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柳
絮
は
緑
の
枝
か
ら
白
く
柔
ら
か
い
綿
を
開
き

花
の
香
り
を
追
う
よ
う
に
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
ゆ
く

百
花
の
散
る
時
を
こ
と
さ
ら
に
選
び

ゆ
っ
た
り
と
晩
春
の
主
役
を
演
じ
て
い
る

《
柳
　
花
》　
柳
の
種
子
に
つ
い
た
白
毛
。
柳
絮
、
柳
の
わ
た
。

《
緑
　
条
》　
緑
を
付
け
た
枝
。
こ
こ
で
は
柳
の
枝
。

《
　
故
　
》　
こ
と
さ
ら
に
。
わ
ざ
と
。

《
悠
　
揚
》　
ゆ
っ
た
り
と
し
て
あ
が
る
さ
ま
。

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典（
東
京
堂
出
版
）・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
漢
詩
紀
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  

柳
花
詞
 
二
首
其
一
　
   劉
 

り
ゅ
う

 禹
  錫
 

う
 
し
ゃ
く

開

従

緑

条

上

散

逐

香

風

遠

故

取

花

落

時

悠

揚

占

春

晩

開
く
こ
と
緑
条
の
上
よ
り
し

散
じ
て
香
風
の
遠
き
を
 逐
 う
お

 故
 に
花
落
つ
る
の
時
を
取
り

こ
と
さ
ら

悠
揚
と
し
て
春
晩
を
占
む

中
唐
の
詩
人
、
劉
禹
錫
は
年
一
つ
違
い
の
柳
宗
元
と
と
も
に
二
十
一
歳
で
進
士
に

及
第
し
ま
し
た
。
柳
宗
元
と
王
叔
文
一
派
に
属
し
少
壮
官
僚
と
し
て
活
躍
し
ま
し

た
が
、
王
叔
文
の
失
脚
と
と
も
に
地
方
に
左
遷
さ
れ
、
劉
禹
錫
は
そ
の
後
た
び
た

び
中
央
と
地
方
の
間
の
往
復
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

風
に
舞
う
白
い
柳
の
綿
、
柳
絮
を
う
た
っ
た
二
首
連
作
の
詩
の
一
つ
で
す
。
五
言

絶
句
の
形
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
曲
に
合
わ
せ
て
歌
う
歌
詞
の
ス
タ
イ
ル
で
、
柳

絮
の
飛
ぶ
さ
ま
を
や
さ
し
い
言
葉
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
柳
絮
は

柳
花
と
も
呼
ば
れ
、
晩
春
を
彩
る
風
物
詩
の
ひ
と
つ
と
し
て
良
く
詩
に
う
た
わ
れ

て
い
ま
す
。「
折
楊
柳
」
と
い
う
古
楽
府
が
あ
り
、
中
国
で
は
送
別
の
際
に
柳
の
枝

を
折
っ
て
旅
の
平
安
を
祈
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
柳
は
音
が
留
と
通

じ
、
ま
た
そ
の
枝
を
輪
に
す
る
と
は
じ
け
て
す
ぐ
も
と
に
戻
る
の
で
、
別
れ
て
も

す
ぐ
会
え
る
と
い
う
気
持
ち
を
託
す
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
転
勤
を
繰
り
返
す
劉
禹

錫
に
と
っ
て
は
、
柳
は
身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
花
発
く
と

き
風
雨
多
し
」
と
于
武
陵
の
詩
に
あ
る
よ
う
に
、
春
風
は
花
び
ら
を
落
と
す
無
情

の
風
で
す
が
、
わ
が
も
の
顔
に
ふ
わ
ふ
わ
と
飛
ぶ
柳
絮
に
と
っ
て
は
味
方
で
す
。

落
ち
て
き
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
フ
ワ
ッ
と
舞
い
上
が
る
軽
快
な
柳
絮
。
そ
し
て

過
ぎ
ゆ
く
春
。
儘
な
ら
ぬ
人
の
世
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
読
む
人
を
や
る
せ
な
い
感

傷
に
引
き
込
み
ま
す
。

劉
禹
錫
に
は
土
地
の
風
俗
や
人
情
を
民
謡
風
に
う
た
う
詩
が
多
く
、
晩
年
に
親
交

が
あ
っ
た
白
楽
天
は
彼
の
詩
を
称
賛
し
て
「
彼
の
詩
の
在
る
所
に
は
、
神
仏
の
護

持
が
有
る
」
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
今
月
の
条
幅
の
参
考
は
、

こ
の
第
二
首
を
書
き
ま
し
た
。
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《
大
意
》
柳
絮
は
、
風
の
力
を
借
り
ず
と
も
軽
く
飛
び
、
落
ち
て
き
て
も
地
べ
た
に
は
着
か
ぬ
。
入
り
乱
れ
て
晴
れ
た
空
を
舞
い
、
人
び
と
を
物
思
い
に
沈
ま
せ
る
。

