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桂
林
の
街
は
狭
く
て
、
ま
わ
り
の
山
々
に
押
し
潰
さ
れ
そ
う
に
見
え
る
。

河
は
幅
広
く
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
て
、

あ
た
か
も
大
地
も
天
と
と
も
に
そ
こ
に
浮
か
ぶ
か
の
よ
う
だ
。

東
南
の
方
は
遥
か
蛮
夷
の
住
む
未
開
の
地
に
通
じ
、

西
北
に
は
高
楼
が
築
か
れ
て
い
る
。

神
は
青
楓
の
岸
の
た
も
と
に
祀
ら
れ
、

龍
は
白
石
の
池
に
移
り
住
ん
で
き
た
。

こ
の
異
郷
の
民
は
一
体
何
を
祷
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
ち
こ
ち
か
ら
ひ
っ
き
り
な
し
に
簫
や
太
鼓
の
音
が
響
い
て
く
る
。

《
　
城
　
》　
城
壁
に
囲
ま
れ
た
街
。

《
地
共
浮
》　
土
地
が
天
と
共
に
水
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

《
絶
　
域
》　
未
開
の
地
域
。

《
神
青
楓
》　
不
思
議
な
楓
の
老
木
。
川
岸
に
茂
る
楓
の
老
木
は
み
な
樹
皮
に
瘤
が
あ
り
、
神
通
力
を
持
つ

か
に
見
え
た
と
い
う
、
晋
時
代
の
故
事
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

《
白
石
湫
》　
湫
は
池
。
桂
林
府
城
の
北
七
十
里
に
あ
る
白
石
湫
に
龍
が
住
む
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
。

《
殊
　
郷
》　
異
民
族
の
住
む
地
域
。

李
商
隠
（
八
一
二
～
八
五
七
）
は
幼
く
し
て
父
を
亡
し
、
天
平
軍
節
度
使
 令
  孤
  楚
 

れ
い
 こ
 
そ

に
才
能
を
見
出
さ
れ
て
庇
護
を
う
け
二
十
五
歳
で
進
士
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

進
士
及
第
後
ま
も
な
く
令
孤
楚
が
な
く
な
り
、
令
孤
楚
の
息
子
に
排
斥
さ
れ
ま

す
。
当
時
、
朝
廷
で
は
、「
牛
李
之
党
」と
呼
ば
れ
る
対
立
抗
争
の
最
中
で
し
た
が
、

令
孤
楚
（
牛
の
一
派
）
の
知
遇
を
得
な
が
ら
、
政
敵
だ
っ
た
王
茂
元
（
李
の
一
派
）

の
娘
と
結
婚
し
た
た
め
で
し
た
。
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
も
災
い
し
官
吏
と

し
て
は
あ
ま
り
栄
達
せ
ず
不
遇
な
生
涯
を
送
り
ま
し
た
。

李
商
隠
は
三
十
六
歳
の
と
き
に
、
桂
林
観
察
使
 鄭
  亜
 の
書
記
と
し
て
桂
林
に
赴
任

て
い
 あ

し
ま
す
。
こ
の
詩
は
そ
の
時
に
初
め
て
見
た
桂
州
城
の
印
象
を
歌
っ
た
詩
で
す
。

桂
林
の
山
水
は
中
唐
以
降
 詩
  跡
 化
し
、
南
宋
時
代
に
は
天
下
の
名
勝
と
し
て
有
名

し
 せ
き

に
な
り
ま
す
。
詩
跡
と
い
う
の
は
、
日
本
で
い
う
「
 歌
 
う
た

 枕
 」
に
相
当
し
、
詩
に
詠

ま
く
ら

ま
れ
て
有
名
に
な
り
、
あ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
場
所
を

い
い
ま
す
。
し
か
し
桂
林
は
多
く
の
文
人
た
ち
が
左
遷
さ
れ
た
土
地
で
も
あ
り
、

当
時
李
商
隠
に
と
っ
て
は
異
民
族
の
住
む
辺
境
の
地
と
い
う
印
象
が
強
く
、
詩
跡

を
尋
ね
る
と
い
う
 物
  見
  遊
  山
 的
な
気
分
に
は
程
遠
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

