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第
57
回

第
57
回

秦
の
始
皇
、
 
方
  士
  徐
  福
 を
 遣
 わ
し
、

ほ
う
 し
 じ
ょ
 ふ
く
 

つ
か

童
男
女
数
千
人
を
 将
 い
て
海
に
入
り
、

ひ
い

 蓬
  莱
 の
神
仙
を
求
め
し
む
れ
ど
得
ず
、

ほ
う
 ら
い

徐
福
  誅
 

ち
ゅ
う

を
 畏
 れ
　
 敢
 え
て
 還
 ら
ず
、

お
そ
 

あ
 

か
え

 遂
 に
此
の
洲
に
 止
 ま
る

つ
い
 

と
ど

（
『
後
漢
書
』
東
夷
列
伝
）

熊 野 灘 遠 景
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熊
野
の
峰
の
前
に
徐
福
の
祠
が
あ
る
。

こ
の
山
い
っ
ぱ
い
に
は
び
こ
る
薬
草
は
、
雨
の
恵
み
を
う
け
て
立
派
に
成
長
し
て
い
る
。

今
の
世
は
東
の
海
も
お
だ
や
か
だ
か
ら
、
万
里
に
吹
き
わ
た
る
よ
い
風
に
乗
っ
て
、
ぜ
ひ

と
も
早
く
中
国
に
帰
ら
れ
よ
。

《
応
　
制
》　
皇
帝
の
命
を
う
け
て
詩
を
作
る
こ
と
。

《
雨
　
餘
》　
雨
の
恵
み
。
ま
た
は
雨
上
が
り
。

《
三
　
山
》　
中
国
東
海
に
あ
る
仙
人
の
島
、
蓬
莱
・
方
丈
・
瀛
洲
の
こ
と
。

応
 制
賦
三
山

       

　
  

お
う
せ
い
さ
ん
ざ
ん
に
ふ
す

 絶
海
中
津
 

ぜ
っ
か
い
ち
ゅ
う
し
ん

熊
野
峰
前
徐
福
祠

満
山
薬
草
雨
餘
肥

只
今
海
上
波
濤
穏

萬
里
好
風
須
早
帰

熊
野
 峰
  前
 　
 徐
  福
 の
 祠
 

ほ
う
 ぜ
ん
 

じ
ゅ
 ふ
く
 

し

満
山
の
薬
草
　
 雨
  余
 に
肥
ゆ

う
 
よ

只
今
　
海
上
　
 波
  濤
 穏
や
か
な
り

は
 と
う

万
里
好
風
　
 須
 ら
く
早
く
帰
る
べ
し

す
べ
か

参
考
文
献
：
漢
詩
の
世
界（
大
修
館
書
店
）・
漢
詩
へ
の
誘
い（
N
H
K
出
版
）　
  　
　
　
　
　

三
山
は
中
国
の
東
海
に
浮
か
ぶ
想
像
上
の
神
仙
の
島
で
す
。
古
書
に
よ
れ
ば
仙
人

が
住
み
、
不
老
不
死
の
霊
薬
が
あ
り
、
金
銀
や
玉
で
作
ら
れ
た
宮
殿
が
建
っ
て
い

た
と
さ
れ
ま
す
。
秦
時
代
、
神
仙
の
術
を
修
め
た
方
士
（
仙
人
の
術
を
行
う
人
・

修
験
者
）
の
徐
福
は
、
始
皇
帝
に
不
老
不
死
の
霊
薬
を
献
上
す
る
と
上
奏
し
、
始

皇
帝
の
命
を
う
け
て
神
仙
の
島
を
探
す
旅
に
出
ま
す
。
こ
の
折
に
数
千
人
の
少
年

少
女
や
多
く
の
技
術
者
を
従
え
た
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
何
年
か
か
っ
て
も

全
く
成
果
が
あ
げ
ら
れ
ず
、
徐
福
は
処
罰
を
恐
れ
て
消
息
を
絶
ち
中
国
に
戻
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

絶
海
中
津
は
日
本
の
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
生
き
た
僧
で
す
。
中

国
明
時
代
の
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
に
禅
を
学
ぶ
た
め
に
中
国
に
渡
り
、
十
年

