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裹
鹽
迎
得
小
狸
奴

盡
護
山
房
萬
卷
書

慚
愧
家
貧
策
勳
薄

寒
無
氈
坐
食
無
魚

塩
を
裹つ
つ

ん
で
迎
え
得
た
り

　小
さ
き
狸り

ど奴

尽こ
と
ご
とく

護ま
も

る

　山さ
ん
ぽ
う
ば
ん
か
ん

房
萬
卷
の
書

慚ざ
ん
き愧
す

　家
貧
し
く
し
て
勳い
さ
お

に
策む
く

ゆ
る
こ
と
薄う
す

く

寒
き
に
も
氈せ

ん

の
坐
す
る
無
く

　食し
ょ
く

に
魚う
お

無
し

塩
を
お
礼
に
つ
つ
ん
で
、
小
さ
な
猫
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

こ
れ
か
ら
は
書
斎
の
万
巻
の
書
を
鼠
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
、
家
が
貧
し
く
手
柄
に
十
分
報
い
ら
れ
ず
、

寒
く
て
も
暖
か
い
毛
氈
も
な
く
、
食
べ
物
に
魚
を
出
す
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
。

《
裹

　鹽
》
猫
を
く
れ
た
家
に
、
塩
を
贈
る
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
裹
」
は
裏
と
は
別
字
。

《
狸

　奴
》
猫
の
雅
称
。

《
山

　房
》
書
斎
。

贈ね
こ
に
お
く
る

猫

　陸
游

今
月
は
猫
を
詠
ん
だ
陸
游
の
面
白
い
詩
を
紹
介
し
ま
す
。

陸
游
（
一
一
二
五
―
一
二
〇
九
）
は
南
宋
を
代
表
す
る
詩
人
で
、
字
を
務む

か
ん観
と
い
い

放ほ
う
お
う翁

の
号
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
は
陸
游
五
十
九
歳
の
作
で
す
。
免
官
と
な
り

郷
里
の
紹
興
で
詠
ん
だ
詩
で
す
。

猫
を
詠
ん
だ
詩
は
、
北
宋
以
降
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
黄こ

う
て
い
け
ん

庭
堅
の
「
猫
を
乞
う
」
や

梅ば
い
ぎ
ょ
う
し
ん

尭
臣
の
「
猫
を
祭
る
」
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
ネ
ズ
ミ
の
害
か
ら
守
っ
て

く
れ
る
猫
の
働
き
を
称
え
た
も
の
で
す
が
、
陸
游
を
は
じ
め
と
し
て
宋
代
以
降
の
詩
の

題
材
が
、
身
辺
の
瑣さ

じ事
ま
で
広
が
っ
た
こ
と
も
一
因
で
す
。
さ
ら
に
陸
游
は
自
ら
「
六

十
年
間
萬
首
の
詩
」
と
言
う
ほ
ど
の
歴
代
屈
指
の
多
作
家
で
、
生
涯
で
猫
の
詩
を
二
十

首
余
り
作
っ
た
と
い
い
ま
す
。

大
事
な
蔵
書
を
ネ
ズ
ミ
の
害
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
愛
猫
の
健
気
さ
を
称
え
、
そ
の
手
柄

に
十
分
に
報
い
て
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
申
し
訳
な
い
と
愛
猫
に
呼
び
か
け
る
こ
の
詩

は
、
や
さ
し
い
愛
情
に
あ
ふ
れ
て
微
笑
ま
し
い
詩
で
す
。

猫
を
も
ら
い
受
け
る
の
に
塩
を
贈
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
塩
は
専
売
制
が
と
ら
れ
大

変
貴
重
な
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
猫
も
重
宝
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
陸
游
の
一
家
は

