
敬
頌
新
禧

皆
様
方
の
ご
健
勝
と

　
　
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す

平
成
二
十
九
年
　
元
旦会

　
長
　
佐
　
藤
　
象
　
雲

役
　
員
　
一
　
同

宮
城
野
書
道
会

興亡百変すれども物は自ずから閑なり
富貴は一朝なれども名は朽ちらず
細かに物理を思いて坐に歎息す
人生安んぞ汝が寿なる如きを得ん
（蘇東坡詩・石鼓歌の一節）

こう ぼう

いずく じゅ

ふう き

おの

そぞろ たん そく

ひゃっぺん



漢
詩
を
味
わ
う

漢
詩
を
味
わ
う

第
91
回

第
91
回

君
自
故
郷
来

應
知
故
郷
事

来
日
綺
窗
前

寒
梅
著
花
未

君き
み

　
故
郷
よ
り
来き
た

る

応ま
さ

に
故
郷
の
事
を
知
る
べ
し

来ら
い
じ
つ日

　
綺き
そ
う窓
の
前

寒
梅
　
花
を
著つ

け
し
や
未い
ま

だ
し
や

あ
な
た
は
私
の
故
郷
か
ら
や
っ
て
来
ら
れ
た
︒

き
っ
と
故
郷
の
様
子
な
ど
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
︒

あ
な
た
が
あ
ち
ら
を
発
た
れ
た
日
に
︑

私
の
妻
の
部
屋
の
飾
り
窓
の
そ
ば
に
あ
る
寒
梅
の
花
は
も
う
咲
い
て
ま
し
た
か
︑

ま
だ
で
し
ょ
う
か
︒

わ
た
し
は
孟
津
の
河
の
畔
に
住
ま
い
︑
門
は
港
の
口
に
む
か
っ
て
い
る
︒

港
に
は
︑
い
つ
も
江
南
の
船
が
も
や
っ
て
い
ま
す
が
︑
主
人
は
家
へ
便
り
を
言
付
け
ら
れ
ま

し
た
か
︒

雑
詩
　
其
三

已
見
寒
梅
發
　
已す

で

に
寒
梅
の
発ひ
ら

く
を
見
て

復
聞
啼
鳥
聲
　
復ま

た
て
い
ち
ょ
う

啼
鳥
の
声
を
聞
く

心
心
視
春
草
　
心し

ん
し
ん心
に
春
草
を
視み

て

畏
向

前
生
　
畏お
そ
る

る
堦か
い
ぜ
ん前
に
向
か
い
生は

ゆ
る
を

す
で
に
寒
梅
は
花
を
ひ
ら
き
︑
ま
た
鳥
の
囀
り
も
聞
こ
え
て
く
る
の
に
︑

心
は
憂
い
て
春
の
草
を
見
つ
め
︑
あ
の
人
は
帰
ら
ず
に
春
の
草
は
階
段
の
前
ま
で
茂
り
は
し

な
い
か
と
畏
れ
を
抱
い
て
い
ま
す
︒

こ
の
詩
は
王
維
が
雑
詩
三
種
を
連
作
し
た
う
ち
の
二
番
目
の
詩
で
す
︒
併
せ
て
掲
載
し
た
連

作
の
他
の
二
首
は
︑
夫
の
帰
り
を
待
つ
妻
の
姿
を
︑
王
維
が
女
性
に
代
わ
っ
て
そ
の
い
じ
ら

し
い
情
感
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
え
ま
す
︒
そ
し
て
其
二
は
夫
︑
す
な
わ
ち
王
維
が
故
郷
に
残

し
た
妻
を
思
う
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒
故
郷
を
離
れ
て
旅
を
し
て
い

る
作
者
が
同
郷
の
人
と
久
し
ぶ
り
に
会
い
︑
懐
か
し
が
っ
て
会
話
を
交
わ
し
た
様
子
を
平
易

な
言
葉
を
無
造
作
に
並
べ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
し
か
し
実
際
は
用
意
周
到
に
効
果
的
に
語
句

が
配
置
さ
れ
て
い
て
︑﹁
故
郷
﹂
を
重
複
し
て
使
っ
て
そ
の
思
い
を
強
調
し
︑﹁
綺
窓
﹂﹁
寒

梅
﹂﹁
花
﹂
と
若
い
妻
の
姿
を
連
想
さ
せ
︑
華
や
か
さ
の
中
に
一
抹
の
愁
い
を
添
え
て
い
ま

す
︒
菅
原
道
真
の
﹁
こ
ち
ふ
か
ば
匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花
　
あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
わ
す
る

