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漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
90
回

第
90
回

 出
 　

し
ゅ
っ

 塞
 　
  

さ
い

 王
 

お
う

 昌
 

し
ょ
う

 齢
 

れ
い

秦
の
時
代
に
も
照
っ
て
い
た
明
月
、
漢
の
時
代
か
ら
置
か
れ
て
い
る
関
所
。

万
里
の
遠
く
へ
長
征
し
た
兵
士
た
ち
は
ま
だ
故
国
へ
帰
れ
な
い
。

も
し
漢
代
に
竜
城
の
飛
将
軍
と
お
そ
れ
ら
れ
た
李
将
軍
の
よ
う
な
名
将
が
い
た
な
ら
ば

敵
の
騎
兵
に
陰
山
山
脈
を
こ
え
て
侵
入
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
に
。

《
出
塞
》　
辺
境
守
備
の
任
に
あ
た
る
出
征
兵
士
を
う
た
う
楽
府
題
。
こ
の
詩
を
「
従
軍
行
其
の
三
」
と
題

す
る
本
も
あ
る
。

《
長
征
》　
遠
い
辺
境
へ
出
征
す
る
こ
と
。

《
但
使
》　
仮
定
の
辞
。
も
し
…
…
す
れ
ば
。

《
龍
城
》　
匈
奴
の
根
拠
地
。

《
飛
将
》　
漢
代
の
名
将
李
公
の
こ
と
。

《
　教
　》　
使
役
を
あ
ら
わ
す
語
。
…
…
に
…
…
さ
せ
る
。

《
胡
馬
》　
胡
は
北
方
の
異
民
族
。
そ
の
馬
で
敵
兵
を
意
味
す
る
。

《
陰
山
》　
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
の
中
部
を
東
西
に
横
た
わ
る
大
山
脈
。

秦
時
名
月
漢
時
關

萬
里
長
征
人
未
還

但
使
龍
城
飛
将
在

不
教
胡
馬
度
陰
山

秦
時
の
名
月
 漢
時
の
 関
 
か
ん

万
里
に
長
征
し
て
人
 未
 だ
 還
 ら
ず

い
ま
 

か
え

 但
 だ
た

 竜
  城
 

り
ょ
う
 じ
ょ
う

の
飛
将
を
し
て
 在
 ら
し
め
ば

あ

胡
馬
を
し
て
 陰
  山
 を
 度
 ら
し
め
ば

い
ん
 ざ
ん
 

わ
た

唐
時
代
に
は
辺
境
で
の
戦
い
に
従
事
す
る
兵
士
や
そ
の
家
族
を
題
材
に
し
た
、
い

わ
ゆ
る
「
 辺
  塞
  詩
 」
が
数
多
く
つ
く
ら
れ
、
本
欄
で
も
 王
  翰
 「
涼
州
詞
」・
 王
  之
  渙
 

へ
ん
 さ
い
 し
 

お
う
 か
ん
 

お
う
 し
 か
ん

「
涼
州
詩
」な
ど
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
辺
塞
詩
の
ほ
と
ん
ど
は
当
代
の
こ
と
と
し

て
で
は
な
く
、
漢
時
代
の
過
去
の
状
況
を
設
定
し
て
作
詩
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し

こ
の
詩
は
当
時
実
際
に
北
方
異
民
族
の
脅
威
が
あ
り
、
朝
廷
の
施
策
が
十
分
な
効

果
を
あ
げ
て
い
な
い
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
対
す
る
諷
刺
の
意
味
を
込
め

て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
の
時
代
で
も
国
民
を
戦
地
に
送
る
か
ど
う
か
と
い
う
為
政
者
の
見
識
と
判
断

は
重
大
な
問
題
で
す
。
ま
た
優
秀
な
将
軍
の
も
と
で
は
や
く
戦
い
終
え
て
故
郷
に

帰
り
た
い
と
い
う
の
が
、
兵
士
た
ち
の
切
実
な
願
い
で
、
作
者
王
昌
齢
は
名
将
の

出
現
と
辺
境
問
題
を
終
息
を
切
望
す
る
心
情
を
描
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
王
昌

