
毛
筆
製
作
は
、
熊
野
町
の
み
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
毛
 
 
 

毛
筆
語
壷
と
産
地
 
 

筆
産
地
と
し
て
ほ
、
奈
良
、
豊
橋
あ
る
い
ほ
京
都
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
の
毛
 
 

筆
語
彙
と
の
比
較
は
行
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
地
で
の
毛
筆
語
彙
と
の
親
近
性
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

た
と
え
ば
、
豊
橋
の
毛
筆
業
者
な
ど
は
、
熊
野
町
の
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ボ
ン
マ
ゼ
」
 
の
方
法
に
よ
っ
て
大
量
生
産
を
行
っ
た
と
い
 
 

っ
て
非
難
す
る
。
ま
た
、
自
ら
の
豊
橋
墾
に
対
し
て
は
、
「
ダ
イ
マ
ゼ
」
 
の
方
法
を
と
る
の
で
品
質
は
上
等
で
あ
る
が
、
大
量
生
産
 
 

が
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
豊
橋
筆
の
生
産
量
の
少
な
さ
を
弁
護
す
る
。
非
難
と
弁
護
に
使
用
さ
れ
る
「
ボ
ン
マ
ゼ
」
 
「
ダ
イ
マ
ゼ
」
 
 

と
い
う
混
毛
の
技
法
の
名
称
は
、
奈
良
、
豊
橋
等
と
熊
野
と
の
間
で
全
く
一
致
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

毛
筆
に
か
か
わ
る
語
詞
の
、
地
域
間
で
同
等
性
が
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
の
高
さ
は
、
そ
れ
が
各
地
で
随
所
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
 
 

う
も
の
で
な
い
毛
筆
で
あ
る
だ
け
に
、
か
な
り
高
い
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
毛
筆
製
造
に
か
か
わ
る
技
術
そ
の
も
の
が
伝
承
に
 
 

ょ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
、
今
後
、
各
地
の
比
較
 
 

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

「
筆
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
二
例
し
か
認
 
 
 

筆
と
い
う
詰
 
 

め
ら
れ
な
い
。
 
 

モ
ー
ヒ
ツ
 
毛
筆
 
 

第
〓
早
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
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フ
デ
 
 

㈱
 
毛
筆
語
彙
 
 



Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 
 

「
フ
デ
」
と
「
モ
ー
ヒ
ツ
」
と
は
、
相
異
な
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
ロ
こ
と
ば
と
し
て
は
「
7
デ
」
を
用
い
 
 

る
が
、
他
の
地
域
の
人
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
公
的
な
機
関
へ
の
申
立
て
等
の
用
語
と
し
て
は
「
モ
ー
ヒ
ツ
」
の
形
を
用
い
て
い
 
 

る
。
漢
語
形
が
、
格
式
あ
る
用
語
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
 
 

○
ク
マ
パ
フ
デ
珂
ギ
ヨ
ー
キ
m
－
ド
一
列
ミ
ア
イ
 
熊
野
撃
事
業
協
同
組
合
 
 

の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
熊
野
町
で
の
「
フ
デ
」
と
い
う
語
へ
の
親
し
み
深
い
状
況
が
 
 

よ
く
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

「
フ
デ
」
の
語
は
、
『
日
本
書
紀
』
 
『
古
事
記
』
等
に
は
見
ら
れ
な
い
。
大
宝
律
令
で
は
図
書
寮
に
「
造
築
手
」
を
置
い
た
と
あ
 
 

り
、
ま
た
、
延
書
式
で
は
諸
国
の
別
貢
に
「
筆
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安
時
代
に
は
、
す
で
に
「
ふ
で
」
の
語
は
一
般
的
で
あ
 
 

っ
た
ら
し
い
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
 
 

ふ
で
の
究
う
ち
見
つ
つ
、
こ
ま
や
か
に
苔
き
や
す
ら
ひ
給
へ
る
、
い
と
よ
し
 
（
野
分
）
 
 

の
よ
う
に
、
筆
そ
の
も
の
の
物
の
名
を
示
す
例
が
あ
る
と
同
時
に
、
 
 

い
と
い
た
う
ふ
で
す
み
た
る
気
色
あ
り
て
、
書
き
な
し
給
へ
り
（
梅
枝
）
 
 

の
よ
う
に
筆
で
文
字
を
書
く
こ
と
そ
の
こ
と
を
示
し
た
例
も
存
在
す
る
。
「
筆
」
の
語
が
、
一
般
化
し
て
き
て
、
物
の
名
の
み
な
ら
 
 

ず
、
書
く
こ
と
を
も
表
す
よ
う
に
用
法
を
拡
張
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
「
筆
」
の
語
形
の
出
現
は
遅
い
け
 
 

れ
ど
も
、
中
国
か
ら
文
字
が
伝
来
す
る
こ
ろ
に
相
前
後
し
て
、
こ
の
語
が
形
成
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

り
、
「
ふ
で
」
と
い
う
語
形
に
な
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
語
源
説
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

筆
の
語
源
 
 

「
筆
」
の
語
形
が
、
固
有
の
語
形
で
あ
っ
た
も
の
と
ほ
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
語
の
語
源
に
つ
い
て
、
幾
 
 

つ
か
の
説
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
一
般
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
ふ
み
て
」
か
ら
「
ふ
ん
で
」
と
な
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川
 
ふ
み
て
（
文
手
、
書
手
）
 
の
意
と
す
る
も
の
 
 
 

東
平
年
中
（
九
三
一
～
九
三
八
）
、
源
順
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
『
俵
名
頸
衆
抄
』
、
平
安
末
期
の
菅
原
是
善
著
『
類
衆
名
義
抄
』
、
 
 

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
熊
本
県
菊
池
神
社
の
社
司
で
あ
っ
た
永
田
直
行
著
『
菊
池
俗
言
考
』
な
ど
の
よ
う
な
江
戸
時
代
あ
る
い
は
 
 

