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授
業
で
愉
し
む
漢
詩
創
作
（
上
）「
七
言
一
句
か
ら
始
め
る
漢
詩
の
指
導
」

愛
知
県
立
刈
谷
東
高
等
学
校

全
日
本
漢
詩
連
盟
評
議
員

鈴
木
淳
次

十
年
程
前
、
私
の
漢
詩
創
作
授
業
の
報
告
を
本
誌
一
八
五
号
に
載
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。そ

の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の
小
文
を
参
考
に
し
て
古
典
の
授
業
で
漢
詩
創
作
を
し

た
と
い
う
作
品
集
（
※
２
）
を
京
都
の
高
校
の
Ｍ
先
生
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。
高
校
生

と
し
て
の
日
々
の
思
い
、
自
分
の
将
来
へ
の
期
待
や
不
安
、
眼
前
の
風
物
に
対
す
る
若
々

し
い
感
覚
な
ど
が
、
押
韻
平
仄
と
も
に
整
っ
た
漢
詩
に
素
直
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
て
感
心

し
ま
し
た
。

機
会
が
あ
っ
て
、全
日
本
漢
詩
連
盟
会
長
の
石
川
忠
久
先
生
と
一
緒
に
高
校
を
訪
問
し
、

生
徒
た
ち
と
の
懇
談
の
時
間
も
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ど
の
生
徒
も
漢
詩
の
実
作

へ
の
苦
労
と
と
も
に
、
「
最
後
の
頃
は
、
漢
和
辞
典
を
引
く
こ
と
が
楽
し
く
な
っ
た
」
と

口
に
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
静
岡
の
中
学
校
の
Ｎ
先
生
か
ら
は
昨
年
、
体
育
祭
を
テ
ー
マ
に
、
先
生
ご
自
身

が
（
初
め
て
）
作
っ
た
絶
句
を
用
い
、
転
句
だ
け
を
空
欄
に
し
て
生
徒
に
埋
め
さ
せ
る
と

い
う
句
作
指
導
の
工
夫
、
そ
こ
か
ら
自
由
題
で
の
絶
句
創
作
ま
で
発
展
さ
せ
た
国
語
の
授

業
実
践
も
う
か
が
い
ま
し
た
。

自
由
題
の
作
品
集
（
※
３
）
は
、
サ
ッ
カ
ー
、
ゲ
ー
ム
、
お
笑
い
芸
人
か
ら
幻
想
的
な

空
想
世
界
ま
で
題
材
の
幅
が
広
く
、
現
代
の
中
学
生
の
興
味
や
関
心
、
心
の
動
き
が
感
じ

ら
れ
、
漢
詩
の
一
字
一
字
か
ら
は
「
今
現
在
の
自
分
自
身
」
を
表
そ
う
と
い
う
意
欲
が
に

じ
み
出
て
く
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま
し
た
。

脚
注
：
＊
１
、
＊
２
、
＊
３
と
も
、
筆
者
主
宰
の
漢
詩
サ
イ
ト
「
漢
詩
を
創
ろ
う

桐
山
堂
」

（h
ttp

://to
san

do
.p

tu.jp

）
に
掲
載
。

漢
詩
創
作
は
、
基
本
的
に
唐
の
時
代
に
確
立
さ
れ
た
近
体
詩
の
形
式
に
則
り
、
韻
律
や

文
法
、
用
語
も
そ
の
頃
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
際
に
創
作
指
導
を
試

み
よ
う
と
し
て
も
、
生
徒
以
上
に
教
員
の
方
が
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

形
式
の
整
っ
た
漢
詩
を
完
成
さ
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
つ
い
意
気
込
ん
で
し
ま
い
が

ち
で
す
が
、
「
漢
和
辞
典
の
使
い
方
や
漢
文
の
文
構
造
に
慣
れ
さ
せ
る
」
、
「
漢
字
の
意
味

の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
」
、
あ
る
い
は
「
漢
詩
の
構
成
を
覚
え
て
読
解
に
役
立
て
る
」
な

ど
、
通
常
の
漢
文
指
導
の
中
の
一
つ
の
方
策
く
ら
い
に
考
え
て
始
め
た
方
が
肩
の
力
も
抜

け
ま
す
。

焦
ら
ず
に
、
出
来
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
創
作
指
導
は
長
い
視
野
で
一
歩
ず
つ
手
順
を