齢
は
江
寧
（
現
在
の
南
京
）
の
進
士
で
政
治
家
で
し
た
。
現
在
の
体
制
批
判
と
も

受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
内
容
の
詩
な
の
で
、
当
代
の
事
と
し
て
で
は
な
く
、
漢
時

代
約
八
百
年
前
の
過
去
に
状
況
を
設
定
し
て
作
詩
し
て
い
ま
す
。

こ
の
詩
は
、
唐
詩
選
の
撰
者
 李
  攀
 

り
 は
ん

 竜
 が
唐
詩
中
の
最
高
傑
作
と
絶
賛
し
て
い
ま

り
ょ
う

す
。
と
く
に
最
初
の
「
秦
時
の
明
月
　
漢
時
の
関
」
は
絶
唱
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

現
代
に
生
き
る
我
々
に
も
グ
ッ
と
く
る
重
い
句
で
す
。
い
つ
の
時
代
で
も
誰
も
が

戦
争
が
な
い
世
の
中
を
望
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
で
も
ど
こ
か
で
戦
争
は
続
い
て
い

ま
す
。
こ
の
詩
か
ら
、
私
は
自
衛
隊
の
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
を
連
想
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
戦
争
に
行
く
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
日
本
の
国
際
平
和
維
持
活
動
は
ま

だ
議
論
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
王
昌
齢
は
安
禄
山
の
乱
の
と
き
、
混
乱
に
ま
ぎ
れ
て
勝
手
に
故
郷
に

帰
っ
た
た
め
刺
吏
 閭
  丘
 

り
ょ
う
 き
ゅ
う

 暁
 に
殺
さ
れ
ま
し
た
。

ぎ
ょ
う

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典（
東
京
堂
出
版
）・
唐
詩
選（
岩
波
書
店
）・
漢
詩
の
辞
典（
大
修
館
書
店
）
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《
大
意
》
旅
し
て
西
行
す
る
こ
と
一
千
里
、
寒
々
と
し
た
町
の
木
々
が
夕
暮
れ
色
に
染
ま
っ
て
い
る
。
暗
や
み
の
中
か
ら
賑
や
か
な
都
の
歌
声
と
演
奏
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
う
か
長
安
の
城
下

に
到
達
し
た
の
だ
。
（
儲
光
羲
詩
・
長
安
道
）

 西
  行
 一
千
里
　
 瞑
 

さ
い
 こ
う
 

め
い

 色
 
し
ょ
く

寒
樹
に
生
じ
　
暗
に
 歌
  吹
 の
声
を
聞
く
　
知
る
 是
 長
安
の
 路
 

か
 す
い
 

こ
れ
 

み
ち

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
遠
く
 胡
 の
地
に
起
こ
っ
た
風
は
、
北
方
の
雪
を
吹
き
散
ら
し
て
、
千
里
の
彼
方
あ
の
凍
て
つ
い
た
竜
山
を
も
越
え
て
吹
き
寄
せ
て
く
る
。
（
鮑
照
詩
一
節
・
学
劉
公
幹
体
）

え
び
す

 胡
  風
 は
 朔
  雪
 を
吹
き
　
千
里
 

こ
 ふ
う
 

さ
く
 せ
つ

 竜
 
り
ょ
う

 山
 を
 度
 る

ざ
ん
 

わ
た

条幅揮毫の参考 （１２月２６日〆切）
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
 寒
  雲
  落
  暉
 を

か
ん
 う
ん
 ら
く
 き

 掩
 う
（
冬
の
寒
げ
に
見
え
る
雲
が
夕
日
の
影
を
と
ざ
し
て
い
る
・
元
圃
）

お
お
う

一般部規定課題（１２月２６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
。

郷心 新歳に切なり

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

課題随意参考（１２月２６日〆切）
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ペン字部課題 （１２月２６日〆切） 細字部課題 （１２月２６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

一
寸
ほ
ど
の
玉
は
稀
で
は
あ
る
が
決
し
て
尊
い
も
の
で
は
な
い
。

一
寸
の
光
陰
を
大
切
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
本
当
の
宝
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