そ
れ
以
前
の
古
辞
書
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
次
の
諸
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
以
後
の
学
者
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
て
い
 
 

る
語
源
説
で
も
あ
る
。
 
 

『
国
語
の
語
根
と
そ
の
分
類
』
 
（
大
島
正
使
）
 
 

『
大
言
海
』
 
（
大
槻
文
彦
）
 
 

『
国
語
学
論
考
』
 
（
金
田
一
京
助
）
 
 

「
国
語
の
語
彙
の
特
色
」
 
（
佐
藤
喜
代
治
）
 
 

囲
 
「
フ
ミ
イ
デ
」
の
意
と
す
る
も
の
 
 

『
日
本
釈
名
』
 
 

回
 
幣
束
の
ホ
デ
（
梵
天
）
 
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
と
す
る
も
の
 
 

『
折
口
学
へ
の
招
待
』
 
（
高
崎
正
秀
）
 
 
 

囲
 
秀
文
（
フ
デ
）
 
の
意
と
す
る
も
の
 
 

『
日
本
文
学
説
』
 
（
黒
川
真
横
）
 
 

何
 
「
筆
」
 
の
音
で
あ
る
「
ヒ
ツ
」
 
の
音
転
と
す
る
も
の
 
 

『
国
語
学
通
論
』
 
（
金
沢
庄
三
郎
）
 
 

第
一
章
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
1
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生
活
誌
編
 
 

筆
の
作
製
に
つ
い
て
、
当
地
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

「
輩
を
巻
く
」
の
言
い
方
 
 
 

○
フ
デ
コ
ー
マ
列
。
（
警
苧
。
）
 
 
 

こ
の
「
フ
デ
コ
ー
 
マ
ク
」
の
言
い
方
は
、
毛
筆
一
管
を
完
成
さ
せ
る
全
工
程
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
筆
の
主
要
 
 

部
分
で
あ
る
穂
首
の
完
成
の
み
を
指
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
に
最
も
近
い
例
を
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
古
く
は
、
建
長
二
年
八
月
十
六
日
の
粂
を
記
し
た
 
 

『
弁
内
侍
日
記
』
に
出
て
く
る
。
 
 

又
五
節
の
ま
ね
に
、
宮
内
卿
の
す
け
ど
の
い
だ
し
う
た
せ
ら
る
べ
き
に
て
侍
し
 
（
中
略
）
あ
ま
り
を
そ
く
な
り
て
、
そ
の
坐
も
す
み
侍
り
し
 
 

に
、
左
衛
門
潜
も
、
ち
と
は
お
か
し
げ
に
お
も
ひ
て
ぞ
た
ち
給
に
し
、
い
と
い
と
お
か
し
く
て
、
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
、
弁
内
侍
、
 
 

聞
は
や
す
し
ろ
う
す
や
う
の
折
か
ら
は
い
か
が
い
ふ
べ
き
巻
き
あ
げ
の
筆
 
 

こ
れ
は
、
平
家
物
語
巻
二
殿
上
闇
討
の
事
の
粂
に
出
て
く
る
「
巻
上
筆
」
と
同
じ
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
筆
軸
に
色
 
 

糸
を
も
っ
て
飾
り
た
て
た
筆
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
軸
の
飾
り
立
て
の
方
法
は
、
現
在
で
も
、
有
馬
温
泉
土
産
と
 
 

し
て
売
ら
れ
て
い
る
有
馬
筆
に
見
ら
れ
る
。
熊
野
筆
の
製
造
法
が
有
馬
よ
り
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
伝
承
が
現
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
 
 

る
と
、
「
軸
を
巻
く
」
 
こ
と
を
も
っ
て
筆
の
最
終
的
仕
上
げ
と
す
る
有
馬
筆
の
「
筆
を
巻
く
」
と
い
う
作
業
そ
の
こ
と
を
、
熊
野
に
 
 

お
い
て
筆
の
穂
首
を
作
る
と
い
う
言
い
方
に
転
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
 
 
 

な
お
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
挙
が
古
代
に
お
い
て
紙
巻
に
よ
っ
て
穂
首
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
 
 

と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
紙
に
毛
を
揃
え
広
げ
て
、
そ
れ
を
巻
く
と
い
う
 
 

こ
と
に
ょ
っ
て
筆
を
作
っ
て
い
た
こ
と
す
な
わ
ち
巻
立
法
で
製
作
し
て
い
た
こ
と
は
、
正
倉
院
御
物
の
筆
を
見
て
も
わ
か
る
と
こ
ろ
 
 

で
あ
る
。
「
東
大
寺
正
倉
院
御
宝
庫
御
開
封
記
録
」
 
に
ょ
れ
ば
、
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斑
竹
筆
 
麿
紙
存
 
箋
不
存
 
 

と
あ
る
。
古
い
製
法
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

筆
を
製
作
す
る
こ
と
を
、
日
本
で
は
一
般
に
「
筆
を
結
ふ
」
と
い
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
実
隆
公
記
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
 
 

言
い
方
が
見
ら
れ
る
。
 
 

永
正
三
年
十
一
月
十
九
日
甲
午
、
…
…
箕
工
釆
之
間
、
兎
篭
令
結
之
。
 
 

に
つ
ぼ
じ
し
ょ
 
 
 

ま
た
、
一
K
〇
三
～
一
六
〇
四
年
に
か
け
て
出
来
た
『
日
葡
辞
書
』
に
お
い
て
も
、
「
F
u
d
e
」
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 
 

F
已
e
u
O
笠
（
繁
を
桔
ふ
）
日
本
の
ペ
ソ
 
（
筆
）
を
つ
く
る
。
 
 

し
ょ
く
に
ん
づ
く
し
う
た
あ
わ
せ
 
 
 

室
町
時
代
以
降
で
も
、
「
筆
を
結
ふ
」
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
ご
く
初
め
に
出
さ
れ
た
『
職
人
尽
歌
合
』
 
 