踏
む
こ
と
と
、
指
導
者
も
一
緒
に
な
っ
て
創
作
の
過
程
を
楽
し
む
こ
と
が
漢
詩
に
限
ら
ず

肝
要
で
す
。

本
稿
で
は
、
授
業
の
数
分
間
を
利
用
し
、
生
徒
も
教
員
も
取
り
か
か
り
易
い
指
導
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
平
仄
な
ど
の
規
則
の
話
は
次
号
と
し
、
ま
ず
は
七
言
の
句
を
作
っ
て
愉

し
む
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

１

七
言
句
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
る

漢
詩
の
七
言
句
は
原
則
と
し
て
、
二
字
・
二
字
・
三
字
で
切
れ
目
が
で
き
る
（
「
二
・

二
・
三
の
リ
ズ
ム
」
）
の
で
、
そ
の
リ
ズ
ム
感
は
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
押
韻
と

い
う
形
で
句
末
の
字
が
規
定
さ
れ
る
漢
詩
の
句
作
り
の
方
法
に
も
取
り
組
め
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

「
二
・
二
・
三
の
リ
ズ
ム
」
や
押
韻
に
つ
い
て
は
、
授
業
で
漢
詩
を
扱
っ
た
時
に
教
え

て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
両
方
を
理
解
さ
せ
る
に
は
、
私
は
七
言
絶
句
で
句

の
切
れ
目
を
取
り
除
い
た
二
十
八
字
を
示
し
ま
す
。

月
落
烏
啼
霜
満
天
江
楓
漁
火
対
愁
眠
姑
蘇
城
外
寒
山
寺
夜
半
鐘
声
到
客
船

張
継
の
「
楓
橋
夜
泊
」
で
す
が
、
勿
論
、
他
の
詩
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
漢
字
が
ず
ら
ず
ら
と
並
ん
で
い
る
だ
け
で
は
教
員
で
も
意
味
を
つ
か
む
こ

と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
二
十
八
字
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
、
七
言
絶
句
だ
と
判
断
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
七
文
字
ず
つ
四
句
に
分
け
ま
す
と
、
そ
れ
だ
け
で
随
分
意
味
が
取
り
や
す
く
な
る



と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
末
字
を
拾
う
こ
と
で
押
韻
の
位
置
、
働
き
が
わ
か
り
ま
す
。

更
に
、
「
二
・
二
・
三
の
リ
ズ
ム
」
で
少
し
切
れ
目
を
入
れ
れ
ば
、
も
う
高
校
生
で
も

大
体
の
句
意
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

月
落

烏
啼

霜
満
天

（
◎
印
が
押
韻
字
）

◎

江
楓

漁
火

対
愁
眠◎

姑
蘇

城
外

寒
山
寺

夜
半

鐘
声

到
客
船◎

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
、
動
き
や
色
な
ど
視
覚
的
な
変
化
で
示
す
と
、
生
徒

は
よ
り
理
解
が
早
い
で
し
ょ
う
。

２

韻
目
・
韻
字
を
決
め
る

七
言
句
の
作
成
に
戻
り
ま
す
と
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
す
る
も
の
は
、

と
「
二
・
二
・
三
」
で
切
っ
た
七
文
字
分
の
空
欄
で
す
。

韻
目
を
指
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
韻
目
に
属
す
る
韻
字
一
覧
を
添
え
ま
す
。

韻
目
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
生
徒
に
詳
し
く
説
明
す
る
の
は
煩
雑
さ
を
加
え
る
だ
け
で
す
の
で
、「
漢

字
を
唐
の
時
代
の
発
音
で
分
類
し
、
同
じ
発
音
の
字
を
ま
と
め
た
も
の
」
と
い
う
説
明
で

十
分
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
興
味
関
心
を
持
ち
、
意
欲
の
あ
る
生
徒
に
は
発
展
学
習
を

さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

煙
沿
鉛
延
筵
淵
円
鳶
咽
縁
懸
賢
肩
堅
権
虔
拳
乾
県
圏
牽
妍
研
捲
玄
弦
舷
絃
先
千
泉
川

遷
船
鮮
専
穿
鐫
銭
宣
仙
箋
扇
旋
詮
栓
然
全
前
蝉
煎
禅
天
田
巓
伝
年
燃
辺
編
偏
篇
翩
便

鞭
眠
綿
連
憐
蓮
聯
漣
（
「
下
平
声
一
先
」
の
例
）

（
※
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
字
は
複
数
韻
を
持
ち
ま
す
）

３

主
題
は
具
体
的
な
指
示
を
す
る

何
で
も
良
い
か
ら
自
由
に
書
い
て
み
る
、と
い
う
の
は
実
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
す
。

主
題
は
あ
る
程
度
絞
り
、
そ
の
時
そ
の
時
の
季
節
や
行
事
な
ど
を
題
と
し
て
示
し
た
方
が

適
当
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
に
も
、
「
春
」
と
か
「
正
月
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た

題
よ
り
も
、「
春
の
野
山
の
景
色
（
春
日
郊
行
）」
と
か
「
正
月
の
家
族
の
様
子
（
元
日
小

景
）」
な
ど
、
考
え
る
方
向
性
を
規
定
し
た
方
が
作
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

題
材
の
幅
を
狭
く
す
れ
ば
自
由
度
が
減
り
、生
徒
が
発
想
し
難
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
心
配
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
身
近
な
も
の
、
眼
前
の
も
の
に
心
の
目
を
向
け
る

こ
と
か
ら
詩
は
生
ま
れ
ま
す
。
特
に
、
詩
作
（
と
い
う
よ
り
も
漢
作
文
）
に
初
め
て
取
り

組
む
生
徒
が
対
象
で
す
か
ら
、
道
案
内
は
丁
寧
な
方
が
良
い
の
で
す
。

４

韻
脚
表
を
使
う

下
三
字
（
「
韻
脚
」）
を
例
示
し
て
、
そ
の
中
か
ら
選
ば
せ
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、「
春
の
景
色
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
先
ほ
ど
の
韻
字
を

用
い
た
語
群
を
示
し
ま
す
。

［
韻
脚
例
］

ノ

ノ

ノ

ス
ル
ノ

ケ
ン
ト

ノ

夕

陽

天

故

郷

天

暗

江

天

欲

明

天

雨

後

天

○

○

○

○

●

レ

ノ

ナ
ル

ナ
ル

ナ
ル

ナ
ル

薄

暮

天

雨

声

連

緑

相

連

群

壑

連

竹

影

連

●

○

○

●

●

フ

ヲ

シ

ノ

ム

ヲ

ス

ヲ

シ

ノ

掃

晴

煙

雨

如

煙

草

含

煙

鎖

晩

煙

草

似

煙

○

○

○

●

●

二

一

レ

レ

二

一

レ

ク

ブ

ヲ

ノ

ノ

ノ

起

水

煙

雨

帯

煙

杏

花

前

草

堂

前

緑

陰

前

●

●

○

○

○

二

一

ノ

ノ

ノ

ノ

タ
リ

白

梅

前

月

影

前

古

寺

前

千

里

川

百

花

鮮

○

●

●

●

○

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

曲

池

辺

白

雲

辺

柳

堤

辺

水

竹

辺

雨

後

田

○

○

○

●

●

ク

ヲ

ム

ヲ

ル

ヲ

カ
ス

ヲ

ハ
ス

ヲ

引

渓

泉

汲

清

泉

破

昼

眠

驚

午

眠

闘

芳

妍

○

○

●

●

○

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

テ
テ

ヲ

フ

テ
テ

ヲ

フ

フ

タ
リ

シ

レ
ム

隔

林

伝

隔

花

伝

晩

鐘

伝

又

嬋

娟

春

可

憐

○

○

○

○

●

レ

レ

レ

ヒ
ン
ト
：
例
え
ば
下
の
三
字
を
「
白
梅
前
」
と
決
め
た
ら
、
次
に
、
そ
の
白
梅
の
周
辺
の
景
色
を



想
像
し
て
（
「
春
風
」「
緑
柳
」「
鶯
声
」「
泉
水
」
な
ど
）、
上
四
字
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

こ
の
中
か
ら
好
み
の
韻
脚
を
選
び
、七
言
句
の
下
三
字
を
ま
ず
決
め
て
か
ら
上
四
字
（
二

字
＋
二
字
）
を
考
え
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

言
葉
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
自
分
の
気
持
ち
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
印
象
で
、
生
徒
は
違