も
の
 み
 
ゆ
 さ
ん

翌
年
、
鄭
亜
は
桂
林
か
ら
更
に
南
の
広
東
省
恵
陽
県
に
左
遷
さ
れ
、
李
商
隠
は
ひ

と
り
職
を
辞
し
て
都
へ
と
向
か
い
ま
す
。
そ
の
帰
途
、
荊
門
を
過
ぎ
る
長
江
で
李

商
隠
が
乗
っ
た
小
舟
が
危
う
く
転
覆
し
そ
う
に
な
り
、
生
き
た
心
地
が
し
な
か
っ

た
と
「
荊
門
西
よ
り
下
る
」
と
い
う
詩
で
述
懐
し
て
い
ま
す
。

漂
泊
の
詩
人
と
い
え
ば
李
白
と
杜
甫
を
連
想
し
ま
す
が
、
当
時
の
旅
は
今
と
違
っ

て
命
が
け
で
す
。
知
識
人
だ
っ
た
多
く
の
詩
人
は
地
位
の
高
低
こ
そ
あ
れ
、
否
応

な
し
に
官
吏
と
し
て
各
処
を
転
々
と
し
な
が
ら
作
詩
し
ま
し
た
。
た
と
え
職
を
辞

し
て
旅
を
続
け
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
生
活
の
た
め
生
き
る
た
め
の
旅
で
、

そ
こ
で
詠
ま
れ
た
詩
は
、
社
会
批
評
、
政
治
評
論
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
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《
大
意
》
庭
先
に
み
ず
み
ず
し
い
蓮
の
葉
、
漂
う
香
り
は
馥
郁
と
し
て
酒
よ
り
芳
し
い
。
ま
ば
ら
な
雨
が
に
わ
か
に
ざ
ー
っ
と
本
降
り
に
な
る
と
、
真
珠
の
玉
と
な
っ
て
き
ら
き
ら
輝
き
な
が
ら

葉
の
上
を
こ
ろ
が
り
め
ぐ
る
。
（
劉
基
詩
・
小
畫
に
題
す
）

庭
前
 緑
荷
葉
　
香
気
 酒
よ
り
も
濃
し
　
 疎
  雨
  

そ
 
う

 忽
 ち
飛
来
す
れ
ば

た
ち
ま

 的
 
て
き

 
と
し
て
 明
  珠
 走
る

め
い
 し
ゅ

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
夏
木
立
は
み
ず
み
ず
し
い
色
を
呈
し
、
泉
の
せ
せ
ら
ぎ
は
昔
変
わ
ら
ず
涼
し
く
聞
こ

　
　
　
　
え
る
。

夏
木
自
ら
新
色
　
泉
聲
旧
時
の
如
し

5

条幅揮毫の参考 （７月３１日〆切）

清
虚
を
守
る

《
大
意
》
潔
白
で
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
生
活
を
保
ち
守
る
。
（
漢
書
）

れ
き
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
松
聲
古
今
無
し
（
松
吹
く
風
の
音
は
古
も
今
も
か
わ
り
は
な
い
。・
黄
任
）