（
俗
称
「
七
十
一
番
歌
合
」
）
に
ょ
る
と
、
 
 

な
び
く
ほ
ど
い
か
が
ゆ
は
ま
し
わ
が
た
め
は
夏
毛
の
ふ
で
の
心
こ
は
さ
を
 
 

の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
「
結
ふ
」
と
「
言
ふ
」
と
を
掛
け
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
詞
に
、
 
 

ふ
で
は
、
ゆ
ふ
ば
か
り
な
く
お
も
し
ろ
く
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
「
筆
を
結
ふ
」
の
言
い
方
が
正
統
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

ま
ん
き
ん
き
ん
ぎ
よ
う
ぷ
く
ろ
 
 
 

こ
の
言
い
方
は
、
一
入
世
紀
前
半
の
人
三
宅
也
釆
の
著
わ
し
た
『
万
金
産
業
袋
』
に
も
、
 
 

総
じ
て
筆
の
ゆ
ひ
や
う
ほ
…
・
‥
 
 
 

と
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
ま
た
、
幕
末
近
く
な
っ
て
も
、
「
筆
結
」
の
語
形
が
認
め
ら
れ
る
。
広
島
藩
領
に
つ
い
て
物
産
調
査
を
し
た
際
の
帳
跨
 
 

が
、
「
御
領
分
諸
色
有
物
帳
」
（
浅
野
長
愛
氏
所
蔵
、
広
島
市
立
中
央
囲
讃
館
寄
託
）
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
本
帳
は
、
元
治
元
年
（
一
 
 

節
一
章
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
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八
六
四
）
 
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
節
に
、
筆
司
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 
 

一
 
筆
給
仕
恢
 
 

但
絵
筆
は
け
ハ
上
方
よ
り
下
り
申
候
 
 

研
臣
町
 
寺
崎
硯
兵
衝
 
 

立
 
町
 
吉
野
小
平
次
 
 

外
 
 
 
拾
七
人
 
 

内
 
町
方
 
拾
五
人
 
 

新
開
方
 
弐
人
 
 
 

こ
の
記
述
か
ら
広
島
藩
内
の
毛
司
が
、
こ
の
二
軒
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
筆
桔
」
の
語
が
用
 
 

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
注
目
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
明
治
近
く
で
も
、
筆
結
と
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
筆
桔
」
 
 

の
言
い
方
は
、
幕
末
に
お
い
て
も
、
や
は
り
共
通
語
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
教
示
を
う
け
た
。
そ
れ
は
、
広
島
市
公
文
書
館
の
井
野
美
津
子
 
 

氏
（
熊
野
町
史
執
筆
者
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
浅
野
家
が
か
つ
て
広
島
に
移
封
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
文
書
に
、
「
葉
巻
 
 

司
」
の
語
を
見
た
と
の
記
憶
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
同
氏
に
、
以
後
そ
の
文
書
の
追
究
を
依
頼
し
た
が
、
未
だ
に
明
ら
か
に
で
き
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
「
筆
司
」
と
は
異
な
る
特
異
な
語
で
あ
っ
た
た
め
に
、
記
憶
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
古
く
か
ら
の
紙
を
利
用
し
た
巻
立
法
に
よ
っ
て
有
芯
筆
を
作
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
 
 

が
成
立
し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
い
方
は
、
紀
州
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
ご
く
地
方
色
の
濃
 
 

い
言
い
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
昭
和
六
十
年
二
月
、
広
島
大
学
文
学
部
文
学
科
に
提
出
さ
れ
た
、
辻
田
寿
子
氏
の
卒
業
論
文
『
広
島
県
安
芸
都
熊
野
町
方
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言
に
お
け
る
筆
作
り
語
彙
の
体
系
的
研
究
』
に
ょ
る
と
、
巻
立
法
が
熊
野
町
で
も
明
治
中
期
ご
ろ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
 
 

め
、
「
葦
巻
」
の
言
い
方
が
あ
り
え
た
か
と
し
、
更
に
、
現
在
で
も
、
「
列
ケ
（
上
毛
）
」
を
「
珂
ン
（
芯
）
」
に
巻
き
つ
け
た
り
、
焼
 
 

き
締
め
る
た
め
に
穂
首
の
根
元
を
麻
糸
で
く
く
り
つ
け
た
り
す
る
作
業
か
ら
、
「
マ
列
」
と
い
う
作
業
を
連
想
し
や
す
く
、
異
和
感
 
 

が
も
た
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
作
業
上
の
感
覚
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
巻
立
法
」
 
 

そ
の
こ
と
が
、
か
な
り
近
年
ま
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
私
の
調
査
で
も
、
熊
野
町
で
、
大
正
初
年
に
巻
く
人
 
 

が
あ
っ
た
と
い
う
人
が
あ
り
、
ま
た
同
じ
安
芸
郡
下
の
毛
筆
産
地
の
川
尻
町
で
も
、
大
正
十
年
ご
ろ
ま
で
需
要
に
応
じ
て
作
製
し
て
 
 

い
た
人
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
巻
立
法
が
、
か
な
り
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
熊
野
町
で
も
川
尻
町
で
も
、
 
 

「
筆
巻
」
の
語
詞
が
存
立
し
え
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
が
、
筆
の
穂
首
製
作
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
工
程
か
ら
し
て
、
特
に
奇
異
 
 

な
感
じ
を
与
え
る
言
い
方
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
巻
上
筆
」
の
言
い
方
に
由
来
す
る
か
あ
る
い
は
挙
止
法
に
由
 
 

来
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
「
筆
を
巻
く
」
と
い
う
言
い
方
が
、
熊
野
町
に
お
い
て
一
般
化
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
、
充
分
な
蓋
然
性
 
 

が
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
「
筆
を
結
ふ
」
の
言
い
方
ほ
、
「
髪
を
結
ふ
」
な
ど
の
「
結
ふ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
 

毛
を
ま
と
め
る
と
い
う
言
い
方
か
ら
成
立
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は
、
そ
の
言
い
方
が
、
穂
首
の
製
作
に
の
み
使
わ
れ
る
も
 
