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回
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伝
説
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
寒
山
と
い
う
人
物
は
、
そ
の
生
き
た
時
代
も
足
取
り
も

確
か
な
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
実
在
し
た
人
物
か
ど
う
か
も
ま
っ
た
く
不
明

で
す
。
単
な
る
伝
説
上
の
人
物
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
寒
山
と
い
う
山
中
に
幽
居
す
る

隠
士
の
存
在
は
、
宗
教
的
な
敬
意
を
込
め
ら
れ
て
信
じ
ら
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。

寒
山
の
詩
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
唐
の
末
期
か
ら
五
代
の
こ
ろ
と
い
わ
れ
ま
す
。

閭ろ
う
き
ゅ
う
い
ん

丘
胤
と
い
う
人
物
が
寒
山
と
拾
得
の
存
在
を
知
り
、
彼
ら
の
残
し
た
詩
を
蒐
集
し
て

「
寒
山
詩
集
」
を
編
纂
し
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
寒
山
は
一
説
に
唐
時
代

の
貞
観
年
間
（
六
二
七
―
六
四
九
）
の
人
と
も
大
暦
年
間
（
七
六
六
―
七
七
九
）
の
人

と
も
伝
え
ら
れ
る
詩
僧
で
す
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
天
台

教
の
中
心
地
だ
っ
た
浙
江
省
の
天
台
山
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
寒
山
は
同
じ
天
台
山
の
僧

拾
得
と
親
交
が
あ
り
、
二
人
は
数
々
の
奇
行
で
知
ら
れ
し
ば
し
ば
画
題
と
な
り
、
ま
た

日
本
で
は
森
鴎
外
の
短
編
「
寒
山
拾
得
」
に
よ
っ
て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
ば
し

ば
寒
山
は
文
殊
菩
薩
、
拾
得
は
普
賢
菩
薩
の
化
身
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
三
百
首
余
り
の
詩
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
禅
の
高
遠

な
思
想
を
説
い
て
山
居
の
喜
び
、
自
然
の
美
し
さ
を
純
粋
に
歌
い
上
げ
る
一
面
、
俗
人

を
罵
り
、
肉
食
や
財
欲
を
戒
め
る
ア
ク
が
強
い
と
も
い
え
る
詩
風
も
持
ち
合
わ
せ
い
ま

す
。
詩
の
最
大
の
魅
力
は
、
政
治
の
世
界
か
ら
離
脱
し
た
「
自
由
」
の
境
地
に
立
っ
て

詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
す
。
有
名
な
唐
代
の
詩
人
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
官
吏
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
官
吏
の
途
か
ら
離
れ
て
超
俗
的
な
隠
棲
の
詩
を
詠
ん

だ
詩
人
も
い
ま
す
が
、
寒
山
は
根
本
的
に
政
治
世
界
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
詩
を
作
っ

て
い
ま
す
。

寒
山
詩
の
ほ
と
ん
ど
が
無
題
で
今
回
取
り
上
げ
た
詩
も
題
名
が
あ
り
ま
せ
ん
。
冒
頭
の

二
句
「
人
生
百
に
満
た
ざ
る
に
、
常
に
千
載
の
憂
い
を
懐
く
」
は
魏
・
晋
の
時
代
に
か

け
て
作
ら
れ
た
古
詩
十
九
首
に
も
見
え
る
句
で
す
。
自
分
の
病
気
に
不
安
を
抱
き
、
子

供
や
孫
の
こ
と
を
心
配
し
、
そ
れ
は
人
間
の
宿
命
の
よ
う
な
も
の
。
そ
し
て
死
ん
だ
ら

漸
く
お
し
ま
い
。
万
事
休
す
と
寒
山
は
言
い
放
ち
ま
す
。
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
人
間
の

性
を
禅
宗
の
頓
悟
の
境
地
に
立
っ
て
表
現
し
て
い
る
詩
で
す
。
い
わ
ゆ
る
唐
詩
の
一
般

的
な
格
か
ら
は
外
れ
た
詩
と
い
え
ま
す
。

参
考
文
献
：
唐
詩
鑑
賞
辞
典
（
東
京
堂
出
版
）・
漢
詩
の
辞
典
（
大
修
館
書
店
）・
中
国
詩
人
選
集
（
岩
波
書
店
）