な
﹂
の
歌
に
通
じ
る
王
維
の
心
境
を
感
じ
ま
す
︒

こ
の
雑
詩
と
題
さ
れ
る
一
連
の
詩
は
︑
夫
を
戦
場
に
送
っ
た
妻
の
気
持
ち
を
歌
う
辺
塞
詩
の

よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
︑
い
わ
ゆ
る
女
性
の
嘆
き
を
歌
っ
た
閨
怨
詩
に
分
類
さ
れ
ま
す
︒
王

維
は
自
然
派
詩
人
と
い
わ
れ
る
一
方
︑
女
性
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
感
情
を
細
や
か
に
描
い
て
い

る
詩
も
多
く
あ
り
ま
す
︒
王
維
の
詩
は
一
見
平
凡
な
よ
う
で
︑
そ
の
実
は
幽
深
で
あ
り
︑
李

白
や
杜
甫
よ
り
も
人
間
体
験
を
内
に
秘
め
て
い
る
た
め
に
近
代
的
と
言
わ
れ
ま
す
︒
ま
た
中

国
詩
人
の
な
か
で
王
維
は
圧
倒
的
に
女
性
に
愛
誦
さ
れ
︑
支
持
さ
れ
て
い
る
詩
人
で
す
︒

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典︵
東
京
堂
出
版
︶・
漢
詩
体
系 

王
維︵
集
英
社
︶・
中
国
詩
人
選
集︵
岩
波
書
店
︶

雑
詩
　
其
一

家
住
孟
津
河
　
家
は
住
ま
い
す
孟も

う
し
ん
か

津
河

門
對
孟
津
口
　
門
は
對
す
孟も

う
し
ん
こ
う

津
口

常
有
江
南

　
常
に
江
南
の
舡ふ
ね

有
り

寄
書
家
中
否
　
書
を
家か

ち
ゅ
う中

に
寄
す
る
や
否
や

《
雑
詩
》　
古
く
か
ら
あ
る
詩
題
で
、
作
者
の
心
境
や
人
生
観
な
ど
を
述
べ
た
も
の
。
楽
府
的
（
音
楽
に
合

わ
せ
て
作
ら
れ
た
歌
詞
）
な
内
容
の
も
の
が
多
い
。

《
応
知
》　「
応
」
は
推
量
の
意
味
。
お
そ
ら
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

《
綺
窓
》　
あ
や
絹
で
張
っ
た
窓
。
女
性
の
部
屋
に
用
い
ら
れ
る
。

雑

詩

其

二

　
王
維



条幅揮毫の参考 （１月3１日〆切）

君 

故
郷
よ
り
来
る　

応ま
さ

に
故
郷
の
事
を
知
る
べ
し　

来ら
い

日じ
つ 

綺き

窓そ
う

の
前　

寒
梅 

花
を
著つ

け
し
や
未い

ま

だ
し
や

《
大
意
》
あ
な
た
は
私
の
故
郷
か
ら
や
っ
て
来
ら
れ
た
。
き
っ
と
故
郷
の
様
子
な
ど
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
あ
ち
ら
を
発
た
れ
た
日
に
、
私
の
妻
の
部
屋
の
飾
り
窓
の
そ
ば
に

あ
る
寒
梅
の
花
は
も
う
咲
い
て
ま
し
た
か
、
ま
だ
で
し
ょ
う
か
。 

（
王
維
詩
・
雑
詩
其
二
）

日
新
の
志

《
大
意
》
日
ご
と
に
進
歩
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。（
謝
霊
運
）

▪　　▪11



一般部規定課題（１月3１日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

郷き
ょ
う
し
ん心 

新し
ん

歳さ
い

に
切せ
つ

な
り
（
故
里
を
思
う
気
持
ち
は
、
新
年
を
迎
え
て
殊
更
に
切
実
な
も
の
と
な
っ
た
。
宋
之
問
詩
・
新
年
作
の
一
節
）