近
く
中
国
に
滞
在
し
ま
し
た
。
こ
の
詩
は
明
の
太
祖
・
朱
元
璋
に
謁
見
し
た
さ
い

に
作
っ
た
詩
で
す
。
朱
元
璋
は
絶
海
中
津
に
ち
ょ
う
ど
位
置
的
に
日
本
の
方
向
に

浮
か
ぶ
神
仙
の
島
や
、
徐
福
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
で
し
ょ
う
。
前
半
の
二
句
は
そ

れ
に
答
え
て
日
本
に
徐
福
を
祭
る
風
習
が
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

朱
元
璋
は
乞
食
僧
か
ら
身
を
立
て
、
白
蓮
教
徒
の
紅
巾
の
乱
な
ど
に
乗
じ
て
皇
帝

の
座
ま
で
登
り
つ
め
た
明
の
初
代
皇
帝
で
す
。
太
祖
と
な
っ
て
か
ら
は
「
文
字
の

獄
」
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
の
大
虐
殺
や
、
役
人
の
粛
清
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
行
っ

た
暗
君
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
絶
海
中
津
は
「
只
今
海
上
波
濤
穏
や

か
な
り
」
と
太
祖
の
治
世
が
素
晴
ら
し
い
と
賛
美
し
、
そ
し
て
始
皇
帝
を
恐
れ
て

帰
ら
な
か
っ
た
徐
福
に
、
今
は
明
主
が
治
め
る
時
代
だ
か
ら
よ
い
風
に
乗
っ
て
早

く
お
帰
り
と
勧
め
ま
す
。
明
の
太
祖
に
謁
見
し
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
作
っ
た
詩
で

す
が
、
日
本
と
中
国
を
結
ぶ
伝
説
を
題
材
に
太
祖
へ
の
お
世
辞
も
加
え
て
い
ま

す
。
絶
海
中
津
の
機
知
と
才
能
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
詩
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

『
漢
書
』
に
は
徐
福
が
日
本
に
「
百
工
五
種
（
あ
ら
ゆ
る
技
術
と
五
穀
）」
を
も
た

ら
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
熊
野
に
は
捕
鯨
や
農
耕
を
日
本
に
伝

え
た
の
は
徐
福
で
あ
る
と
い
う
伝
説
が
今
な
お
残
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
現
在

各
地
に
徐
福
ゆ
か
り
の
地
が
あ
り
ま
す
が
、
和
歌
山
県
新
宮
の
徐
福
の
墓
や
、
三

重
県
熊
野
市
の
郊
外
波
田
須
の
浦
の
徐
福
を
祭
る
神
社
が
と
く
に
有
名
で
す
。
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《
大
意
》
竹
ぶ
き
の
家
の
周
り
に
雪
が
う
ず
高
く
積
り
、
林
の
道
も
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
梅
花
の
香
り
だ
け
は
ひ
と
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
春
風
が
し
き
り
に
運
ん
で
き
て
は
ま
た
運
び
去
っ
て
ゆ
く
。
（
蒋
錫
震
）

竹
屋
深
雪
を
囲
み
　
林
間
路
の
通
ず
る
無
し
　
暗
香
 留
 ま
り
 住
 ま
ら
ず
　

と
ど
 

と
ど

 多
  事
  是
 

た
 
じ
 
こ
れ

 春
 
し
ゅ
ん

 風
 
ぷ
う

条幅揮毫の参考 （２月２８日〆切）

《
大
意
》
雪
を
帯
び
た
竹
は
寒
そ
う
に
緑
色
垂
れ
、
風
に
吹
か
れ
る
梅
花
は
春
の
暮
れ
に
飛
散
す
る
。
（
林
逋
）

雪
竹
寒
翠
を
 垂
 れ
　
風
梅
晩
春
に
落
つ

た

5
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佐
　
藤
　
象
　
雲
　
書

読
み
　
枯
木
に
再
び
花
を
生
ず
（
枯
れ
木
に
再
び
花
が
咲
く
。
無
心
の
う
ち
に
本
来
持
っ
て
い
る
も
の
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。「
碧
厳
録
」）

一般部規定課題（２月２８日〆切）



猿 猿7

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
。

春星 草堂に 帯 ぶ
お

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

課題随意参考（２月２８日〆切）
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ペン字部課題 （２月２８日〆切） 細字部昇格試験課題 （３月４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

