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遠
く
故
郷
を
離
れ
て
他
郷
の
空
に
勉
学
す
る
身
に
は
、
辛
い
こ
と
苦
し
い
こ
と
も
多
い

が
、
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
は
止
め
よ
う
。

志
を
同
じ
く
す
る
親
友
同
士
は
、
お
互
い
に
親
し
み
慰
め
励
ま
し
あ
っ
て
、
学
問
修
養
に

つ
と
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。

暁
に
起
き
て
、
柴
の
扉
を
開
い
て
出
れ
ば
、
霜
が
雪
の
よ
う
に
降
り
て
い
る
。

さ
あ
、
朝
の
自
炊
だ
。
君
は
川
で
水
を
汲
ん
で
こ
い
。
僕
は
林
で
薪
を
拾
っ
て
こ
よ
う
。

《
休
　
道
》　
休
は
禁
止
。
道
は
言
う
と
い
う
意
味
。
言
い
な
さ
ん
な
。

《
同
　
袍
》　
詩
経
に
あ
る
言
葉
で
、
袍
は
綿
入
れ
の
着
物
。
同
じ
着
物
を
一
緒
に
着
あ
う
こ
と
。

《
柴
　
扉
》　
柴
の
粗
末
な
扉
。
枝
折
戸
。

参
考
文
献
：
漢
詩
の
世
界（
大
修
館
書
店
）・（
公
財
）廣
瀬
資
料
館
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
  

廣
瀬
淡
窓
は
 豊
  後
  国
  日
  田
 、
現
在
の
大
分
県
日
田
の
人
で
、
商
家
を
営
ん
で
い
た

ぶ
ん
 ご
の
 く
に
 ひ
 
だ

廣
瀬
宗
家
第
五
世
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
七
、
八
歳
で「
孝
経
」「
四
書
」

の
素
読
を
終
え
る
と
い
う
英
才
ぶ
り
で
、
九
州
各
地
に
遊
学
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
淡
窓
は
病
身
で
家
業
に
堪
え
ず
次
男
に
家
督
を
譲
り
、
自
ら
は
儒
者
と
し
て

生
涯
学
問
を
も
っ
て
身
を
立
て
る
決
意
を
し
、
二
十
四
歳
で
私
塾
「
桂
林
荘
」（
の

ち
に
 咸
  宜
  園
 と
改
め
た
）
を
開
き
ま
し
た
。

か
ん
 ぎ
 え
ん

私
塾
の
入
門
者
は
全
国
か
ら
集
ま
り
、
延
べ
四
千
人
を
数
え
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

医
者
で
蘭
学
者
と
し
て
も
有
名
な
高
野
長
英
や
大
村
益
次
郎
も
塾
生
で
し
た
。
江

戸
時
代
末
期
の
当
時
、
学
問
は
武
士
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
淡
窓
は

広
く
門
戸
を
開
放
し
て
階
級
無
差
別
に
人
材
を
育
成
し
、
そ
の
組
織
的
教
育
法
は

維
新
後
の
日
本
の
学
校
制
度
の
創
設
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
廣
瀬
淡
窓

は
晩
年
、
長
年
の
子
弟
教
育
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
幕
府
か
ら
士
籍
に
列
せ
ら
れ

て
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
詩
は
、
ま
だ
塾
の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
桂
林
荘
時

代
、
塾
生
に
示
し
た
詩
で
す
。
単
な
る
勧
学
の
詩
で
は
な

く
、
共
同
生
活
を
し
な
が
ら
勉
強
を
す
る
楽
し
み
や
喜
び

を
う
た
う
も
の
で
す
。
勉
学
の
場
の
厳
し
い
雰
囲
気
を
、

寒
い
朝
に
皆
が
分
担
し
て
炊
事
の
支
度
と
い
う
一
コ
マ

で
と
ら
え
て
い
ま
す
。
川
に
水
汲
み
に
行
く
も
の
、
薪
を

拾
い
に
行
く
も
の
、
厳
し
さ
辛
さ
の
中
に
お
の
ず
か
ら
通

い
合
う
喜
び
が
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
柴
扉
」

は
学
問
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
清
貧
の
環
境
を
想
像

さ
せ
ま
す
。

 桂
 

け
い

 林
  荘
  雑
  詠
 　
  示
 諸
生

り
ん
 そ
う
 ざ
つ
 え
い

     しょ
せ
い
に
し
め
す
　

 廣
 

ひ
ろ

 瀬
 　
 淡
  窓
 

せ
 

た
ん
 そ
う

休
道
他
郷
多
苦
辛

同
袍
有
友
自
相
親

柴
扉
暁
出
霜
如
雪

君
汲
川
流
我
拾
薪

 道
 う
を
 休
 め
よ
　
 他
郷
 　
 苦
  辛
 多
し
と

い
 

や
 

た
き
ょ
う
 

く
 し
ん

 同
  袍
 　
友
有
り
　

ど
う
 ほ
う

 自
 ら
相
親
し
む

お
の
ず
か

 柴
  扉
 　

さ
い
 ひ

 暁
 に
出
づ
れ
ば
　
霜
　
雪
の
如
し

あ
か
つ
き

君
は
 川
流
 

せ
ん
り
ゅ
う

を
 汲
 め
　
我
は

く

 薪
 を
拾
わ
ん

た
き
ぎ

廣瀬家に掲げられた家訓の「心高身低」の額
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《
大
意
》
西
の
峰
に
夕
日
が
か
か
り
、
北
風
が
吹
い
て
砂
を
巻
き
上
げ
る
。
今
は
す
で
に
春
も
半
ば
だ
と
い
う
の
に
、
ま
だ
帰
ら
な
い
雁
を
見
か
け
る
。
（
朱
彝
尊
詩
・
落
日
）