▪　　▪12



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
。

▪　　▪13



課題随意参考（１月3１日〆切）

行　　書草　　書

隷　　書次号課題

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

◇
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
。

春氷に真堅無し

父
母
に
仕
え
る
よ
う
に
君
に
も
仕
え
よ

そ
の
心
得
は
厳
か
に
し
て
敬
う
こ
と
で
あ
る

▪　　▪14



ペン字部課題 細字部課題（１月3１日〆切） （ １月3１日〆切）

（両部とも本会所定の指定用紙を使用のこと）

音

略
解

シ
フ
ジ
ク
ン

エ
ツ
ゲ
ン
ヨ
ケ
イ

父
母
に
仕
え
る
よ
う
に
君
に
も
仕
え
よ

そ
の
心
得
は
厳
か
に
し
て
敬
う
こ
と
で
あ
る

佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

正
岡
　
子
規

和
　
泉
　
溪
　
石
　
先
生
書

▪　　▪15



臨書の基礎講座（１月3１日〆切）

■
史し

晨し
ん

後こ
う

碑ひ

（
後
漢
・
西
暦
一
六
九
年
）
の
臨
書

『
得
香
酒
美
肉
』

清
時
代
の
王
澍
は
著
書
「
虚
舟
題
跋
」
の
な
か
で

「
史
晨
は
謹
厳
、
漢
隷
の
極
則
。」
と
述
べ
て
い
る

こ
と
は
以
前
に
も
触
れ
ま
し
た
。
青
山
杉
雨
先
生

は
、
行
草
書
は
少
し
ぐ
ら
つ
い
て
い
た
方
が
面
白
い

の
に
対
し
て
、
篆
隷
書
は
一
点
一
画
が
少
し
で
も
ぐ

ら
つ
く
と
ひ
ど
く
見
に
く
く
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
行
草
書
と
比
較
し
た
古
典
文
字
の
フ
ォ

ル
ム
は
非
常
に
論
理
的
か
つ
構
造
的
で
、
視
覚
的
な

強
さ
を
持
っ
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
史

晨
碑
の
造
形
は
ま
さ
に
論
理
的
で
、
ま
た
構
造
的
な

安
定
感
が
あ
り
強
く
厳
し
く
、
漢
隷
の
極
則
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
隷
書
の
原
理
法
則
を
備
え
て
い
ま
す
。

今
月
の
五
文
字
は
後
碑
の
後
半
で
終
盤
に
近
い
部
分

で
す
が
、
史
晨
前
碑
や
後
碑
の
前
半
に
比
べ
て
字
が

や
や
大
き
く
、
筆
者
は
同
じ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が

時
を
異
に
し
て
書
い
た
よ
う
で
す
。

香
酒
美
肉
を
得
る
…
…

象
　
雲
　
臨

（2１）
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臨書の基礎講座 （１月3１日〆切）

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

『
情
随
事
遷
』

今
月
の
四
文
字
は
「
感
情
は
物
事
の
対
象
に
随
っ
て

移
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
原
帖
で
は
最
初
の

「
情
」
は
行
末
に
あ
る
字
で
や
や
扁
平
な
の
に
対

し
て
、「
随
」
は
行
頭
の
字
で
「
事
・
遷
」
と
と
も

に
暢
び
や
か
な
結
体
で
す
。
書
作
に
お
い
て
布
置
章

法
の
大
切
さ
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
結
体
や
余
白

の
取
り
方
は
前
後
左
右
の
文
字
や
、
紙
面
の
空
間
に

随
っ
て
移
ろ
う
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
作
品
の
布

置
章
法
は
画
一
的
に
推
し
量
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

作
品
の
詩
句
・
書
体
・
字
数
・
形
式
な
ど
様
々
な
要

因
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
こ
の
「
臨
書
の
基
礎
講

座
」
の
拙
臨
は
、
主
に
古
典
の
形
に
主
眼
を
置
い
て

習
う
い
わ
ゆ
る
形
臨
の
た
め
、
半
紙
に
四
文
字
を
臨

書
す
る
場
合
の
布
置
章
法
を
考
え
た
場
合
に
は
、

「
情
」
は
や
や
違
和
感
が
あ
る
よ
う
で
す
。「
情
・

随
・
事
」
は
異
な
る
結
体
で
本
文
中
ほ
か
に
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

情
は
事
に
随
い
て
遷う
つ

る

象　

雲　

臨

（23）
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