人

生

不

満

百

常

懐

千

載

憂

自

身

病

始

可

又

爲

子

孫

愁

下

視

禾

根

下

上

看

桑

樹

頭

秤

鎚

落

東

海

到

底

始

知

休

人
生
　
百
に
満
た
ざ
る
に

常
に
千せ
ん
さ
い載
の
憂
い
を
懐
く

自
身
　
病
い
始
め
て
可い

え
し
に

又
た
子
孫
の
為
に
愁
う

下し
た

は
禾か
こ
ん根

の
下も
と

を
視み

上
は
桑そ
う
じ
ゅ樹

の
頭は
し

を
看み

る

秤し
ょ
う
つ
い鎚

　
東
海
に
落
つ

底
に
到
っ
て
は
じ
め
て
休や

む
こ
と
を
知
る

人
の
一
生
は
百
年
に
も
満
た
な
い
の
に
、
常
に
千
年
も
の
憂
い
を
抱
い
て
い
る
。

自
分
の
病
が
や
っ
と
治
っ
た
と
思
っ
た
ら
、

今
度
は
子
や
孫
の
こ
と
ま
で
心
配
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
稲
の
根
本
の
育
ち
具
合
を
調
べ
る
の
に
下
の
方
を
覗
い
た
り
、

桑
の
木
の
伸
び
具
合
が
気
に
な
る
の
で
上
の
方
を
仰
い
だ
り
、
心
配
な
こ
と
ば
か
り
だ
。

こ
ん
な
苦
労
は
い
つ
果
て
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
分
銅
が
海
に
落
ち
た
時
。

落
ち
て
海
の
底
ま
で
沈
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
初
め
て
も
う
こ
れ
で
万
事
休
す
と
諦
め
る
。

《 

可 

》　

病
気
が
治
る
こ
と
。
痊せ
ん
か可
と
も
い
う
。

《
禾
根
》　

稲
株
の
根
も
と
。

《
秤
鎚
》　

分
銅
の
こ
と
。

《
東
海
》　

単
に
海
の
こ
と
。
中
国
の
地
理
で
海
は
東
に
あ
る
。

《
到
底
》　

海
底
に
到
達
す
る
こ
と
。

《 

休 

》　

万
事
休
す
の
休
。

無

　

題

　

寒
山

▪　　▪1



条幅揮毫の参考 （４月28日〆切）

君
去
ら
ば 

春
山 

誰
と
共
に
遊
ば
ん　

鳥
啼
き
花
落
ち
て 

水
空
し
く
流
れ
ん　

如じ
ょ
こ
ん今 

別べ
つ

を
送
っ
て 

渓
水
に
臨
む　

他
日 

相あ
い
お
も思
わ
ば 

水す
い
と
う頭
に
来
た
れ

《
大
意
》
君
が
行
っ
て
し
ま
え
ば
、
山
の
春
を
訪
ね
て
歩
く
の
も
誰
と
一
緒
に
行
け
ば
よ
い
の
か
。
鳥
が
啼
き
、
花
は
散
り
、
水
は
流
れ
ゆ
く
、
あ
の
春
景
色
も
す
べ
て
空
し
い
こ
と

だ
。
今
こ
こ
に
谷
川
の
流
れ
の
ほ
と
り
で
、
君
の
旅
立
ち
を
送
る
。
い
つ
の
日
か
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
水
の
ほ
と
り
に
来
て
今
日
の
別
れ
を
思
い
出

し
て
お
く
れ
。（
劉
商
詩
・
王
水
を
送
る
）

宿
雨
松
篁
の
色　

新
晴
燕え

ん
じ
ゃ
く雀

の
聲

《
大
意
》
昨
夜
来
の
雨
は
松
や
竹
の
色
を
鮮
や
か
に
し
、
晴
れ
た
日
に
は
燕
や
雀
が
盛
ん
に
さ
え
ず
っ
て
い
る
。（
范
石
湖
）
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一般部規定課題（４月28日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

文
章 

政
理
に
通
ず
（
文
章
は
翰
墨
風
流
ば
か
り
で
は
な
く
政
治
上
の
理
に
も
通
ず
る
）
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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
。

