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猿 猿1

清
ら
か
な
川
の
流
れ
は
、
一
曲
が
り
し
て
村
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。

日
な
が
の
夏
、
こ
の
川
ぞ
い
の
村
で
は
何
事
も
静
か
で
落
ち
着
い
て
い
る
。

家
の
梁
の
上
に
巣
を
作
っ
た
燕
は
勝
手
気
ま
ま
に
往
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
し
、

水
の
中
に
遊
ぶ
鷗
た
ち
も
、
私
に
馴
れ
親
し
み
近
寄
っ
て
く
る
。

家
で
は
老
妻
が
紙
に
線
を
描
い
て
碁
盤
を
こ
し
ら
え
、

幼
い
子
供
は
縫
い
針
を
叩
き
曲
げ
て
釣
り
針
を
作
っ
て
い
る
。

今
の
こ
の
病
気
が
ち
な
私
に
必
要
な
も
の
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
薬
だ
け
で
あ
る
。

こ
ん
な
取
る
に
足
り
な
い
私
ご
と
き
に
、
そ
の
他
な
に
が
い
る
も
の
か
。

《
清
　
　
江
》　
清
ら
か
な
浣
花
渓
の
流
れ
。

《
長
　
　
夏
》　
日
の
長
い
夏
の
意
。

《
　
 幽
 　
》　
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
。

《
自
去
自
来
》　
自
然
に
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
。

《
梁
 上
 燕
》　
家
の
梁
の
上
に
巣
を
作
っ
て
い
る
燕
。

《
相
親
相
近
》　
相
は
互
い
に
の
意
味
で
は
な
く
、
自
分
に
対
し
て
一
方
的
な
意
味
を
し
め
す
。

《
須
　
　
所
》　
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
。

《
微
　
　
軀
》　
取
る
に
足
り
な
い
身
。
自
分
を
謙
遜
し
て
言
う
。

参
考
文
献
：
中
國
詩
人
選
集
９
杜
甫
上（
岩
波
書
店
）・唐
詩
鑑
賞
辞
典（
東
京
堂
出
版
）・杜
甫
 宇
野
直
人
著（
平
凡
社
）

江
　

村
　
  杜
　
甫

杜
甫
は
安
禄
山
の
乱
に
際
し
て
、
粛
宗
の
 行
  在
  所
 に
馳
せ
参
じ
、
そ
の
功
を
か
わ

あ
ん
 ざ
い
 し
ょ

れ
て
 漸
 く
仕
官
の
望
み
を
叶
え
、 左
  拾
  遺
 と
い
う
高
い
官
職
に
就
き
ま
し
た
。

よ
う
や
 

さ
 し
ゅ
う
 い

し
か
し
程
な
く
出
し
た
 上
  奏
 文
が
粛
宗
の
怒
り
に
触
れ
て
、
華
州
（
陝
西
省
華
県
）

じ
ょ
う
 そ
う

の
地
方
官
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
年
ほ
ど
し
て
大
飢
饉
に
あ

い
、
自
ら
官
を
辞
し
無
官
の
身
に
な
っ
て
、
家
族
と
と
も
に
戦
乱
と
食
糧
難
を
避

け
て
秦
州
（
甘
粛
省
天
水
県
）
へ
旅
立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
気
候
風
土
も
よ
く

な
い
う
え
に
、 夷
  荻
 が
西
か
ら
攻
め
て
来
て
治
安
も
悪
く
、
今
度
は
南
の
同
谷
に

い
 て
き

移
り
住
み
ま
す
が
、
ま
す
ま
す
困
窮
し
、
山
で
ド
ン
グ
リ
を
拾
い
、
山
芋
を
掘
っ

て
一
か
月
ほ
ど
生
活
し
ま
す
。
や
が
て
有
名
な
蜀
の
桟
道
を
通
り
、
成
都
へ
や
っ

て
き
ま
す
。
杜
甫
四
十
八
歳
の
時
で
し
た
。

成
都
の
町
は
、
物
資
が
豊
富
で
、
ま
た
親
類
や
知
人
の
援
助
が
あ
り
、
成
都
に
来

た
翌
年
春
に
、
杜
甫
は
 浣
  花
  渓
 の
ほ
と
り
に
草
堂
を
建
て
て
、
五
十
一
歳
の
夏
こ

か
ん
 か
 け
い

ろ
ま
で
の
約
三
年
間
を
暮
ら
し
ま
す
。
こ
の
地
で
の
生
活
は
珍
し
く
平
和
で
杜
甫

に
と
っ
て
最
も
幸
福
な
時
期
で
し
た
。

詩
の
始
ま
り
は
先
ず
、
夏
の
川
辺
の
村
が
静
か
で
穏
や
か
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま