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
。

幽竹人の如く静か

※
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）



猿 猿9

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

暴
虐
な
君
を
伐
ち
、
人
民
を
苦
し
み
よ
り
救
う
。

周
の
武
王
は
殷
の
暴
君
紂
王
を
、
殷
の
湯
王
は
夏
の
桀
王
を
滅
ぼ
し
た
。

略
解

チ
ョ
ウ
ミ
ン
バ
ッ
サ
イ

シ
ュ
ウ
ハ
ツ
イ
ン
ト
ウ

音

松
尾
芭
蕉
の
句



猿 猿10

臨書の基礎講座（７月３１日〆切）

象
　
雲
　
臨

邪
を
 蕩
 き
正
に
返
す
、（
爵
）を
奉
じ
…
…

の
ぞ

『
蕩
邪
反
正
奉
』

書
論
集
で
、
隷
書
の
書
き
方
を
端
的
に
述
べ
て
い

る
文
が
あ
り
ま
す
の
で
こ
こ
に
そ
の
一
部
を
紹
介

し
ま
す
。

方
勁
古
拙
　
亀
の
如
し
鼈
の
如
し

「
隷
書
に
は
必
ず
角
ば
っ
て
い
て
力
強
く
古
拙
（
古

び
た
趣
が
あ
り
技
巧
を
露
わ
に
し
な
い
）
の
韻
致
が

備
わ
っ
て
い
る
べ
き
で
、
軟
弱
で
上
滑
り
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
字
形
は
亀
や
ス
ッ
ポ
ン
の

よ
う
に
大
体
扁
平
に
作
る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
扁

平
と
い
う
の
は
一
般
に
つ
い
て
言
っ
て
い
て
、
方
形

の
中
に
扁
平
を
帯
び
た
も
の
も
あ
り
、
扁
平
と
方
形

と
は
結
構
と
章
法
を
見
て
相
互
に
交
じ
り
合
わ
せ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
型
に
は

ま
っ
た
も
の
に
な
ら
な
い
に
す
む
。
」
（
馬
国
権
・

隷
書
と
隷
法
）

こ
の
文
は
ま
だ
先
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
史
晨
後
碑

の
書
法
を
説
明
の
要
諦
を
集
約
し
て
い
る
文
で
す
。

続
き
は
ま
た
、
本
欄
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
 史
 
し

 晨
 

し
ん

 後
  碑
 （
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

こ
う
 ひ

（１２）
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臨書の基礎講座 （７月３１日〆切）

象
　
雲
　
臨

宇
宙
（
之
大
を
仰
ぎ
）
観
る

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

（１４）

『
觀
宇
宙
』

本
欄
で
紹
介
し
て
い
る
臨
書
し
て
い
る
蘭
亭
序
は
、

馮
承
素
 
本
と
称
さ
れ
、
巻
頭
に
「
神
龍
」
の
印
の

半
分
ず
つ
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら「
神
龍
半
印
本
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
蘭
亭
が
定
武
系
・

真
跡
系
・
褚
 
系
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
な
か
で
、

真
跡
系
に
属
し
、
秘
匿
さ
れ
て
い
た
た
め
に
明
代
の

中
期
か
ら
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ

ま
す
。
数
あ
る
蘭
亭
の
中
で
古
く
か
ら
推
さ
れ
て
い

る
も
の
は
定
武
系
で
す
。
こ
れ
は
太
宗
の
生
前
、
欧

陽
詢
の
臨
本
が
一
番
真
に
迫
っ
て
い
た
た
め
に
石
に

刻
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
本
欄
の

「
神
龍
半
印
本
」
は
刻
本
も
多
く
、
三
希
堂
法
帖
に
も

刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
「
神
龍
半
印
本
」
は
筆
路
が
明
快
な
た
め
、

細
部
の
筆
致
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、

そ
の
分
全
体
の
風
趣
を
見
失
い
が
ち
で
す
。
逆
に
定

武
本
な
ど
の
拓
本
は
、
自
分
で
想
像
を
働
か
せ
る
余

地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
視

点
で
書
か
ざ
る
を
得
ず
、
似
せ
て
書
く
た
め
の
臨
書

に
な
り
に
く
く
、
個
性
的
な
臨
書
作
品
と
な
る
場
合

が
多
く
な
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
王
羲
之
を
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
書

を
学
ぶ
者
に
課
せ
ら
れ
た
命
題
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
簡
単
な
よ
う
で
実
は
非
常
に
難
し
い
問
題

で
す
。