 

の
な
の
か
、
あ
る
い
は
筆
全
体
の
完
成
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
も
の
な
の
か
、
判
然
と
し
え
な
い
。
し
か
し
、
筆
の
生
命
で
あ
る
穂
首
 
 

の
重
要
さ
か
ら
す
れ
ば
、
「
結
ふ
」
の
言
い
方
は
、
穂
首
に
つ
い
て
い
う
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の
と
だ
け
は
推
察
さ
れ
よ
う
。
現
状
 
 

に
お
い
て
は
、
「
筆
巻
」
と
「
筆
結
」
と
は
、
方
言
形
と
共
通
語
形
と
の
対
立
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
。
 
 

筆
は
鞘
を
除
く
と
、
い
わ
ゆ
る
筆
本
体
の
部
分
が
残
る
。
そ
の
筆
の
本
体
の
部
分
は
、
さ
ら
に
、
次
の
二
語
に
 
 

輩
の
構
成
部
分
 
 

第
一
茸
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
1
 
 

細
分
さ
れ
る
。
 
 

65   



Ⅰ
 
生
活
誌
稲
 
 
 

村
ク
ビ
 
穂
首
 
 

ジ
ク
 
 
軸
 
 
 

こ
の
よ
う
に
筆
は
、
毛
房
状
の
部
分
す
な
わ
ち
「
ホ
ク
ビ
」
と
細
長
い
竹
状
の
部
分
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
筆
 
 

の
う
ち
、
穂
首
の
部
分
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
製
作
に
当
た
っ
て
は
高
度
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 
 

「
ホ
ク
ビ
」
の
語
ほ
、
通
常
稲
の
穂
の
部
分
す
な
わ
ち
稲
穂
の
房
状
の
部
分
を
指
し
て
い
う
。
あ
ぇ
い
ほ
、
時
に
槍
等
の
先
の
部
 
 

分
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
筆
の
「
穂
」
の
部
分
す
な
わ
ち
そ
の
先
端
を
毛
房
の
部
分
に
相
当
す
る
と
認
め
た
た
め
に
、
こ
の
名
称
が
 
 

生
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
軸
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
ジ
ク
」
と
呼
称
す
る
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
「
綻
修
東
大
寺
正
倉
院
文
書
三
十
こ
に
所
 
 

収
さ
れ
て
い
る
天
平
宝
字
三
年
六
月
二
十
八
日
の
紙
背
に
、
 
 

四
百
文
菟
毛
筆
十
管
 
 

と
あ
る
。
筆
は
、
「
管
」
の
助
数
詞
で
数
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
筆
の
和
が
管
状
の
も
の
で
作
ら
れ
て
 
 

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
六
〇
三
年
、
キ
リ
シ
タ
ン
伴
天
 
 

に
つ
ば
じ
し
ょ
 
 

連
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
「
↓
苫
i
（
対
）
」
の
項
に
、
 
 

F
u
d
e
 
i
t
t
で
i
（
筆
一
対
）
一
組
の
ペ
ソ
 
［
筆
〕
。
 
 

と
あ
る
。
室
町
期
に
お
い
て
は
、
す
で
に
筆
が
「
対
」
の
助
数
詞
で
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
 
 

在
、
熊
野
町
で
も
、
筆
を
数
え
る
助
数
詞
と
し
て
、
「
珂
イ
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
室
町
時
代
以
前
の
呼
称
を
伝
承
し
 
 

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

筆
の
軸
を
「
管
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
筆
の
異
名
と
し
て
、
『
日
葡
辞
書
』
に
次
の
よ
う
な
語
を
載
せ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
ろ
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こ
れ
ら
の
各
語
は
、
い
ず
れ
も
漢
語
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
管
成
子
」
と
す
る
も
の
は
、
筆
の
軸
に
注
目
し
た
 
 

命
名
で
あ
る
。
「
鼠
尾
」
は
、
穂
先
の
毛
の
種
顆
に
注
目
し
た
命
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
管
の
名
が
軸
 
 

ご
う
け
し
だ
い
 
 

部
分
の
こ
と
を
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。
ま
た
、
大
江
匡
房
著
の
『
江
家
次
第
』
四
、
正
月
、
除
目
の
粂
に
、
 
 

筆
不
r
用
二
丹
管
斑
竹
等
一
 
 

と
あ
る
。
漢
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
管
」
 
の
語
を
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

え
き
り
ん
ば
ん
せ
つ
よ
う
し
ゆ
り
 
 
 

室
町
末
期
慶
長
初
年
に
成
立
し
、
板
木
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
易
林
木
節
用
集
』
に
お
い
て
は
、
 
 

ツ
カ
 
同
 
同
 
 

柄
岡
管
筆
 
 

と
載
せ
て
い
る
。
「
管
」
が
訓
読
さ
れ
る
時
に
は
、
「
つ
か
」
の
語
形
で
読
ま
れ
た
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
つ
か
」
 
の
語
形
は
、
既
に
平
安
中
期
（
t
0
0
0
年
ご
ろ
）
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
 
 

御
車
の
も
と
ち
か
き
こ
れ
み
つ
、
承
り
や
し
っ
ら
む
、
さ
る
召
し
も
や
と
例
に
な
ら
い
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
ま
う
け
た
る
つ
か
み
 
 

じ
か
き
ふ
で
な
ど
、
御
幸
と
ど
む
る
と
こ
ろ
に
た
て
ま
つ
れ
り
。
（
湾
痍
）
 
 

こ
ん
じ
や
く
も
の
が
た
り
し
ゆ
う
 
 
 

ま
た
、
平
安
末
期
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
三
十
に
お
い
て
も
、
「
大
キ
ナ
ル
華
僑
二
入
レ
テ
」
と
あ
る
。
中
世
末
期
成
 
 

し
ょ
く
に
ん
づ
く
し
う
た
あ
わ
せ
 
 