（
劉
禹
錫
・
柳
花
詞
其
二
）

軽
く
飛
ん
で
風
を
 仮
 ら
ず
　
軽
く
落
ち
て
地
に
 委
 せ
ず
　

か
 

い

 繚
  乱
 と
し
て
晴
空
に
舞
い
　
人
を
し
て
無
限
の
思
い
を
発
せ
し
む

り
ょ
う
 ら
ん

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
花
は
散
っ
て
夜
明
け
の
風
は
静
ま
り
、
鳥
は
啼
い
て
春
の
日
は
暮
れ
る
の
が
遅
い
。
（
王
都
中
）

花
落
ち
 暁
  風
 静
か
に
　
鳥
啼
き
春
日
遅
し

ぎ
ょ
う
 ふ
う

5

条幅揮毫の参考 （５月３１日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 平
  常
  心
 

び
ょ
う
 じ
ょ
う
 し
ん

は
 是
 れ
道
（
日
常
あ
る
が
ま
ま
の
心
が
仏
道
そ
の
も
の
で
あ
る
「
無
門
関
」）

こ

一般部規定課題（５月３１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
。

水は 善 く万物を利す
よ

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

課題随意参考（５月３１日〆切）
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ペン字部課題 （５月３１日〆切） 細字部課題 （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）

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

和
　
泉
　
溪
　
石
　
先
生
書

独
学
で
友
な
け
れ
ば
自
ら
聞
く
こ
と
が
少
な
く

愚
者
と
同
じ
く
人
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

略
解

コ
ロ
ウ
カ
ブ
ン

グ
モ
ウ
ト
ウ
シ
ョ
ウ

音
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臨書の基礎講座（５月３１日〆切）

『
宅
神
之
所
安
』

史
晨
碑
は
筆
画
の
軽
重
の
変
化
が
素
晴
ら
し
く
、
左

右
に
張
っ
た
字
勢
が
安
定
感
を
も
た
ら
し
て
い
ま

す
。
ま
た
ゆ
っ
た
り
と
し
て
重
厚
感
も
あ
る
た
め
、

臨
書
に
際
し
て
は
、
も
の
静
か
で
し
と
や
か
な
印
象

の
表
出
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

「
宅
」
ウ
冠
の
左
右
の
縦
画
を
長
め
に
し
て
下
部
を

覆
う
。
波
磔
の
方
向
に
注
意
す
る
。

「
神
」
申
の
日
は
大
き
め
に
書
い
て
や
や
背
勢
に
。

「
之
」
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
第
三
画
と
第
四
画
の

バ
ラ
ン
ス
が
大
切
。

「
所
」
左
右
の
払
い
で
力
の
均
衡
を
図
る
。
各
線
の

方
向
を
捉
え
た
い
。

「
安
」
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
結
体
。
ウ
冠
は
思
い
切
っ

て
幅
を
狭
く
。

象
　
雲
　
臨

（
舊
）宅
は
、神
の
安
ん
ず
る
所
な
り

■
 史
 
し

 晨
 

し
ん

 後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

こ
う
 ひ

（５）
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臨書の基礎講座 （５月３１日〆切）

『
茂
林
脩
竹
』

蘭
亭
偽
作
説

一
九
七
七
年
、
郭
沫
若
は
「
蘭
亭
論
辯
」
を
出
版
し
、

蘭
亭
が
偽
書
で
あ
る
と
い
う
説
を
発
表
し
、
蘭
亭
序

の
真
偽
が
日
本
の
書
道
界
で
も
話
題
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
蘭
亭
序
は
太
宗
と
と
も
に
陪
葬
さ

れ
、
真
跡
が
遺
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
根
本
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
蘭
亭
偽
作
説
の
論
拠
は
、
五
つ
ほ
ど
あ
り

ま
す
。
そ
の
な
か
で
は
、
王
氏
一
族
の
墓
誌
と
こ
の

蘭
亭
序
の
書
体
の
大
き
な
違
い
や
、
王
羲
之
の
史
伝

に
見
え
る
屈
強
な
性
格
と
蘭
亭
序
の
書
風
が
合
わ
な

い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
王
羲
之
七
世
の
孫
で
あ

る
智
永
の
筆
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
、
蘭
亭
偽
作
説
を
支
持
す
る
研
究
者
は
少

数
派
で
す
が
、
唐
時
代
の
太
宗
が
所
持
し
て
い
た
真

筆
を
も
と
に
臨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
大
分
書
風
が
異
な
る
こ
と
。
ま
た
太

宗
時
代
、
既
に
双
鉤
填
墨
の
技
術
が
完
成
し
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
真
跡
の
双
鉤
填
墨
と
い
わ
れ
る
も

の
の
存
在
が
確
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
も
あ

り
、
ま
だ
完
全
に
偽
作
説
を
否
定
で
き
る
ま
で
に

至
っ
て
い
な
い
原
因
の
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
本
欄
で
習
っ
て
い
る
「
神
龍
半
印
本
」
の

制
作
者
、
馮
承
素
は
双
鉤
填
墨
の
名
人
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

象
　
雲
　
臨

茂
林
脩
竹

■
王
羲
之
・
蘭
亭
序
（
東
晋
三
五
三
年
頃
）
の
臨
書

（７）


