
毛
筆
が
中
国
大
陸
に
お
い
て
初
め
て
造
ら
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
 
 

と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
つ
日
本
に
伝
わ
り
、
い
つ
か
ら
そ
の
 
 

製
造
が
始
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
未
だ
に
確
固
と
し
た
定
 
 

説
が
な
い
。
 
 
 

わ
が
国
で
の
筆
の
製
造
が
、
弘
法
大
師
よ
り
始
ま
る
と
い
う
の
は
今
日
で
も
行
 
 

わ
れ
て
い
る
一
つ
の
説
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
早
く
に
指
 
 

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

安
彦
勘
吾
氏
は
『
奈
良
の
撃
と
墨
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
漢
 
 

字
が
わ
が
国
に
伝
来
し
た
の
は
『
記
紀
』
に
よ
る
と
、
応
神
天
皇
の
と
き
と
い
う
 
 

か
ら
、
五
世
紀
の
は
じ
め
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
と
中
国
と
の
交
渉
は
、
 
 

こ
の
と
き
よ
り
も
早
い
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
来
人
に
と
も
な
っ
て
、
筆
は
日
本
に
 
 

入
っ
て
き
た
と
想
定
さ
れ
る
。
 
 
 

漢
字
が
伝
来
し
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
応
神
天
皇
の
十
五
年
で
あ
る
。
漢
字
 
 

の
伝
来
と
と
も
に
筆
記
具
と
し
て
の
筆
が
、
中
国
な
い
し
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
 
 

た
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

今
日
に
お
い
て
、
な
お
巻
筆
の
技
術
を
伝
え
て
い
る
藤
野
家
に
、
京
都
の
筆
匠
 
 

梅
宗
園
の
増
井
惣
輔
が
記
し
た
『
梅
宗
園
手
録
』
の
写
本
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
 
 

『
梅
宗
国
手
録
』
に
、
「
人
王
十
六
代
應
神
天
皇
十
六
年
巳
二
月
始
テ
筆
製
」
と
 
 

い
う
記
述
が
あ
る
。
 
 
 

応
神
天
皇
は
『
記
紀
』
を
も
と
に
す
れ
ば
十
五
代
日
で
あ
り
こ
の
記
述
の
信
頼
 
 

性
が
ど
こ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
漢
字
が
伝
来
し
 
 

古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
製
筆
技
術
 
 

久
保
井
宏
和
 
 

た
こ
ろ
に
寒
が
伝
わ
っ
た
と
す
る
安
彦
氏
の
説
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
考
え
て
 
 

も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

F
正
倉
院
棚
別
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
正
倉
院
に
十
九
本
の
筆
が
伝
え
ら
れ
て
い
 
 

る
。
わ
が
国
に
現
存
す
る
最
古
の
筆
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
み
な
短
い
毒
（
毛
）
 
 

を
紙
で
巻
き
込
ん
で
、
円
錐
形
に
ま
と
め
た
雀
頭
筆
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
為
る
。
 
 

こ
こ
か
ら
奈
良
時
代
の
寒
が
巻
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
こ
の
巻
 
 

筆
は
、
雀
頭
筆
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
穂
首
の
部
分
が
極
 
 

め
て
短
い
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
弘
法
大
師
が
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
上
表
文
を
次
 
 

に
見
て
み
た
い
。
 
 
 

筆
を
奉
献
す
る
衷
 
 
 

狸
毛
の
筆
四
管
、
真
書
一
、
行
書
一
、
草
書
一
、
写
書
二
、
右
、
伏
し
て
昨
日
 
 

の
進
上
を
奉
っ
て
、
且
つ
畢
生
坂
名
井
清
川
を
し
て
造
り
得
て
奉
進
せ
し
む
。
 
 
 

空
海
、
海
西
に
於
て
聴
き
見
し
所
、
此
の
如
し
。
其
の
中
に
大
小
、
長
短
、
強
 
 

柔
、
斉
尖
な
る
者
は
、
字
勢
の
鹿
細
に
障
っ
て
惣
て
取
捨
す
る
の
み
。
毛
を
簡
ぶ
 
 

の
法
、
紙
を
淳
ふ
の
要
、
墨
を
染
め
て
薦
め
用
ふ
る
こ
と
、
並
び
に
皆
伝
へ
授
け
 
 

詰
ん
ぬ
。
空
海
自
家
に
し
て
試
み
に
新
作
の
者
を
看
る
に
、
唐
家
に
減
ら
ず
但
恐
 
 

ら
く
は
星
の
好
み
各
別
に
し
て
聖
愛
に
允
は
ぎ
る
こ
と
を
。
自
外
八
分
小
雪
の
様
、
 
 

踊
香
臨
書
の
式
、
未
だ
作
る
こ
と
を
見
ず
と
錐
も
、
口
授
を
具
足
す
る
こ
と
を
得
 
 

た
り
。
謹
ん
で
清
川
に
附
し
て
奉
進
す
。
不
宣
。
謹
ん
で
進
る
。
 
 

弘
仁
三
年
六
月
七
日
 
 

沙
門
 
空
海
 
進
る
 
 
 

巻
筆
と
い
う
の
は
芯
毛
の
腰
を
強
靭
な
紙
で
巻
き
締
め
、
衣
毛
を
着
せ
て
そ
れ
 
 