和
感
を
持
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
自
分
の
心
を
漢
字
で
全
て
表
そ
う

と
す
る
の
は
や
や
欲
張
り
過
ぎ
で
、
心
と
言
葉
を
つ
な
ぐ
練
習
も
必
要
で
す
。
と
同
時
に
、

言
葉
に
よ
っ
て
心
が
開
拓
さ
れ
る
経
験
も
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

韻
脚
例
の
多
く
は
、
高
校
生
の
日
常
生
活
と
は
や
や
離
れ
た
世
界
を
描
い
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
全
く
見
た
こ
と
が
無
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
記
憶
や
知
識
と
し
て

は
多
少
な
り
と
も
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
で
イ
メ

ー
ジ
の
中
で
昇
華
す
る
こ
と
は
、
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
し
、
期
待
し
た
い
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。

と
は
言
っ
て
も
、
生
徒
に
よ
っ
て
は
見
慣
れ
な
い
語
句
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を

教
員
が
あ
ら
か
じ
め
説
明
す
る
の
は
控
え
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
「
何
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
が

合
う
」
、
「
使
っ
て
あ
る
漢
字
が
面
白
い
」
、
そ
れ
で
ス
タ
ー
ト
と
し
て
は
十
分
で
あ
り
、

そ
の
語
を
使
い
た
い
と
思
う
な
ら
ば
き
っ
と
自
分
で
調
べ
始
め
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
同
じ
よ
う
な
句
ば
か
り
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
さ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
上
四
字
に
ど
ん
な
素
材
を
入
れ
る
か
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
は
生
徒

個
々
で
異
な
り
ま
す
。
大
切
な
の
は
、
教
員
の
側
が
似
た
よ
う
な
句
か
ら
ど
れ
だ
け
個
性

を
読
み
取
れ
る
か
、
で
す
。

５

柏
梁
体
聯
句
と
二
句
一
聯

あ
る
程
度
の
数
が
揃
っ
た
ら
、
内
容
を
考
え
て
並
べ
替
え
て
プ
リ
ン
ト
し
ま
す
。
同
じ

韻
脚
が
続
か
な
い
よ
う
に
す
る
だ
け
で
も
、
あ
る
種
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
ま
す
。
天

候
や
場
所
、
時
間
な
ど
の
食
い
違
い
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
逆
に
場
面
の
転
換
に
な
り
ま

す
か
ら
、
一
句
ず
つ
ゆ
っ
く
り
と
読
ん
で
想
像
力
を
フ
ル
に
働
か
せ
ま
し
ょ
う
。

春
暁

鴬
声

白
梅
前

草
廬

戸
前

雨
声
連

◎

◎

雨
晴

梅
発

春
可
憐

千
里

遠
山

雨
如
煙

◎

◎

曙
光

静
閑

汲
清
泉

遅
日

鴬
声

驚
午
眠

◎

◎

桜
桃

万
朶

百
花
鮮

風
鎮

烏
啼

夕
陽
天

◎

◎

こ
の
よ
う
に
毎
句
で
押
韻
し
全
体
を
同
韻
で
通
し
た
も
の
は
「
柏

梁

体
聯
句
」
と
呼

は
く
り
ょ
う
た
い
れ
ん

く

ば
れ
、
今
か
ら
二
千
年
も
昔
、
漢
の
武
帝
か
ら
伝
わ
る
形
式
で
す
。
そ
の
こ
と
を
教
え
れ

ば
、
生
徒
に
は
漢
詩
の
長
い
伝
統
に
加
わ
っ
た
実
感
が
湧
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
第
一
句
と
第
二
句
、
第
二
句
と
第
三
句
、
第
三
句
と
第
四
句
と
い
う
よ
う
に
、

前
後
の
二
句
ず
つ
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
て
連
句
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
、
是
非
、
試
み

て
く
だ
さ
い
。
絶
句
の
前
半
（
起
句
と
承
句
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
詩
は
二
句
を