※
今
月
の
月
例
出
品
は
お
休
み
で
す
。

細
字
部
昇
格
試
験
課
題
実
施
要
項

・
左
記
の
三
体
千
字
文
の
一
節
を
所
定
用
紙
に
揮
毫

・
欄
外
に
支
部
・
段
級
・
氏
名
を
明
記
し
て
下
さ
い

・
〆
切
三
月
四
日
（
火
）・
受
験
料
二
、
〇
〇
〇
円

薪
を
指
し
く
べ
る
と
燃
え
尽
き
な
い
よ
う
に
、
絶
え
ず
善
行
を
積
め
ば
幸
は
絶
え
な
い
。

幸
福
は
一
朝
に
来
る
も
の
で
は
な
く
、
吉
事
は
自
然
と
く
る
も
の
で
あ
る
。

略
解

シ
シ
ン
シ
ュ
ウ
コ

エ
イ
ス
イ
キ
ッ
シ
ョ
ウ

音
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臨書の基礎講座（２月２８日〆切）

『
雖
愚
不
惑
』

褚
遂
良
は
虞
世
南
・
欧
陽
詢
よ
り
若
い
た
め
、
二
人

の
長
所
を
と
り
い
れ
な
が
ら
独
自
の
書
法
を
完
成
し

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
初
唐
の
三
大
家
と
い
わ
れ
る
こ

の
三
人
の
中
で
は
一
番
華
麗
典
雅
な
風
趣
を
湛
え
て

い
ま
す
が
、
書
論
を
読
ん
で
み
る
と
唐
時
代
の
評
価

は
毀
誉
相
半
ば
し
て
い
ま
す
。
特
に
「
述
書
賦
」
に

は
「
王
羲
之
の
真
意
を
得
ず
、
当
時
流
行
し
た
が
後

学
者
を
堕
落
さ
せ
た
罪
は
浅
く
な
い
」
と
ま
で
書
か

れ
、
形
式
美
と
技
巧
に
過
ぎ
た
こ
と
が
一
部
の
反
発

を
招
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
大
多

数
の
評
価
は
高
く
、
「
初
唐
の
書
風
を
極
め
て
格
調

高
く
華
麗
優
美
」
と
い
う
評
言
が
適
切
で
す
。

今
月
の
四
文
字
は
例
に
よ
っ
て
細
線
を
主
体
と
し

て
、
線
の
微
妙
な
向
背
の
変
化
と
接
筆
の
工
夫
に

よ
っ
て
明
る
い
結
体
で
す
。

象
　
雲
　
臨

愚
と
 雖
 も
惑
わ
ず
…
…

い
え
ど

■
 
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

（１６）

ち
ょ
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臨書の基礎講座 （２月２８日〆切）

『
常
接
遊
居
屢
』

今
月
は
前
回
よ
り
帖
の
中
程
ま
で
進
ん
で
「
常
接
遊

居
屢
」
の
五
文
字
を
臨
書
し
ま
す
。
こ
の
部
分
は
直

筆
で
綿
々
と
綴
っ
た
細
線
の
絡
み
が
見
事
で
、
狂
草

の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
前
々

号
の
「
古
典
探
訪
」
で
、
張
旭
に
つ
い
て
解
説
し
ま

し
た
が
、
こ
の
「
常
に
遊
居
に
接
し
、
屢
…
…
」
の

く
だ
り
は
、
懐
素
が
若
い
時
に
張
旭
の
家
を
訪
ね

て
、
し
ば
し
ば
激
励
さ
れ
て
筆
法
を
伝
授
さ
れ
た
と

い
う
文
の
一
節
で
す
。

懐
素
の
こ
の
自
叙
帖
は
文
字
の
デ
フ
ォ
ル
メ
が
活
発

で
文
字
群
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
・
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の

様
相
が
激
し
く
変
わ
り
ま
す
。
今
月
の
こ
の
行
は
曲

線
が
非
常
に
美
し
く
、
転
折
で
は
角
を
立
て
ず
に
流

れ
が
自
然
で
す
。
書
を
「
見
る
音
楽
」
と
評
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
線
が
美
し
い
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
奏
で
る
よ
う
で
す
。
急
ぎ
書
き
せ
ず
に
、
緩

急
の
リ
ズ
ム
を
大
切
に
臨
書
し
て
く
だ
さ
い
。

象
　
雲
　
臨

常
に
遊
居
に
接
し
、 屢
 …
…

し
ば
し
ば

■
 懐
  素
 ・
 自
叙
帖
 （
中
唐
・
西
暦
七
七
七
年
）
の
臨
書

か
い
 そ
 

じ
じ
ょ
じ
ょ
う

（８）