立
の
『
職
人
尽
歌
合
』
に
お
い
て
も
、
 
 

第
一
茸
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
 
 

う
か
。
 
 

C
h
P
H
O
C
u
n
 
 

Q
u
a
n
j
巴
i
 
 

Q
u
賀
j
警
仁
 
 

S
O
b
i
 
 

（
中
書
君
）
 
 

（
管
城
子
）
 
 

（
管
城
子
）
 
 

（
鼠
尾
）
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Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

筆
づ
か
に
切
り
つ
づ
め
た
る
さ
き
竹
の
長
き
夜
し
ら
ず
月
を
見
る
栽
 
 
 

の
歌
を
あ
げ
、
そ
の
判
詞
と
し
て
、
 
 

筆
づ
か
に
切
り
つ
づ
め
た
る
と
い
ひ
て
、
す
ゑ
に
な
が
き
夜
し
ら
ぬ
と
よ
め
る
た
く
み
也
 
 

と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
「
筆
づ
か
」
 
の
語
が
「
軸
」
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
 
 

そ
う
ご
お
お
ぞ
う
し
 
 
 

大
永
八
年
（
一
石
二
一
八
）
伊
勢
貞
頼
著
の
、
有
職
故
事
の
書
で
あ
る
『
宗
五
大
草
紙
』
の
「
色
々
の
事
」
 
の
粂
に
は
、
 
 

l
、
主
人
へ
筆
を
参
ら
せ
慌
は
、
ぢ
く
の
万
を
右
の
手
に
て
差
出
す
べ
し
。
又
筆
の
ぢ
く
の
長
さ
の
事
、
其
の
物
は
四
寸
弐
分
、
行
の
物
は
四
 
 

寸
八
分
、
革
の
物
は
五
寸
弐
分
と
い
へ
り
。
 
 

け
ふ
き
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
筆
の
 
「
軸
」
の
言
い
方
の
成
立
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
江
戸
初
期
の
寛
永
十
五
年
、
松
江
童
顔
著
『
毛
吹
 
 
 

草
』
に
お
い
て
も
そ
の
巻
四
で
、
「
薩
摩
」
 
の
名
物
と
し
て
、
 
 

黒
檀
細
工
 
 
筆
の
竺
 
 
 

と
し
て
い
る
。
『
宗
五
大
草
紙
』
の
例
の
よ
う
に
、
書
く
べ
き
文
字
に
よ
っ
て
軸
の
長
さ
の
違
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
 
 

し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

軸
の
素
材
は
 
 
 

タ
珂
 
竹
 
 
 

割
 
 
 

木
 
 

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
が
「
タ
ケ
」
で
あ
る
。
「
キ
」
の
軸
ほ
、
か
つ
て
は
相
当
の
大
筆
で
な
い
か
ぎ
 
 

り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
近
来
で
ほ
学
童
用
の
も
の
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

軸
の
末
端
に
あ
る
飾
り
は
、
牛
骨
、
黒
檀
等
で
作
ら
れ
て
い
た
。
後
に
セ
ル
ロ
イ
ド
と
な
り
、
現
在
で
は
合
成
樹
脂
系
の
も
の
が
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用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
牛
骨
に
由
来
す
る
、
 
 

コ
 
ツ
 
 
 

と
い
う
言
い
方
を
も
っ
て
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
筆
の
附
属
品
と
し
て
、
筆
帽
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
 

サ
刊
 
 

刈
プ
セ
 
 

キ
ヤ
ッ
プ
 
 

ヰ
ル
 
 

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
外
来
語
の
「
キ
ャ
ッ
プ
」
の
語
な
最
も
多
く
用
い
る
。
「
セ
ル
」
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
「
引
シ
ノ
 
 

カ
ワ
」
（
葦
の
皮
）
を
も
っ
て
撃
帽
に
し
て
い
た
も
の
が
、
後
に
セ
ル
ロ
イ
ド
系
の
も
の
に
変
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
 
 

う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
 
 
 

「
サ
ヤ
」
の
語
形
は
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
養
か
ら
治
承
年
間
（
一
一
四
四
～
一
一
八
一
）
 
に
善
か
れ
た
 
 

い
ろ
は
じ
る
い
し
ト
T
う
 
 

と
さ
れ
る
橘
忠
兼
著
『
伊
呂
波
字
炉
抄
』
の
雑
の
部
に
、
 
 

筆
筒
 
フ
デ
ノ
サ
ヤ
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 

は
、
書
き
表
わ
さ
れ
る
べ
き
文
字
の
形
体
に
よ
っ
て
「
仮
名
用
筆
■
楷
書
用
筆
・
行
書
用
筆
・
草
書
用
筆
」
の
名
も
あ
る
。
さ
ら
に
 
 

第
一
葦
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
 
 
 

輩
の
種
類
 
 

筆
の
種
類
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
毛
筆
を
ど
の
角
度
か
ら
見
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
 
 

る
。
た
と
え
ば
、
需
要
家
の
力
量
に
応
じ
て
、
「
初
心
者
用
筆
、
中
級
者
用
筆
」
の
よ
う
な
命
名
も
あ
る
。
あ
る
い
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生
活
誌
編
 
 

は
、
毛
の
種
類
、
毛
の
長
さ
に
よ
っ
て
別
の
名
が
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
狸
毛
筆
・
願
毛
筆
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
羊
 
 

の
場
合
で
あ
る
と
「
純
羊
竜
細
光
鋒
筆
（
中
鋒
）
（
長
錐
）
」
の
よ
う
な
羊
の
ど
の
部
位
の
毛
に
よ
っ
て
穂
首
が
作
ら
れ
て
い
る
か
と
 
 

い
う
よ
う
な
立
場
で
命
名
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
命
名
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
筆
司
と
い
わ
れ
る
 
 

人
た
ち
が
用
い
て
い
る
の
は
、
毛
の
種
類
、
毛
の
部
位
、
毛
の
長
さ
を
表
わ
す
こ
と
ば
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
筆
の
命
名
と
 