代
々
官
僚
を
務
め
紹
興
の
名
門
と
し
て
知
ら
れ
て
い
て
、
詩
中
の
「
山
房
萬
卷
の
書
」

と
い
う
表
現
も
決
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
当

時
の
陸
游
は
免
職
中
で
、
道
教
の
寺
院
を
管
理
す
る
と
い
う
提
挙
と
い
う
名
ば
か
り
の

役
職
を
与
え
ら
れ
、
祠し

ろ
く禄
と
い
わ
れ
る
恩
給
の
よ
う
な
薄
給
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
苦
し
い
生
活
の
中
で
、
猫
を
飼
っ
て
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

「
寒
き
に
も
氈
の
坐
す
る
無
く
」
は
杜
甫
の
詩
（
戯
れ
に
鄭
広
文
虔
に
簡
し
…
）
に

「
坐
客
寒
き
に
も
氈
無
し
」
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
「
食
に
魚
無
し
」
は
戦
国
時
代
の

孟も
う
し
ょ
う
く
ん

嘗
君
の
食
客
だ
っ
た
馮ふ
う
ん驩
が
待
遇
改
善
を
求
め
て
、
長ち
ょ
う
き
ょ
う鋏
（
剣
）
を
叩
い
て
「
長
鋏

よ
帰
来
ら
ん
か
、
食
に
魚
無
し
」
と
う
た
っ
た
故
事
（
史
記
）
に
同
様
の
表
現
が
あ
り

ま
す
。

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
恩
師
大
島
嵓
山
先
生
も
娘
娘
弥
（
ニ
ャ
ニ
ャ
ヤ
）
と
名
付
け
た

猫
を
飼
っ
て
い
た
大
の
愛
猫
家
で
、
猫
の
俗
称
で
あ
る
「
銜か

ん
せ
ん蝉
」
と
い
う
別
号
を
お
持

ち
で
し
た
。
先
生
に
あ
や
か
り
私
も
十
年
前
ま
で
家
猫
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
が
、
生
涯

一
猫
と
決
め
て
今
は
い
ま
せ
ん
。
因
み
に
陸
游
の
飼
っ
て
い
た
猫
の
名
前
は
「
雪
児
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

参
考
文
献
：
陸
游
詩
選
（
岩
波
文
庫
）・
中
国
詩
人
選
集
陸
游
（
岩
波
書
店
）・
中
国
名

詩
集
（
岩
波
書
店
）
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条幅揮毫の参考 （11月30日〆切）

道
路 

本も
と 

限
り
な
し　

又
た
応ま

さ

に
何
れ
の
処
に
か
逢
う
べ
き　

流り
ゅ
う
ね
ん年 

虚
し
く
擲な

げ
う

つ
こ
と
莫な

か

れ　

華は
な
は
つ髪 

相
容ゆ

る
さ

さ
ず　

野や

と渡 

波
は
月
を
揺う

ご
か

し　

寒
城 

雨
は

鐘
を
翳お

ぼ
ろ

に
す　

此
の
心 

去ち
ょ
ば馬
に
随
い　

迢し
ょ
う
て
い逓
と
し
て 

重し
ょ
う
ほ
う峰
を
過
ぎ
ん

《
大
意
》
道
路
と
い
う
も
の
は
、
元
来
は
て
し
な
い
も
の
。
ま
た
い
つ
ど
こ
で
出
逢
え
る
も
の
や
ら
。
過
ぎ
行
く
年
月
を
、
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
こ
と
は
な
さ
る
な
。

白
髪
は
い
か
な
る
人
を
も
容
赦
は
し
な
い
も
の
だ
か
ら
。
野
辺
の
渡
し
場
に
、
水
面
の
月
影
は
波
に
揺
れ
動
き
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
城
あ
た
り
か
ら
の
雨
に

か
げ
り
を
帯
び
る
。
こ
の
思
い
、
去
り
行
く
君
の
馬
と
と
も
に
、
は
る
か
彼
方
た
わ
わ
な
る
峰
々
を
越
え
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
方
干
詩
・
途
中
に
し
て
孫
璐
に
別
る
）

