
○
始
筆
＋
始
筆
〈
先
に
書
い
た
始
筆
が
少
し
出
る
〉

始
筆
相
互
が
接
す
る
部
分
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
先
に
書
く

始
筆
の
先
端
が
少
し
出
る
、
と
い
う
原
則
を
こ
こ
で
紹
介
し
ま
す
。

右
の
字
例
の
よ
う
に
、
縦→

横
の
接
す
る
部
分
は
縦
の
始
筆

が
少
し
外
に
出
ま
す
。

成
・
皮
の
よ
う
に
、
左
払
い→

横
の
接
す
る
部
分
は
、
左
払

い
の
始
筆
が
少
し
出
ま
す
。
原
・
広
・
屋
の
よ
う
に
、
横→

左
払
い
の
接
す
る
部
分
は
、
横
の
始
筆
が
少
し
出
ま
す
。

文
字
の
点
画
相
互
の
位
置
関
係
に
は
必
ず
「
離
・
接
・
交
」
の

三
つ
が
存
在
し
ま
す
。

文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
と
、

「
離
」
の
関
係
で
は
「
方
向
・
長
さ
・
画
間
」
の
要
素
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、「
接
」
の
関
係
で
は
「
接
し

方
」、「
交
」
の
関
係
で
は
「
交
わ
り
方
」
と
な
り
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
る
「
接
し
方
」
は
、
点
画
と
点
画
が
接
す
る
だ

け
の
こ
と
な
の
で
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
図
形
的
に
見
た
場
合
の
こ
と
で
、
書
き
文
字
の
接
す

る
部
分
の
姿
・
形
は
あ
る
種
の
原
理
が
働
い
て
書
か
れ
、
し
か
も

そ
れ
が
字
形
の
整
い
と
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、
接
し
方
の
原
則
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。

接
し
方
の
原
理
、
そ
れ
に
基
づ
く
原
則
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
し
ょ
う
か
。
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

点
画
の
始
筆
、
送
筆
、
終
筆
の
各
部
と
他
の
点
画
の
各
部
が
接

す
る
組
み
合
わ
せ
の
主
な
種
類
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
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み
や
ざ
わ
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明

ま
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あ
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書
写
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字
形
…
点
画
の
組
み
立
て
方

原
理
か
ら
理
解
す
る
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接
し
方
」

連
載
―「
書
写
」
っ
て
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
！
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そ
の
ほ
か
、
先
に
書
く
点
画
の
始
筆
が
少
し
出
る
字
例
と
し
て

は
次
の
よ
う
な
漢
字
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
先
に
書
く
始
筆
が
外
に
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
筆
順
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
次
の
画
へ
と
少
し
で
も
短
い
距
離
で
移
動
し
よ
う
と
す

る
「
近
道
の
原
理
」
が
働
い
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
近

道
の
原
理
」
は
、「
左
・
右
」
の
一
・
二
画
目
の
よ
う
に
、
先
に

書
い
た
ほ
う
が
短
く
な
る
原
則
を
も
導
き
出
し
て
い
ま
す
。

教
科
書
体
活
字
で
は
、
原
則
に
基
づ
い
た
接
し
方
の
区
別
が

な
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
原
理
や
原
則
を

知
っ
て
書
く
と
、
始
筆
相
互
の
接
し
方
は
適
切
に
書
か
れ
、
字
形

も
整
い
や
す
く
な
り
ま
す
。
微
妙
な
部
分
で
す
が
、
筆
順
正
誤
の

判
断
基
準
に
も
な
り
ま
す
。
臣
・
成
・
区
な
ど
筆
順
を
誤
り
や
す

い
漢
字
は
そ
の
接
し
方
で
誤
り
を
発
見
で
き
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
ぜ
ひ
、
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
及
・
秀
（
乃
）」
の
一
・
二
画
目
は
、
先
に
書
か
れ

た
左
払
い
の
始
筆
が
横
部
の
送
筆
の
部
分
に
接
す
る
字
例
で
あ

り
、
始
筆
相
互
の
関
係
に
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

○
終
筆
と
終
筆

「
口
・
中
」「
目
・
田
・
国
」
の
よ
う
に
囲
ま
れ
た
四
角
の
右

下
は
、
二
通
り
の
接
し
方
が
あ
り
ま
す
。

「
口
」
形
は
横
画
の
終
筆
が
、「
目
、
田
」
形
は
縦
画
が
出
ま

す
。「
口
」
は
、
近
道
の
原
理
で
二
画
目
の
終
筆
は
三
画
目
に
向

か
う
力
が
働
く
こ
と
か
ら
、
横
画
の
終
筆
が
外
に
出
ま
す
。

「
目
・
田
・
国
」
な
ど
は
、
内
部
に
画
が
あ
る
の
で
、
二
画
目
で

一
旦
停
止
し
ま
す
。
内
部
の
余
白
を
広
く
と
る
た
め
に
も
、
縦
書

き
の
習
慣
か
ら
縦
画
を
強
調
す
る
た
め
に
も
長
く
書
い
て
お
く
必

要
が
生
じ
る
わ
け
で
す
。
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