 

し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

当
町
で
の
実
の
種
額
を
区
分
す
る
用
語
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

刃
イ
ヒ
ツ
 
 
水
筆
 
 

ネ
ソ
セ
一
 
 

年
生
 
 

○
ネ
ソ
d
H
リ
ユ
ー
ナ
ー
 
ガ
ク
ド
ー
・
ヨ
ー
可
－
パ
〓
。
（
年
生
と
い
う
の
は
学
童
用
よ
ね
J
 
 

O
呵
ク
ビ
ュ
ー
ノ
町
デ
 
カ
タ
メ
列
尋
ル
 
7
デ
ノ
 
コ
〓
 
ヨ
ハ
㌧
（
穂
首
を
糊
で
固
め
て
い
る
筆
の
こ
と
よ
ね
。
）
 
 
 

門
川
カ
キ
 
 
真
書
き
 
 カ

ク
 
7
デ
 
可
－
。
（
小
さ
な
字
を
書
く
筆
よ
。
）
 
 

○
コ
可
－
ジ
ュ
ー
 
 

メ
ソ
引
 
 

面
相
 
 

○
エ
カ
刊
ガ
 
カ
ワ
ノ
 
サ
ン
 
カ
ク
 
ト
キ
ニ
ッ
カ
中
ソ
ジ
ャ
ソ
ー
ナ
。
（
絵
書
が
薪
の
線
を
書
く
時
に
使
う
の
だ
そ
う
だ
。
）
 
 

カ
イ
チ
モ
 
1
皿
＝
ガ
ン
 
カ
ケ
寸
ス
 
列
。
（
そ
れ
で
も
字
を
書
い
て
も
、
よ
く
吾
け
ま
す
よ
。
）
 
 
 

○
ホ
男
モ
 
ヨ
ー
 
 

ペ
ニ
可
デ
 
 
 

紅
筆
 
 

ガ
ヒ
ツ
 
 

画
筆
 
 

ケ
ヨ
パ
ケ
 
化
粧
ば
け
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ア
ブ
ラ
サ
シ
 
 
油
さ
し
 
 
 

昭
和
二
十
年
以
前
に
、
熊
野
町
で
主
と
し
て
生
産
さ
れ
た
筆
は
、
「
水
筆
」
「
年
生
」
「
真
書
き
」
 
「
面
相
」
の
四
種
で
あ
っ
た
。
 
 

「
紅
筆
」
以
下
の
語
が
そ
の
用
途
を
中
心
に
し
た
命
名
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
従
来
か
ら
の
生
産
品
の
命
名
に
は
そ
の
由
来
の
 
 

不
明
な
も
の
が
多
い
。
 
 

か
い
き
 
 
 

こ
の
う
ち
、
水
筆
は
、
江
戸
後
期
の
京
都
の
近
衛
家
の
侍
医
で
あ
っ
た
山
科
道
安
の
著
『
塊
記
』
に
出
て
く
る
語
形
で
あ
る
。
 
 

享
保
十
二
年
五
月
晦
日
、
参
院
、
昨
日
右
大
将
ノ
御
参
リ
ニ
テ
松
下
鬼
揆
ガ
水
筆
卜
申
ス
ハ
イ
カ
ヤ
ウ
ノ
筆
ニ
テ
慌
ヤ
、
窺
ヒ
タ
キ
ヨ
シ
ヲ
 
 

申
ス
ト
、
仰
ラ
レ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
ソ
レ
ハ
見
楔
ガ
ツ
ネ
ニ
見
ル
苔
二
出
ク
ル
コ
ト
ナ
ガ
ラ
、
面
々
ノ
カ
ヲ
用
ヒ
ヌ
コ
ト
ニ
ハ
気
ガ
ツ
カ
ヌ
モ
ノ
 
 
 

ユ
ヘ
ナ
リ
、
ソ
レ
ハ
五
雑
如
こ
出
デ
テ
シ
ン
ナ
シ
筆
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
総
ジ
テ
漢
名
ノ
立
チ
ャ
ウ
ガ
、
日
太
人
ノ
思
入
ト
ハ
ア
チ
ラ
コ
テ
ラ
ナ
ル
 
 

コ
ト
多
シ
、
是
ナ
ド
モ
心
ナ
シ
心
ア
リ
上
不
処
ナ
ラ
バ
、
義
ハ
タ
タ
ズ
、
心
ア
ル
ハ
塁
二
染
メ
テ
ツ
カ
フ
、
心
ナ
シ
芸
蟹
ノ
類
ハ
水
ニ
ソ
ソ
ギ
 
 

チ
ッ
カ
7
ユ
ユ
ニ
、
水
筆
卜
云
ナ
ル
べ
シ
 
 

こ
こ
に
、
「
水
筆
」
の
語
は
出
現
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ほ
無
芯
筆
で
あ
っ
て
、
画
筆
の
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
熊
野
 
 

町
で
い
う
「
水
筆
」
は
、
手
紙
や
文
書
を
書
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
、
穂
首
一
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
、
そ
の
径
七
～
八
ミ
リ
は
ど
の
筆
 
 

の
こ
と
で
、
日
常
よ
く
使
用
す
る
筆
で
あ
る
。
学
童
用
の
筆
を
特
に
「
年
生
」
と
命
名
し
た
た
め
、
同
様
の
フ
ノ
リ
固
め
の
箕
で
あ
 
 

っ
て
も
、
こ
れ
を
特
に
「
水
筆
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

『
塊
記
』
の
記
述
ほ
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
、
な
お
日
本
に
お
い
て
、
一
般
の
書
道
用
筆
と
し
て
は
有
芯
筆
が
用
い
ら
 
 

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
既
に
宋
代
（
九
六
〇
～
一
二
七
九
）
ご
ろ
か
ら
、
無
芯
筆
が
用
い
ら
れ
て
 
 