寒
風
枯こ

じ
ょ
う條
を
払
い　

落
葉
長ち

ょ
う
は
く陌
を
掩お

お

う

《
大
意
》
寒
風
は
枯
れ
た
枝
を
払
い
、
落
葉
は
長
く
つ
づ
く
あ
ぜ
道
を
掩
う
。（
陶
潜
詩
句
）
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一般部規定課題（11月30日〆切）

佐　

藤　

象　

雲　

書

読
み　

積
水
極
む
べ
か
ら
ず
（
水
が
深
く
積
も
っ
た
海
は
極
め
る
事
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
）

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
、
前
頁
掲
載
の
五
言
句
と
な
り
ま
す
。

・
初
段
以
下
の
方
に
限
り
、
前
半
二
文
字
ま
た
は
後
半
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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一般部規定課題（解説）

連
月
課
題

　王
維
詩

「
送
秘
書
官
晁
監
日
本
国
」

積
水
不
可
極

　　

　積
水
極
む
可
か
ら
ず

安
知
滄
海
東

　
　

　安
ん
ぞ
滄
海
の
東
を
知
ら
ん

九
州
何
處
遠

　
　

　九
州
何
れ
の
処
か
遠
き

萬
里
若
乘
空

　　

　萬
里 

空
に
乗
ず
る
が
若
し

向
國
唯
看
日

　　

　国
に
向
っ
て
惟
だ
日
を
看
る

歸
帆
但
信
風

　
　

　帰
帆 

但
だ
風
に
信
す

鰲
身
映
天
黑

　
　

　鰲
身 

天
に
映
じ
て
黒
く

魚
眼
射
波
紅

　
　

　魚
眼 

波
を
射
て
紅
な
り

郷
樹
扶
桑
外

　

　郷
樹 

扶
桑
の
外

主
人
孤
島
中

　
　

　主
人 

孤
島
の
中

別
離
方
異
域

　　

　別
離 

方
異
域
な
り
て

音
信
若
爲
通

　　

　音
信 

若
為
か
通
ぜ
ん

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
、
前
頁
掲
載
の
五
言
句
と
な
り
ま
す
。

・
初
段
以
下
の
方
に
限
り
、
前
半
二
文
字
ま
た
は
後
半
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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キ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
ウ
セ
キ

ヒ
ャ
ク
グ
ン
シ
ン
ヘ
イ

黄
・
青
・
徐
・
楊
・
兌
・
荊
・
豫
・
染
・
雍
の
九
州
を
禹
は
駆
け
巡
り

治
め
、
秦
の
始
皇
帝
は
諸
国
を
統
一し
て
百
郡
を
秦
の
領
土
と
し
た
。

課題随意参考（11月30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
。

安
いず

んぞ滄海の東を知らん
▪　　▪8



ペン字部課題 細字部課題（11月30日〆切） （11月30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

キ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
ウ
セ
キ

ヒ
ャ
ク
グ
ン
シ
ン
ヘ
イ

黄
・
青
・
徐
・
楊
・
兌
・
荊
・
豫
・
染
・
雍
の
九
州
を
禹
は
駆
け
巡
り

治
め
、
秦
の
始
皇
帝
は
諸
国
を
統
一し
て
百
郡
を
秦
の
領
土
と
し
た
。

佐　

藤　

象　

雲　

書

和　

泉　

溪　

石　

先
生
書

蕪　

村
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臨書の基礎講座（11月30日〆切）

制
。
事
得
禮
儀
。

象

　雲

　臨

『
制
事
得
禮
儀
』

今
月
は
繁
画
な
字
が
続
き
、
特
に
横
画
が
連
続
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
横
画
に
絡
む
縦
線
が
多
彩
で