を
何
度
か
繰
り
返
す
と
い
う
方
法
で
穂
首
の
部
分
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
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「
紙
を
纏
ふ
の
要
」
と
あ
る
の
で
、
弘
法
大
師
の
製
筆
法
は
あ
き
ら
か
に
巻
筆
の
 
 

方
法
で
あ
る
。
弘
法
大
師
が
坂
井
名
清
川
に
遣
ら
せ
た
筆
は
、
巻
筆
で
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
睾
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
 
 

た
だ
そ
の
様
子
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
、
藤
野
家
に
伝
わ
る
大
師
流
製
撃
と
呼
ば
れ
 
 

る
筆
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
大
師
流
製
筆
は
天
平
筆
と
比
べ
て
穂
首
の
部
分
が
長
い
。
先
に
引
用
し
た
 
 

上
表
文
に
も
「
大
小
、
長
短
」
と
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
天
平
箪
に
比
 
 

べ
る
と
長
鋒
の
挙
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

材
料
に
は
主
に
、
魔
の
毛
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
滋
賀
県
指
定
無
形
文
 
 

巻
筆
は
天
平
時
代
か
ら
藤
原
、
鎌
倉
時
代
は
勿
論
、
江
戸
時
代
ま
で
使
わ
れ
、
江
 
 

化
財
調
査
報
告
第
三
冊
 
毛
筆
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
 
 
 

戸
時
代
御
家
流
の
人
た
ち
は
、
よ
く
こ
の
筆
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

材
料
に
は
、
鹿
の
裏
毛
（
し
ん
げ
）
と
か
真
走
り
な
ど
と
い
っ
た
毛
に
鹿
の
尻
の
 
 

白
い
と
こ
ろ
の
毛
で
あ
る
白
兵
（
し
ら
じ
ん
）
な
ど
を
多
く
使
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
巻
筆
を
造
る
技
術
、
す
な
わ
ち
巻
き
立
て
法
に
よ
る
製
筆
法
が
江
 
 

戸
時
代
に
な
る
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
の
元
禄
期
に
な
っ
て
学
人
の
 
 

細
井
広
沢
に
よ
っ
て
無
芯
筆
の
製
造
方
法
、
す
な
わ
ち
練
り
ま
ぜ
法
に
よ
る
製
革
 
 

法
が
広
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
広
沢
自
身
の
着
で
あ
る
F
思
胎
斎
管
城
二
譜
』
 
 

の
序
に
は
「
今
六
七
寸
ノ
毛
ヲ
以
ツ
テ
シ
テ
柱
ハ
三
分
ノ
一
二
三
居
ル
、
則
チ
其
 
 

ノ
運
用
紀
伏
ハ
僅
ユ
ニ
寸
ナ
リ
（
中
略
）
唐
山
ノ
製
ハ
能
ク
墨
藩
ヲ
含
、
、
、
テ
運
転
 
 

自
在
、
起
止
無
擬
、
大
抵
ハ
六
七
寸
ノ
毒
ヲ
用
ヒ
テ
三
四
尺
ノ
字
ヲ
蕃
ク
可
キ
ニ
 
 

勝
フ
。
」
と
記
し
て
あ
る
。
練
り
ま
ぜ
法
は
、
「
細
井
広
沢
が
中
国
の
製
筆
法
を
 
 

研
究
し
て
、
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

広
沢
が
練
り
ま
ぜ
法
を
広
め
よ
う
と
し
た
理
由
は
、
従
来
の
巻
筆
で
は
当
時
の
 
 

中
国
で
善
か
れ
て
い
た
よ
う
な
雄
渾
な
文
字
は
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

し
か
し
無
芯
筆
が
こ
れ
で
広
く
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
 
 

か
な
い
。
 
 
 

塚
原
費
州
の
『
江
戸
沿
革
私
記
』
に
は
「
寺
小
屋
に
流
派
多
し
、
謂
ゆ
る
溝
口
 
 

流
、
御
家
流
、
大
橋
流
、
持
明
院
流
、
花
形
流
、
此
う
ち
溝
口
を
以
て
其
首
な
る
 
 

も
の
と
す
、
用
筆
は
初
に
大
軍
次
に
椎
の
実
、
次
に
半
真
、
夫
よ
り
勝
盛
と
云
を
 
 

用
ふ
、
水
筆
の
如
き
は
唐
様
筆
と
卑
み
て
其
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
仏
徒
の
耶
蘇
の
 
 

十
字
架
を
見
る
如
し
」
と
記
し
て
あ
る
。
 
 

広
沢
が
江
戸
で
広
め
た
無
芯
筆
（
水
筆
）
は
寺
小
屋
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
禁
止
 
 

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

製
筆
技
術
と
し
て
は
練
り
ま
ぜ
法
が
江
戸
時
代
に
確
立
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
 
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
之
が
巻
き
立
て
法
を
凌
ぐ
だ
万
の
も
の
に
は
な
り
え
て
い
な
 
 

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
江
戸
ま
で
は
依
然
と
し
て
巻
き
立
て
法
が
主
で
、
 
 

練
り
ま
ぜ
法
が
主
と
な
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

江
戸
時
代
に
巻
き
立
て
法
が
主
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
熊
野
（
芸
州
筆
）
や
川
 
 

尻
に
伝
わ
っ
た
製
筆
技
術
も
最
初
は
巻
き
立
て
法
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
辛
が
推
 
 

測
で
き
る
。
 
 

69   


	img-722203854-0074.jpg
	img-722203854-0075.jpg