す
。
次
に
燕
や
鷗
の
の
ど
か
に
自
由
な
姿
を
描
い
て
、
そ
の
平
和
な
様
子
を
如
実

に
描
い
て
い
ま
す
。
鷗
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
に
害
意
が
な
け
れ
ば
近
づ
い
て
く

る
、
害
意
が
は
た
ら
く
と
決
し
て
近
づ
か
な
い
と
い
う
「
列
氏
」
に
見
え
る
故
事

を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
穏
や
か
な
自
然
に
包
ま
れ
た
妻
や
子
供
な
ど

家
族
の
生
活
は
、
具
体
的
な
一
例
を
挙
げ
て
描
き
、
平
和
な
暮
ら
し
ぶ
り
が
目
に

浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
す
。

詩
の
最
後
は
自
分
自
身
の
こ
と
で
す
。
た
だ
欲
し
い
も
の
は
、
病
気
が
ち
な
自
分

の
体
を
慰
め
て
く
れ
る
薬
だ
け
で
、
そ
の
他
は
何
も
不
満
が
な
い
と
結
ん
で
、
満

ち
足
り
た
気
分
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
浣
花
草
堂
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
の
時
期
の
詩
は
、
そ
れ
ま
で
の
長
い
漂
泊
の

旅
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
己
の
憂
鬱
を
う
た
う
こ
と
に
懸
命
だ
っ
た
の
に
比
べ

て
、
自
然
の
善
意
に
め
ざ
め
、
人
間
も
ま
た
善
意
に
満
ち
た
自
然
の
な
か
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
新
境
地
を
開
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

清
江
一
曲
抱
村
流

長
夏
江
村
事
事
幽

自
去
自
来
梁
上
燕

相
親
相
近
水
中
鷗

老
妻
画
紙
為
棊
局

稚
子
敲
針
作
釣
鉤

多
病
所
須
唯
薬
物

微
軀
此
外
更
何
求

清
江
　
一
曲
 村
を
抱
い
て
流
る

長
夏
　
江
村
  事
  事
  幽
 な
り

じ
 
じ
 ゆ
う

自
ら
去
り
　
自
ら
来
る
　
 梁
 
り
ょ
う

 上
 の
燕

じ
ょ
う

相
親
し
み
　
相
近
づ
く
　
水
中
の
鷗

老
妻
は
紙
に
画
い
て
 棊
 
き

 局
 
き
ょ
く

を
 為
 り
つ
く

 稚
  子
 は
針
を
 敲
 い
て

ち
 
し
 

た
た

 釣
 
ち
ょ
う

 鉤
 を
作
る

こ
う

多
病
　
 須
 つ
所
は
 唯
 だ
薬
物

ま
 

た

 微
  軀
 　
此
の
外
　
更
に
何
を
か
求
め
ん

び
 
く
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《
大
意
》
か
ん
ば
し
い
夏
の
風
が
ど
こ
か
ら
か
き
て
、
我
が
家
の
庭
先
の
樹
を
吹
き
ぬ
け
る
。
鳴
き
声
を
た
て
る
鳥
は
茂
っ
た
木
陰
が
好
き
な
よ
う
で
、
飛
ん
で
き
た
ま
ま
飛
び
去
ろ
う
と
し
な
い
。

（
 于
  謙
 詩
・
偶
題
）

う
 け
ん

薫
風
 何
  處
 よ
り
か
 来
 り
　
我
が
庭
前
の
樹
を
吹
く
　

い
ず
 こ
 

き
た

 啼
 
て
い

 鳥
 
ち
ょ
う

 繁
  陰
 を
愛
し
　
飛
び
来
た
り
て
飛
び
去
ら
ず
。

は
ん
 い
ん

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
竹
が
風
に
吹
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
影
が
動
い
て
階
段
の
上
を
掃
う
が
、
影
だ
か
ら
塵
も
動
か
な
い
。
（
白
隠
・
槐
安
国
語
）

竹
影
 階
 を
掃
っ
て
 塵
  動
 ぜ
ず

か
い
 

ち
り
 ど
う

5

条幅揮毫の参考 （７月３１日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 碁
 
き

 局
 
き
ょ
く

 長
 
ち
ょ
う

 夏
 を
消
す
（
囲
碁
を
し
て
暑
い
日
長
の
夏
を
忘
れ
て
送
る
。「
蘇
東
坡
」）

か

一般部規定課題（７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
。

情を千里の光に寄す

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

課題随意参考（７月３１日〆切）
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ペン字部課題 （７月３１日〆切） 細字部課題 （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）