一
聯
と
し
て
と
ら
え
、
聯
で
一
つ
の
風
景
や
心
情
を
描
き
出
す
の
が
基
本
で
す
の
で
、
絶

句
の
前
半
を
見
て
い
る
よ
う
な
読
み
方
が
で
き
ま
す
。

あ
る
い
は
、
ど
の
句
と
ど
の
句
を
組
み
合
わ
せ
る
と
面
白
い
か
、
と
い
う
投
げ
か
け
も

良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
平
仄
は
整
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
素
材
を
拾
い
出
し
て
、
そ
れ
を
漢

字
（
漢
語
）
で
表
し
た
と
い
う
体
験
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
二
句
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
読

む
感
覚
を
身
に
つ
け
て
お
く
と
、七
言
絶
句
の
起
句
と
承
句
を
作
る
際
に
役
に
立
ち
ま
す
。

６

七
言
三
句
に
も
挑
戦

更
に
、
興
味
が
湧
い
た
生
徒
に
は
、
今
度
は
別
の
韻
脚
で
複
数
句
作
る
よ
う
に
指
導
す

れ
ば
、
絶
句
完
成
に
も
う
一
歩
近
づ
き
ま
す
。

そ
の
場
合
、
同
じ
韻
脚
を
使
う
こ
と
と
し
、
各
句
の
役
割
（
起
承
転
結
）

を
具
体
的
に
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
プ
リ
ン
ト
を
渡
し
ま
す
。

七
言
の
句
は
、
原
則
と
し
て
「
□
□

□
□

□
□
□
」
と
切
れ
ま
す

次
の
①
～
③
の
内
容
で
三
句
、
韻
脚
集
か
ら
下
三
字
を
選
ん
だ
後
、
上
の
四
字
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
「
春
の
花
や
植
物
の
様
子
」

②
「
春
の
野
山
の
景
色
」



③
「
春
を
迎
え
た
自
分
の
気
持
ち
」

※
下
三
字
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
で
異
な
る
も
の
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

①
②
③
の
内
容
は

厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
目
安
と
か
目
標
と
い
う
程
度
で
構
い
ま
せ
ん
。
意
図
と
し
て
は
、

「
起
承
転
結
」
と
い
う
絶
句
の
構
成
を
多
少
意
識
し
て
作
ら
せ
る
た
め
で
、
①
②
は
起
句

と
承
句
に
あ
た
る
と
し
て
あ
る
程
度
似
た
内
容
に
な
る
よ
う
に
、
③
は
結
句
に
な
る
と
想

定
し
て
全
体
の
ま
と
め
に
な
る
よ
う
な
内
容
に
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
指
示
で
す
。
実
際

の
内
容
が
指
示
と
異
な
っ
て
い
て
も
、
絶
句
に
挑
戦
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
仮
に
進
め

ば
、
そ
の
段
階
で
い
く
ら
で
も
修
正
は
で
き
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
、
三
句
作
る
こ
と
で
、
生
徒
が
「
も
う
少
し
で
絶
句
に
な
る
」
と
い
う
気

持
ち
に
な
れ
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
教
員
の
側
が
焦
る
こ
と
は
禁
物
で
す
。
個
別
指
導
な
ら
と
も
か
く
、
多
数
の

生
徒
を
対
象
に
し
た
授
業
で
は
、
三
句
を
作
る
段
階
に
た
ど
り
着
く
時
間
や
興
味
関
心
の

深
さ
は
個
々
に
異
な
り
ま
す
。
生
徒
の
反
応
を
見
な
が
ら
、
季
節
が
変
わ
っ
た
頃
に
新
し

い
韻
目
で
再
挑
戦
さ
せ
、
継
続
的
に
徐
々
に
句
作
り
に
慣
れ
る
よ
う
に
し
て
い
け
ば
良
い

で
し
ょ
う
。

（
以
下
、
次
号
）

◆
「
韻
目
」
「
平
仄
」
な
ど
の
漢
詩
用
語
の
説
明
、
本
稿
で
の
例
示
以
外
の
「
韻
目
韻
字

表
」「
韻
脚
表
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
漢
詩
を
創
る

漢
詩
を
愉
し
む
』（
二
見
書
房
）

か
、
漢
詩
サ
イ
ト
「
漢
詩
を
創
ろ
う

桐
山
堂
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、

ご
質
問
の
メ
ー
ル
も
同
サ
イ
ト
か
ら
。