 落
  日
  西
  嶺
 を
 銜
 み
　
 驚
沙
 北
風
を
 巻
 く
　
今
年
春
 已
 に
 半
 ば
な
る
も
　
 猶
  未
 だ
帰
ら
ざ
る
の
 鴻
 有
り

ら
く
 じ
つ
 せ
い
 れ
い
 

ふ
く
 

き
ょ
う
さ
 

ま
 

す
で
 

な
か
 

な
お
 い
ま
 

こ
う

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
山
は
美
し
く
晴
れ
渡
っ
て
春
草
が
萌
え
出
で
、
松
は
多
く
の
年
を
経
て
白
雲
が
た
な
び
く
。

　
　
　
　
老
松
は
万
代
不
易
を
、
白
雲
は
清
浄
無
垢
を
表
す
。
（
朱
元
詩
句
）

山
晴
れ
て
春
草
発
し
　
松
老
い
て
白
雲
多
し

5

条幅揮毫の参考 （４月３０日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 大
  悟
 は
師
に
存
せ
ず
（
大
悟
は
師
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
自
己
の
力
に
よ
る
。「
従
容
録
」）

だ
い
 ご

一般部規定課題（４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
。

平常心は是れ道

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

課題随意参考（４月３０日〆切）
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ペン字部課題 （４月３０日〆切） 細字部課題 （４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

装
束
を
つ
け
た
人
は
そ
の
容
儀
を
飾
り
威
厳
を
保
つ
べ
き

立
ち
廻
り
、
前
後
を
視
て
の
ぞ
む
場
合
で
あ
っ
て
も
。

略
解

ソ
ク
タ
イ
キ
ョ
ウ
ソ
ウ

ハ
イ
カ
イ
セ
ン
チ
ョ
ウ

音
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臨書の基礎講座（４月３０日〆切）

『
形
潜
莫
覩
』

楷
法
の
極
則
と
い
わ
れ
る
欧
陽
詢
の
九
成
宮
醴
泉
銘

は
、
一
分
の
隙
も
な
く
窮
屈
と
思
え
る
く
ら
い
完
成

さ
れ
た
楷
書
で
す
が
、
こ
の
褚
遂
良
晩
年
の
雁
塔
聖

教
序
は
懐
が
広
く
、
屈
託
が
な
く
余
裕
の
あ
る
結
構

で
す
。
 謹
  厳
 の
欧
陽
詢
と

き
ん
 げ
ん

 寛
  綽
 の
褚
遂
良
は
好
対
照

か
ん
 し
ゃ
く

を
示
し
て
い
ま
す
。

形
　
起
筆
は
紙
に
深
く
筆
先
を
え
ぐ
り
込
ん
で
い

て
、
そ
の
筆
の
は
ね
返
り
を
活
用
し
て
線
が
強

靭
。

潜
　
画
数
が
多
い
た
め
、
概
形
は
大
き
い
。
筆
先
を

利
か
せ
て
軽
快
に
。

莫
　
各
線
の
表
情
の
豊
か
さ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
。

長
い
横
画
は
し
な
や
か
で
暢
び
や
か
。

覩
　
者
の
斜
線
に
行
意
が
あ
る
。
横
画
の
間
架
を
揃

え
右
上
が
り
に
、
偏
旁
の
底
辺
を
揃
え
て
安
定

さ
せ
る
。

象
　
雲
　
臨

形
の
 潜
 ん
で

ひ
そ

 覩
 ゆ
る

み

 莫
 き
に
…
…

な

■
 
遂
 良
    

・

す
い
り
ょ
う

 雁
塔
聖
教
序
 （
初
唐
・
西
暦
六
五
三
年
）
の
臨
書

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
の
じ
ょ

（１７）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （４月３０日〆切）

『
昔
張
旭
之
作
也
』

今
月
の
書
人
傳
で
は
董
其
昌
を
取
り
上
げ
ま
し
た

が
、
狂
草
の
本
質
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
た
の
が

董
其
昌
で
し
た
。
明
時
代
に
は
長
条
幅
が
盛
ん
に
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
形
式
に
よ
く
適
合
し
た

狂
草
は
多
く
の
書
人
に
よ
っ
て
学
ば
れ
ま
し
た
。

三
ペ
ー
ジ
に
紹
介
し
た
「
行
草
書
巻
」
の
巻
末
部
分

は
一
見
し
て
懐
素
の
自
叙
帖
を
学
ん
だ
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
董
其
昌
の
「
画
禅
室
随
筆
」
で
は
再
三
懐

素
に
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
叙
帖
の
真
蹟
本

は
、
項
元
 
の
も
と
で
董
其
昌
も
賞
鑑
し
て
い
ま

す
。

帖
や
巻
子
な
ど
横
物
は
行
高
が
短
い
た
め
、
下
方
に

随
っ
て
文
字
が
小
さ
く
な
る
場
合
が
多
い
の
で
す

が
、
今
月
の
一
節
は
暢
び
や
か
で
筆
の
動
き
が
雄
大

で
す
。
一
回
の
含
墨
で
最
後
ま
で
書
い
て
み
ま
し
ょ

う
。

象
　
雲
　
臨

昔
、
張
旭
の
作
る
也
…
…

■
 懐
  素
 ・
 自
叙
帖
 （
中
唐
・
西
暦
七
七
七
年
）
の
臨
書

か
い
 そ
 

じ
じ
ょ
じ
ょ
う

（９）