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
水
筆
の
名
は
、
無
芯
撃
の
方
が
墨
水
を
よ
く
含
む
意
か
ら
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
年
生
」
の
語
は
、
学
童
用
の
意
か
ら
、
「
一
年
生
」
な
ど
の
語
を
基
に
し
て
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
命
名
の
由
来
は
わ
 
 

第
一
章
 
能
…
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
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Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 
 

か
り
に
く
い
。
 
 

な
お
、
そ
の
ほ
か
筆
の
大
き
さ
に
よ
る
命
名
も
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

オ
サ
フ
デ
 
 
親
筆
 
 

コ
フ
男
 
 
 

子
筆
 
 
 

「
コ
フ
デ
」
は
「
小
筆
」
の
こ
と
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
オ
刊
フ
デ
」
の
言
い
方
が
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
子
筆
」
 
 

の
意
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

コ
フ
列
ソ
 
ナ
ル
。
（
水
筆
ほ
子
筆
に
な
る
。
）
 
 
 

○
刃
イ
ヒ
ツ
ァ
ー
 
 

こ
れ
は
、
水
筆
の
筆
の
形
状
を
子
筆
に
区
別
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
表
現
で
あ
る
。
 
 
 

フ
一
列
デ
 
太
筆
 
 
 

タ
イ
ヒ
 
 

大
筆
 
 

イ
ー
マ
ス
。
（
太
撃
と
い
う
と
、
大
筆
の
こ
と
空
一
口
い
ま
す
。
）
 
 
 

○
フ
ト
可
デ
 
ュ
ー
タ
ラ
 
タ
イ
ヒ
ツ
ノ
 
コ
〓
－
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
筆
を
形
状
か
ら
命
名
す
る
場
合
に
は
、
「
大
筆
」
 
の
も
の
に
つ
い
て
の
呼
称
の
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
大
筆
 
 

が
日
常
用
の
筆
で
な
か
っ
た
だ
け
に
、
特
に
注
意
さ
れ
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
水
筆
」
「
年
生
」
「
真
書
」
「
面
相
」
は
、
通
常
、
穂
首
を
糊
で
固
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
書
家
等
は
、
大
書
に
ふ
さ
わ
し
い
、
 
 

穂
首
を
糊
で
固
め
て
い
な
い
筆
を
好
む
。
こ
の
よ
う
な
筆
を
、
 
 

サ
パ
キ
 
 
さ
ば
き
 
 

バ
ラ
 
 

ば
ら
 
 

の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
を
穂
首
の
毛
の
形
状
に
着
目
し
た
命
名
で
あ
る
。
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7
 
筆
司
の
力
量
 
 
 

「
7
列
シ
ノ
 
ウ
ぎ
が
第
一
に
必
要
と
さ
れ
る
。
で
は
筆
司
の
力
量
と
は
、
ま
ず
、
原
毛
の
「
セ
ヨ
」
が
で
き
る
こ
と
、
 
 

す
な
わ
ち
毛
を
「
ソ
1
副
ヰ
ル
」
（
精
選
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 
 

イ
 
材
 
 

料
 
 
 

材
料
の
原
毛
は
、
「
ケ
サ
」
（
原
毛
問
屋
）
か
ら
購
入
す
る
。
原
毛
が
、
ど
の
よ
う
な
筆
の
、
ど
の
部
分
に
使
用
す
べ
き
も
の
で
あ
 
 

る
か
も
大
切
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
通
史
編
第
七
草
第
二
節
に
述
べ
て
い
る
（
七
三
六
～
七
四
二
ペ
ー
ジ
）
。
た
だ
、
 
 

ど
の
毛
も
獣
毛
で
あ
る
か
ぎ
り
、
鹿
毛
を
除
い
て
「
7
可
ゲ
」
を
よ
し
と
し
て
い
る
。
鹿
毛
は
、
「
ナ
叫
ゲ
」
の
ほ
う
が
、
「
ワ
列
」
 
 

サ
イ
コ
ウ
ホ
ー
ソ
コ
ー
ホ
ー
ジ
℡
－
ノ
メ
 
 

（
綿
毛
）
が
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
羊
毛
は
、
通
史
編
の
七
三
七
ペ
ー
ジ
に
見
た
よ
う
に
、
細
光
鋒
、
粗
光
鋒
、
上
爪
 
 

◆
－
 
 鋒

な
ど
、
部
位
に
よ
る
下
位
名
称
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
名
称
は
、
す
べ
て
漢
語
由
来
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

鹿
毛
で
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
の
表
に
掲
げ
た
よ
う
な
部
位
名
称
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
羊
毛
の
場
合
、
首
か
ら
背
筋
の
細
光
鋒
を
最
良
と
し
た
の
に
対
し
、
鹿
毛
で
は
「
下
腹
」
の
毛
 
 

が
良
し
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

第
l
茸
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
熊
野
町
で
の
毛
筆
の
種
額
に
対
す
る
命
名
は
、
生
産
者
の
立
場
か
ら
の
命
名
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仕
向
先
別
 
 

の
要
求
に
対
応
し
た
命
名
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
町
の
文
房
具
店
等
で
は
、
「
大
筆
」
か
「
小
筆
」
あ
る
い
は
、
穂
首
 
 

の
毛
の
種
類
や
軸
の
形
状
に
着
目
し
て
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
熊
野
町
で
は
全
く
異
な
る
命
名
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
 
 

は
、
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

毛
筆
評
価
体
系
の
構
造
 
 

ど
の
よ
う
な
毛
筆
を
高
く
評
価
す
る
の
か
、
こ
れ
を
評
価
の
体
系
に
従
っ
て
記
述
し
て
み
る
と
次
の
よ
 
 

う
に
な
る
。
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り
、
「
キ
レ
ゲ
」
を
取
り
去
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
製
作
さ
れ
た
筆
も
、
穂
首
の
形
が
大
切
で
あ
る
。
箕
先
を
形
成
す
る
毛
、
す
な
わ
ち
「
イ
ノ
列
 
