
り
）

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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モ
ウ
カ
ト
ン
ソ

シ
ギ
ョ
ヘ
イ
チ
ョ
ク

孟
軻
は
孟
子
の
こ
と
。
敦
素
は
、
そ
の
性
質
厚
く
し
て
素
直
な
人
で
あ
っ
た
。

史
魚
（
衛
の
国
の
人
）
は
、
少
し
も
曲
が
ら
ぬ
よ
い
人
で
あ
っ
た
。

課題随意参考（7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
。

主人　孤島の中
▪　　▪8



ペン字部課題 細字部課題（7月31日〆切） （7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

モ
ウ
カ
ト
ン
ソ

シ
ギ
ョ
ヘ
イ
チ
ョ
ク

孟
軻
は
孟
子
の
こ
と
。
敦
素
は
、
そ
の
性
質
厚
く
し
て
素
直
な
人
で
あ
っ
た
。

史
魚
（
衛
の
国
の
人
）
は
、
少
し
も
曲
が
ら
ぬ
よ
い
人
で
あ
っ
た
。

佐　

藤　

象　

雲　

書

和　

泉　

溪　

石　

先
生
書

山　

口　

誓　

子
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臨書の基礎講座（7月31日〆切）

君
、
独ひ
と

り
天
意
を
見あ
ら

わ
し
…
…

象　

雲　

臨

『
君
獨
見
天
意
』

後
漢
の
桓
帝
時
代
、
魯
国
の
宰
相
韓
勅
は
、
曲
阜

の
孔
子
廟
を
修
理
し
、
孔
子
の
母
を
先
祖
と
す
る
顔

氏
と
孔
子
の
妻
を
先
祖
と
す
る
并
官
氏
の
租
税
と
賦

役
を
免
除
し
て
恩
恵
を
施
し
ま
し
た
。
そ
し
て
孔
子

廟
の
礼
器
が
す
べ
て
整
備
さ
れ
る
と
甘
雨
が
降
っ
て

五
穀
豊
穣
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
国
中
の
人
々
が
遍

く
恩
恵
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
功
績
を
称
え
、
後
世

に
そ
の
名
を
伝
え
る
た
め
に
碑
と
し
て
残
さ
れ
た
も

の
が
こ
の
禮
器
碑
で
す
。

こ
の
碑
は
四
面
碑
と
呼
ば
れ
、
碑
陽
（
表
）
と
碑

陰
（
裏
）
と
碑
側
（
左
右
両
面
）
に
文
字
が
刻
さ
れ

て
い
て
い
ま
す
。
こ
の
書
風
は
曹
全
碑
と
な
ら
ん
で

八
分
隷
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
清
時
代

の
王
澍
は
「
此
の
碑
の
書
五
節
あ
り
、
体
は
凡
そ
八

変
す
。」
と
い
い
、
碑
中
の
書
風
が
同
じ
で
は
な
く

書
き
手
が
違
う
よ
う
な
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
後
日
別
稿
と
し
ま
す
が
、
大

変
興
味
深
い
点
で
す
。

■
禮ら

い
き
ひ

器
碑
（
後
漢
・
西
暦
一
五
六
年
）
の
臨
書

（25）
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臨書の基礎講座 （7月31日〆切）

『
然
而
天
地
』

本
碑
は
太
宗
が
経
典
を
中
国
に
持
ち
帰
っ
た
玄

奘
の
た
め
に
撰
し
た
「
大
唐
三
蔵
聖
教
序
」
と
、

玄
奘
の
謝
表
（
感
謝
を
表
し
た
文
）
に
対
す
る
手

勅
（
皇
帝
自
身
で
書
い
た
詔
）、
高
宗
の
「
述
三

蔵
聖
記
」
と
玄
奘
の
謝
表
と
手
勅
。
そ
し
て
玄
奘

の
新
訳
に
な
る
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
か
ら
な

り
ま
す
。
以
前
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
集
字
に
際

し
て
王
羲
之
の
書
蹟
に
必
要
な
文
字
が
な
け
れ
ば

文
字
の
偏
旁
を
入
れ
替
え
組
み
合
わ
せ
た
り
、
大

小
の
不
均
衡
を
調
整
し
た
り
し
て
文
字
を
新
た
に

作
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
完
成
ま
で
は
序
記

の
成
立
か
ら
二
十
四
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
ま

す
。
字
数
は
全
て
で
一
九
〇
四
字
あ
り
ま
す
が
、

重
複
し
て
い
る
文
字
を
除
け
ば
約
八
〇
〇
字
余
り

で
す
。
今
月
の
「
天
・
地
」
も
何
回
も
登
場
し
ま

す
が
、「
而
」
に
至
っ
て
は
全
文
中
三
十
九
字
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
字
ご
と
異
な
っ
た
字
を
使

う
こ
と
は
無
理
で
、
数
種
の
字
体
を
繰
り
返
し
て

使
っ
て
い
ま
す
。

然し
か

り
而し
こ
う

し
て
天
地
…
…

象　

雲　

臨

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

（10）
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