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

和
　
泉
　
溪
　
石
　
先
生
書

天
は
く
ら
く
、
地
は
黄
色
で
あ
る
。

宇
宙
は
大
き
く
広
い
。

略
解

テ
ン
チ
ゲ
ン
コ
ウ

ウ
チ
ュ
ウ
コ
ウ
コ
ウ

音
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臨書の基礎講座（７月３１日〆切）

『
五
官
掾
魯
孔
』

秦
時
代
は
曲
線
を
駆
使
し
た
縦
長
の
美
し
い
姿
態
を

特
徴
と
す
る
小
篆
が
公
式
書
体
な
書
体
で
し
た
が
、

当
時
、
一
般
に
は
も
っ
と
簡
略
化
の
進
ん
だ
文
字
が

実
用
体
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
「
秦
簡
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
篆

書
の
筆
意
を
残
し
な
が
ら
、
直
線
を
主
体
と
し
た
隷

意
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
隷
書
の
萌
芽
期
の
書
体

と
い
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
史
晨

碑
の
よ
う
な
漢
隷
の
完
成
ま
で
は
、
約
三
百
年
の
準

備
期
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
史
晨
碑

が
書
か
れ
た
前
後
約
二
十
年
の
間
に
百
花
繚
乱
の
ご

と
く
漢
隷
の
花
が
咲
き
、
曹
操
が
禁
碑
令
を
発
布
す

る
後
漢
の
二
〇
五
年
ま
で
、
数
多
く
の
石
碑
が
登
場

し
ま
し
た
。
代
表
的
な
漢
隷
（
八
分
隷
）
の
書
か
れ

た
年
代
は
次
の
と
お
り
で
す
。

後
漢
一
五
三
年
　
乙
瑛
碑

後
漢
一
五
六
年
　
禮
器
碑

後
漢
一
六
四
年
　
孔
宙
碑

後
漢
一
六
五
年
　
西
嶽
崋
山
廟
碑

後
漢
一
六
九
年
　
史
晨
碑

後
漢
一
七
一
年
　
西
狭
碑

後
漢
一
八
五
年
　
曹
全
碑

後
漢
一
八
六
年
　
張
遷
碑

象
　
雲
　
臨

■
 史
  晨
  後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

し
 し
ん
 こ
う
 ひ

 五
 
ご

 官
  掾
 

か
ん
 え
ん

た
る
 魯
 の
ろ

 孔
 
こ
う（
 暢
 ）
ち
ょ
う

（６）
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臨書の基礎講座 （７月３１日〆切）

『
暎
帯
左
右
』

多
く
の
初
学
者
は
、
書
聖
王
羲
之
の
書
が
素
晴
ら
し

い
と
教
え
ら
れ
、
ま
ず
習
わ
ね
ば
な
ら
な
い
古
典
と

し
て
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
が
非
常
に
難

し
く
、
技
法
も
多
様
で
、
何
を
主
眼
に
し
て
学
ぶ
の
か

と
い
う
の
が
分
か
ら
な
く
な
る
場
合
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
蘭
亭
序
も
い
わ
ゆ
る
き
れ
い
に
整
っ
た

字
で
は
な
く
、
傾
い
て
い
た
り
、
歪
ん
だ
り
し
て
い

て
、
王
羲
之
の
書
と
い
う
実
態
が
つ
か
め
な
い
ま
ま
、

臨
書
を
終
え
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
前
回
、
郭
沫
若
の
蘭
亭
偽
書
説
に
つ
い
て
触
れ

ま
し
た
が
、
蘭
亭
序
が
偽
物
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と

言
わ
れ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
迷
い
が
生
じ
ま
す
。

し
か
し
、
古
典
の
学
習
や
臨
書
は
分
か
ら
な
く
て
も

先
ず
そ
れ
で
良
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
誰
で
も
が
簡

単
に
理
解
で
き
る
も
の
ほ
ど
古
典
と
し
て
の
価
値
は

低
い
と
言
え
ま
す
。
習
う
人
の
そ
の
時
々
の
心
鏡
の

違
い
や
、
ま
た
経
験
理
解
度
の
違
い
に
よ
っ
て
古
典

の
印
象
も
様
々
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
古
典
は
時

を
変
え
て
、
何
度
も
習
う
こ
と
が
大
切
な
よ
う
で
す
。

象
　
雲
　
臨

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

（８）

左
右
に
暎
帯
す