略
解

シ
ャ
ク
ヘ
キ
ヒ
ホ
ウ

ス
ン
イ
ン
シ
キ
ョ
ウ

音

高
濱
　
虚
子
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臨書の基礎講座（１２月２６日〆切）

象
　
雲
　
臨

化
を
成
し
當
常
…
…

『
成
化
當
常
』

前
回
は
間
架
結
構
法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
一
般
的
に
楷
書
を
分
間
布
白
と
か
均
間
と
い
う

法
則
で
点
画
の
間
合
い
を
整
え
て
書
く
と
い
う
側
面

だ
け
で
捉
え
が
ち
で
す
。
し
か
し
楷
書
が
書
法
的
に

頂
点
に
到
達
し
た
と
い
わ
れ
る
初
唐
の
三
大
家
（
欧

陽
詢
・
虞
世
南
・
褚
遂
良
）
の
楷
書
の
古
典
を
子
細

に
観
察
す
る
と
、
実
際
に
は
、
前
後
の
文
字
の
関
係

な
ど
を
考
慮
し
て
様
々
な
変
化
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
今
月
の
課
題
か
ら
各
字
の
変
化
を
見
て
い

き
ま
す
。

「
成
」戈
法
に
交
わ
る
横
画
は
右
上
が
り
に
書
く
こ
と

は
結
構
法
の
鉄
則
。
第
一
画
を
立
て
て
左
側
に

壁
を
設
け
て
、
戈
法
を
暢
び
や
か
に
し
て
右
方

向
に
空
間
を
開
放
し
て
い
る
。

「
化
」四
画
全
て
が
細
線
な
が
ら
、
力
を
内
包
し
て
強

い
線
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
。

「
當
・
常
」冠
の
全
て
の
点
画
が
変
化
し
て
同
じ
で
は

な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
重
畳
す
る
字
は
上

下
の
中
心
が
、
次
第
に
右
に
移
動
し
て
い
る
。

無
理
に
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
し
な
い
こ
と
が

大
切
。

■
 
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

（３３）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （１２月２６日〆切）

象
　
雲
　
臨

 爾
 ら
ず
と
、
子
敬
又
（
答
う
）

し
か

『
不
爾
子
敬
又
』

今
月
は
巻
頭
で
「
空
海
」
を
特
集
し
ま
し
た
。
空
海

は
入
唐
し
た
と
き
に
、
こ
の
孫
過
庭
の
書
譜
を
学
ん

で
お
り
、
空
海
の
臨
書
と
思
わ
れ
る
御
物
本
（
皇
室

の
所
有
）
と
陽
明
文
庫
本
の
二
つ
の
作
品
が
現
存
し

て
い
ま
す
。
空
海
の
「
七
祖
賛
」
の
筆
跡
は
特
に
御

物
本
の
筆
跡
と
類
似
し
て
い
て
、
ま
た
風
信
帖
の
肥

痩
濃
淡
の
調
子
も
、
空
海
が
書
い
た
書
譜
の
臨
書
に

近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

書
譜
は
伝
統
的
な
儒
教
道
徳
に
基
づ
い
た
書
論
で
、

王
羲
之
崇
拝
者
だ
っ
た
太
宗
の
影
響
も
多
分
に
感
じ

さ
せ
、
王
羲
之
尊
崇
の
理
念
が
基
調
と
な
っ
て
い
ま

す
。
空
海
は
書
譜
を
書
道
の
理
論
と
し
て
も
併
せ
て

学
ん
だ
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
、
帰
国
後
の
空
海

の
書
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

千
三
百
年
前
に
書
か
れ
た
書
譜
の
真
蹟
は
現
在
、
台

北
故
宮
博
物
院
に
保
管
さ
れ
、
そ
れ
を
学
ん
だ
空
海

の
千
二
百
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
臨
書
作
品
が
日
本

に
現
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ん
か
ワ
ク

ワ
ク
し
ま
せ
ん
か
。

■
孫
過
庭
・
書
譜
（
初
唐
・
西
暦
六
八
七
年
）
の
臨
書

（１５）