非
常
に
変
化
に
富
ん
で
表
情
が
豊
か
で
す
。
隷
書
の

原
則
は
水
平
垂
直
で
す
が
、
実
際
に
隷
書
碑
の
数
々

を
見
る
と
、
特
に
縦
画
が
垂
直
に
終
始
し
て
い
る
古

典
は
皆
無
で
す
。
波
磔
を
持
つ
横
画
に
ま
ず
注
目
し

て
し
ま
い
ま
す
が
、
縦
画
の
変
化
は
非
常
に
結
構
に

お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
制
」
こ
の
字
は
禮
器
碑
の
碑
陽
面
に
六
字
あ
り

ま
す
。
他
碑
で
は
活
字
に
あ
る
第
一
画
の

短
い
払
い
が
本
碑
で
は
三
字
に
見
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
碑
面
の
摩
滅
に
よ
る
欠

損
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
事
」
上
部
「
口
」
の
縦
二
画
は
右
に
倒
れ
、

「
ヨ
」
の
右
縦
画
は
篆
書
の
よ
う
に
下
の

横
画
と
結
び
つ
い
て
孤
を
描
い
て
い
ま
す
。

「
得
」
偏
旁
簡
に
ゆ
と
り
が
あ
り
ま
す
。
横
波
は

軽
め
に
。

「
禮
」
旁
の
「
曲
」
の
縦
画
は
向
勢
に
、「
口
」
は

や
や
左
に
流
し
て
い
ま
す
。

「
儀
」
旁
の
上
部
は
漢
碑
の
中
で
も
珍
し
く
金

文
の
羊
の
耳
の
形
で
す
。
横
画
は
や
や
右

上
が
り
で
す
が
、
右
波
磔
で
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
ま
す
。

■
禮ら

い
き
ひ

器
碑
（
後
漢
・
西
暦
一
五
六
年
）
の
臨
書

（21）
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臨書の基礎講座 （11月30日〆切）

『
蓋
聞
二
儀
』

王
羲
之
の
書
は
唐
太
宗
李
世
民
に
よ
っ
て
広
く

流
布
さ
れ
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
李

世
民
が
皇
帝
の
権
威
に
よ
っ
て
王
羲
之
書
を
収

集
し
権
威
付
け
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
て
王
羲
之

（
三
〇
三—

三
六
一
）
は
東
晋
の
書
家
で
唐
太
宗
と

は
約
三
〇
〇
年
の
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

間
の
王
羲
之
の
評
価
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
王
羲
之
の
師
は
衛
夫
人
と
伝
え
ら

れ
、
衛
夫
人
か
ら
後
漢
の
蔡
邕
の
字
を
学
び
、
さ

ら
に
鍾
繇
の
楷
書
を
学
び
、
張
芝
の
草
書
を
学
ん

で
い
ま
す
。
王
羲
之
は
自
ら
「
吾
が
真
書
（
楷
書
）

は
鍾
に
勝
り
、
草
は
故
よ
り
張
に
減
ず
」
と
言
っ

て
い
て
、
こ
れ
が
当
時
の
一
般
的
な
評
価
だ
っ
た

と
見
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
時
代
の

好
尚
の
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
を
書
の
優
劣
に
繋
げ

る
こ
と
は
大
変
危
う
い
こ
と
で
す
。

王
羲
之
書
法
の
偉
大
な
点
は
、
秦
漢
の
篆
隷
を

淵
源
と
し
て
、
東
晋
当
時
に
隆
盛
し
て
い
た
張
・

鍾
の
書
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
、
新
鏡
地
を
開
い

た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
王
羲
之
を
学

ぶ
こ
と
は
難
し
さ
が
伴
い
ま
す
。

今
月
は
「
蓋
聞
二
儀
」
の
四
文
字
を
臨
書
し
ま

す
。
最
後
の
儀
は
前
三
字
と
異
な
り
、
細
線
で
連

綿
さ
せ
て
い
ま
す
。

蓋け
だ

し
聞
く
二
儀
（
像
有
り
）

象

　雲

　臨

■
王
羲
之
・
集
字
聖
教
序
（
唐
・
西
暦
六
七
二
年
）
の
臨
書

（6）
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