 

ゲ
」
 
「
イ
勲
ノ
ケ
」
 
「
ノ
列
」
 
「
刊
ラ
」
あ
る
い
は
「
サ
判
」
と
呼
ば
れ
る
毛
と
、
そ
れ
以
下
の
「
シ
列
」
と
呼
ば
れ
る
「
↓
ノ
 
 

ケ
」
以
下
の
毛
と
が
、
毛
筆
の
機
能
の
良
否
を
決
定
す
る
と
同
時
に
毛
筆
の
形
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
「
イ
ノ
列
ゲ
」
 
 

（
命
毛
）
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
毛
の
状
況
を
、
「
イ
列
ノ
ケ
」
（
一
の
毛
）
「
ノ
叫
」
（
野
毛
）
「
刊
ラ
」
（
ち
ら
）
「
叫
キ
」
（
先
）
な
 
 

ど
と
、
機
能
、
位
置
、
あ
る
い
は
毛
の
出
自
や
穂
首
中
で
の
分
散
状
況
等
に
も
と
づ
い
て
、
細
か
く
言
い
分
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
も
、
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
、
こ
の
毛
の
評
価
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

シ タ サ シ ミ ア ア シ ア イ  名  
■ 

言デ」ニ三’主1三】亨】…L 称   
」    J   

首  耳  首 下  腹   部  
尾壷胴胴i首 腹   

ノ拓  く頃   毛 部  毛   位  

茶  こ 自  縛   
白 茶白茶茶   色  

色 色  茶   

優  良   毛   
悪 悪 悪 悪 良 良 艮 良  い   の 良   

毛  毛   否  

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
狸
」
で
は
首
か
ら
肩
の
毛
が
、
「
猫
」
で
は
背
筋
 
 

の
毛
が
用
い
ら
れ
、
毛
の
下
位
呼
称
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
。
 
 

こ
れ
に
対
し
、
羊
毛
や
鹿
毛
が
以
上
の
よ
う
に
多
く
の
名
称
を
所
有
 
 

し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
毛
が
、
毛
筆
製
作
上
、
有
用
な
毛
で
 
 

あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
漢
語
由
来
の
羊
毛
に
対
し
、
鹿
毛
は
和
語
由
来
の
名
称
を
 
 

多
く
も
っ
て
い
る
。
鹿
毛
が
日
本
在
米
の
毛
筆
材
料
と
さ
れ
て
い
た
 
 

状
況
も
、
よ
く
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

り
 
工
程
と
製
品
（
穂
首
の
形
）
 
 
 

毛
を
「
ソ
可
エ
」
て
、
そ
れ
を
必
要
な
ほ
ど
に
「
ネ
リ
マ
耳
」
す
 
 

る
エ
程
も
大
切
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
「
サ
刺
ゲ
」
 
を
取
り
去
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穂
首
の
形
状
の
悪
さ
を
い
う
語
に
、
次
の
語
が
あ
る
。
 
 
 

ス
列
（
透
く
）
 
二
の
毛
や
脛
の
毛
な
ど
、
一
番
下
の
毛
の
入
れ
方
が
少
な
い
形
 
 
 

オ
オ
ル
（
落
ち
る
）
 
穂
首
の
途
中
の
、
真
申
あ
た
り
が
急
に
く
ぼ
ん
で
い
る
形
で
、
三
の
毛
以
下
の
毛
の
量
が
少
な
い
も
の
。
 
 
 

な
お
、
「
ス
ク
」
 
「
オ
チ
ル
」
と
評
さ
れ
る
形
の
穂
首
は
、
「
列
ソ
」
（
段
）
、
「
フ
か
（
節
）
が
つ
い
た
よ
う
に
見
え
る
と
い
わ
れ
 
 

る
。
こ
の
よ
う
な
筆
は
、
筆
司
の
説
明
に
よ
る
と
、
墨
を
い
っ
ぱ
い
含
ん
で
い
る
時
は
書
け
る
が
、
塞
が
乏
し
く
な
る
と
書
け
な
く
 
 

な
る
。
こ
れ
を
、
筆
司
ほ
「
ワ
レ
ル
 
列
ケ
 
ヨ
ハ
㌧
 
（
穂
首
が
割
れ
る
わ
け
よ
ね
。
）
」
 
の
よ
う
に
、
説
明
す
る
。
 
 
 

ツ
到
可
ル
（
宰
え
る
）
 
穂
首
の
途
中
が
急
に
ふ
く
ら
ん
で
い
る
形
で
、
下
の
毛
が
多
す
ぎ
る
も
の
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
評
価
語
ほ
、
筆
の
穂
首
と
し
て
の
不
適
正
さ
の
角
度
か
ら
の
み
命
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
い
ず
 
 

れ
も
、
動
詞
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
筆
司
と
い
う
作
業
者
の
操
作
概
念
と
し
て
、
毛
筆
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
 
 

と
を
看
取
で
き
る
。
 
 

熊
野
町
の
方
言
は
、
広
島
県
下
の
安
芸
方
言
の
特
色
を
、
強
く
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
音
声
、
表
現
の
生
活
の
い
ず
れ
に
 
 

も
よ
く
見
う
け
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
安
芸
南
部
地
域
の
方
言
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
 
 

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
：
六
ペ
ー
ジ
の
例
の
よ
う
に
、
熊
野
町
に
は
、
「
ノ
ー
ヤ
」
文
末
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
 
 

は
、
広
島
県
沿
岸
部
島
唄
部
に
見
ら
れ
る
状
況
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
ア
ざ
フ
」
（
油
）
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
人
称
 
 

接
尾
辞
「
～
チ
ャ
ン
」
の
使
用
な
ど
、
多
く
の
安
芸
南
部
地
域
に
分
布
す
る
事
象
と
の
一
致
を
指
摘
で
き
る
。
 
 

第
一
章
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
1
 
 

第
五
節
 
熊
野
町
方
言
の
特
色
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