▪　　▪7



課題随意参考（４月28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
。

迷う者は路を問わず

忠
孝
の
道
を
尽
く
す
に
は
幽
谷
の
蘭
が
芳
香
を
放
つ
よ
う
に

松
が
冬
で
も
し
ぼ
ま
ず
い
よ
い
よ
盛
ん
に
茂
る
よ
う
に

▪　　▪8



ペン字部課題 細字部課題（４月28日〆切） （４月28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

ジ
ラ
ン
シ
ケ
イ

ジ
ョ
シ
ョ
ウ
シ
セ
イ

忠
孝
の
道
を
尽
く
す
に
は
幽
谷
の
蘭
が
芳
香
を
放
つ
よ
う
に

松
が
冬
で
も
し
ぼ
ま
ず
い
よ
い
よ
盛
ん
に
茂
る
よ
う
に

佐　

藤　

象　

雲　

書

和　

泉　

溪　

石　

先
生
書
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臨書の基礎講座（４月28日〆切）

■

遂
す
い
り
ょ
う良
・
雁

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
の
じ
ょ

塔
聖
教
序
（
初
唐
・
西
暦
六
五
三
年
）
の
臨
書

ち
ょ

『
晦
影
歸
真
』

雁
塔
聖
教
序
は
太
宗
の
御
製
に
よ
る
「
三
蔵
聖
教

序
」
と
、
当
時
皇
太
子
だ
っ
た
高
宗
に
よ
る
「
述

三
蔵
聖
記
」
の
二
碑
を
さ
し
ま
す
。
太
宗
は
西
暦

六
四
九
年
に
崩
御
し
、
本
碑
が
建
て
ら
れ
た
時
に
は

高
宗
の
時
代
で
し
た
。
太
宗
は
文
皇
帝
と
諡し

ご
う号

さ
れ

た
た
め
、
こ
の
碑
の
冒
頭
に
は
「
大
唐
三
蔵
聖
教
序

太
宗
文
皇
帝
製
」
と
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
褚
遂
良
は

太
宗
の
遺
言
に
よ
り
高
宗
に
も
重
用
さ
れ
本
碑
を
書

い
て
い
ま
す
が
、
の
ち
に
高
宗
が
武
昭
儀
を
皇
后
に

冊さ
く
り
つ立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
反
対
し
た
た
め
、
武
昭

儀
が
則
天
武
后
と
な
っ
て
か
ら
は
冷
遇
さ
れ
て
、
現

在
の
ベ
ト
ナ
ム
ま
で
左
遷
さ
れ
て
本
碑
を
書
い
た
六

年
後
に
不
運
の
う
ち
に
没
し
て
い
ま
す
。

さ
て
今
月
の
四
文
字
中
の
三
文
字
は
偏
旁
か
ら
な
る

字
で
す
。
偏
旁
で
組
み
立
て
ら
れ
る
字
は
揖ゆ

う
じ
ょ
う
ほ
う

譲
法
と

い
っ
て
、
偏
と
旁
の
何
れ
に
勢
を
譲
る
か
字
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
今
月
の
「
晦
」
は
旁
を
大
き
く
、

「
影
」
は
偏
に
勢
を
譲
り
、
そ
し
て
「
帰
」
は
偏
旁

の
勢
を
略
二
分
し
て
い
ま
す
。

影
を
晦く
ら

ま
し
て
真
に
帰
る

象　

雲　

臨

（3５）
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臨書の基礎講座 （４月28日〆切）

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

『
辞
折
安
所
』

前
回
述
べ
た
よ
う
に
書
論
の
草
稿
で
あ
る
こ
の
書

譜
に
は
佳
言
名
句
が
多
く
本
欄
で
も
、
言
葉
の
意

味
を
考
え
な
が
ら
草
書
を
覚
え
る
た
め
に
、
な
る

べ
く
文
節
の
臨
書
と
な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す

が
、
今
月
は
残
念
な
が
ら
文
節
で
は
な
い
た
め
こ

の
四
文
字
で
は
意
味
を
持
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
な

が
ら
美
し
い
線
の
流
れ
と
、
自
然
に
姿
態
が
変
化

し
て
い
て
草
書
の
典
型
美
と
も
い
え
る
四
文
字
で

す
。
草
書
に
は
単
体
で
書
か
れ
て
い
る
独
草
と
二

文
字
三
文
字
と
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
連
綿
草
と

の
別
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
書
譜
は
連
綿
は
少
な

く
、
今
月
の
「
安
所
」
よ
う
に
続
け
て
は
い
て
も

至
極
自
然
で
、
連
綿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
字
形
が

極
端
に
崩
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
で
は
日
常
に
於
い
て
草
書
に
触
れ
る
こ
と
は
殆

ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
草
書
は
簡
略
体
で
す
の
で
古

典
を
踏
ま
え
て
覚
え
な
い
と
誤
字
に
も
な
り
や
す

く
、
可
読
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
こ
の
書
譜
の
よ
う

な
正
し
い
書
体
を
習
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

辞
折
安
所

象　

雲　

臨

（１７）
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