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な
が
ら
一
字
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
と
、
や

は
り
筆ひ
っ

鋒ぽ
う

（
穂
先
）
の
動
き
や
筆
圧
の
強
弱
が
、

文
字
の
姿
の
完
成
に
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
漢
字
と
い
う

場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

転
じ
て
小
学
校
の
「
手
書
き
」
の
世
界

に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
導
入
時
は

硬
筆
の
線
書
き
に
始
ま
り
、
平
仮
名
を
正

確
に
書
く
学
習
に
時
間
が
費
や
さ
れ
ま
す
。

児
童
は
文
字
を
書
く
楽
し
み
を
味
わ
っ
た

り
、
似
通
っ
た
文
字
の
姿
を
書
き
分
け
る

こ
と
に
苦
心
し
た
り
し
ま
す
。
た
だ
、
指

導
の
側
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
文
字
は
楷

書
化
さ
れ
た
平
仮
名
を
扱
っ
て
い
る
と
い

う
自
覚
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
筆
者

は
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
年
生
の
感
覚
で
は
、
三
節
の
運
筆
リ

ズ
ム
に
従
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
自
覚

す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち

は
い
つ
も
先
生
の
書
く
動
作
を
注
視
し
て

い
ま
す
。
漢
字
の
学
習
が
始
ま
っ
た
こ
ろ

か
ら
、
一
画
を
三
節
で
書
く
と
い
う
行
為

を
繰
り
返
し
見
せ
る
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
空
書
き
で
三
節
を
意
識
さ
せ

た
り
、
水
書
板
を
使
っ
て
毛
筆
の
動
作
を
見
せ

た
り
す
る
こ
と
も
有
効
で
し
ょ
う
。

　

初
め
に
教
科
書
体
活
字
や
書
写
体
あ
り
き
の

指
導
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
、
楷
書
の
書
体

を
育
ん
だ
歴
史
的
な
営
み
に
ま
で
視
点
が
届
く

よ
う
な
指
導
側
の
構
え
が
重
要
で
あ
ろ
う
と
筆

者
は
考
え
て
い
ま
す
。
本
連
載
で
は
、
書
写
の

指
導
を
こ
れ
ま
で
と
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
考

え
て
い
き
ま
す
。

小
学
校
の
表
記
は
楷
書
世
界

　

新
連
載
「
楷
書
を
考
え
る
」
は
、
楷
書
と
い
う
書
体
の
理
解
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、

書
写
導
入
期
の
課
題
や
、
小
中
接
続
期
の
課
題
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　

第
一
回
は
、
楷
書
と
は
ど
ん
な
書
体
な
の
か
、
指
導
す
る
際
の
留
意
点
と
と
も
に

ご
紹
介
し
ま
す
。　

生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
意

識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
楷
書
と
い
う
書
体
を
小
学
校
の
現
場
で
は

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

　

漢
字
は
、
一
般
に
五
つ
の
書
体
（
五
体
）
に

分
類
し
て
そ
の
生
成
の
過
程
が
説
明
さ
れ
ま
す
。

公
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
き
た
篆て
ん

書し
ょ

、
隷
書
、

楷
書
と
、
実
用
的
な
要
求
に
応
じ
た
行
書
と
草

書
で
す
。
今
日
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
資
料
が

発
見
さ
れ
、
書
体
変
遷
の
過
渡
期
の
状
況
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
五
つ
の
分
類
は
実
態
に

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
漢

字
が
三
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
姿
を
変
え
な
が

ら
命
脈
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
す
る
う
え

で
今
な
お
有
効
な
分
類
法
と
い
え
ま
す
。
五
体

の
分
類
に
拠
れ
ば
、
楷
書
は
最
後
に
完
成
し
た

書
体
で
、
以
後
新
し
い
書
体
は
生
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
。
お
よ
そ
六
〜
七
世
紀
に
中
国
で
完
成
し

た
典
型
的
な
楷
書
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、
今

日
に
い
た
る
ま
で
楷
書
は
公
の
場
の
中
心
で
用

い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
も
明
朝
体
、
教

科
書
体
、
パ
ソ
コ
ン
の
フ
ォ
ン
ト
類
も
基
本
的

に
す
べ
て
楷
書
で
す
。
小
学
校
に
お
い
て
も
、

公
用
書
体
と
し
て
の
楷
書
を
理
解
し
、
あ
ら
ゆ

る
生
活
場
面
で
活
用
で
き
る
よ
う
楷
書
に
よ
る

表
記
を
初
歩
か
ら
学
び
ま
す
。

　

で
は
楷
書
の
書
法
の
原
則
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

　

楷
書
は
、
一
つ
の
点
画
を
書
く
と
き
に
「
三

節
」
で
運
筆
し
ま
す
。
始
筆
→
送
筆
→
終
筆
と

い
う
例
の
取
り
組
み
で
す
ね
（
※
１
）。
こ
れ
も

今
日
で
は
書
く
と
き
の
常
識
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
が
ち
で
す
が
、
楷
書
が
そ
の
姿
を
定
め
る
中

で
固
ま
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
楷
書
に
は
、
三

節
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
点
画
が
分
節
す
る
、

と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。
毛
筆
書
写
の
導
入

時
に
パ
ー
ツ
と
し
て
「
基
本
点
画
」
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
の
も
、
漢
字
の
画
数
が
カ
ウ
ン
ト

で
き
る
の
も
こ
の
用
筆
原
理
に
従
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

次
に
、
楷
書
は
、
独
立
し
た
点
画
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
一
字
を
構
成
し
ま
す
。
こ
の
点
画
構

成
は
、
実
は
微
妙
な
点
画
構
成
を
基
本
と
し
て

い
て
、
歴
史
的
な
名
筆
の
姿
を
正
確
に
書
き
写

そ
う
と
す
る
と
相
当
に
書
法
を
学
ば
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
し
か
し
小
学
校
書
写
で
は
、
高
度

な
書
法
の
前
提
と
な
る
大
き
な
原
則
を
徹
底
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
楷
書
に
限
ら
ず
各
書
体

の
書
法
は
毛
筆
を
使
用
す
る
中
で
作
り
上
げ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
楷
書
の
場
合
、
三
節
の
運
筆

リ
ズ
ム
に
拠
っ
て
、
点
画
の
均
衡
関
係
を
保
ち

　

小
学
校
で
の
表
記
を
考
え
る
と
き
、
児
童
の

目
に
触
れ
る
も
の
は
全
て
楷
書
で
書
く
と
い
う

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
学
習
指
導

要
領
で
「
正
し
く
」「
整
え
て
」
と
い
う
の
は
、

楷
書
に
よ
っ
て
、
と
い
う
意
味
で
す
。
当
た
り

前
の
よ
う
で
す
が
、
手
書
き
や
活
字
で
多
様
な

書
体
、
書
風
が
用
い
ら
れ
る
実
社
会
の
あ
り
よ

う
と
は
随
分
と
異
な
っ
た
環
境
と
い
え
ま
す
。

　

教
師
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
指
導
上
の
ノ
ウ
ハ

ウ
は
経
験
と
と
も
に
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
楷
書
と
い
う
書
体
が
ど
の
よ
う
な
書

法
上
の
原
則
に
拠
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
が
現
在
の
日
本
語
の
表
記
に
ど
の
よ
う
に
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滋
賀
大
学
教
授
　
中な

か

村む
ら

史し

朗ろ
う

現
代
の
公
用
書
体

楷
書
っ
て

ど
ん
な
書
体
？

書
き
方
の
原
則

楷
書
事
始
め

─
将
来
の
表
記
を
見
据
え
て
─


