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土
筆
（
つ
く
し
）

　

雑
草
を
抜
い
て
い
る
と
簡
単
に
す
っ
と
抜
け
る
草
も
あ
れ
ば
、

ど
ん
な
に
力
を
入
れ
て
も
抜
け
な
い
草
、
す
ぐ
に
茎
が
折
れ
て

し
ま
い
根
っ
こ
が
残
っ
て
し
ま
う
草
も
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
ん

き
れ
い
に
し
た
と
思
っ
て
も
、
残
っ
た
根
か
ら
ま
た
新
し
く
芽

が
出
て
き
て
ま
た
草
ま
み
れ
に
な
り
ま
す
。

　

普
段
生
活
を
し
て
い
る
と
必
ず
何
か
し
ら
の
困
難
な
こ
と
が

起
こ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
解

決
で
き
る
か
を
考
え
行
動
し
ま
す
。
解
決
で
き
た
な
ら
ば
す
ぐ

に
抜
け
る
雑
草
の
よ
う
に
そ
れ
で
一
件
落
着
で
お
し
ま
い
と
な

り
ま
す
。
解
決
出
来
な
か
っ
た
ら
根
が
残
る
草
の
よ
う
に
悩
み

と
し
て
残
り
ま
す
。
悩
み
を
解
決
し
よ
う
と
さ
ら
に
行
動
し
ま

す
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
試
み
て
も
解
決
し
な
い
と
な

る
と
そ
の
悩
み
が
い
か
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
悩
み
で

あ
る
か
気
づ
き
ま
す
。

　

春
に
顔
を
出
す
土
筆
。
土
筆
は
か
わ
い
ら
し
く
食
べ
る
と
お

い
し
い
で
す
が
、
そ
の
あ
と
に
出
て
く
る
ス
ギ
ナ
の
葉
（
正
確

に
は
栄
養
茎
）
を
絶
や
す
の
が
大
変
で
、
あ
る
門
徒
さ
ん
は
畑

に
ス
ギ
ナ
が
生
え
た
の
で
2
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
ス
コ
ッ
プ
で
掘
っ

て
絶
や
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
切
れ
た
ス
ギ
ナ
の
根
が
残
っ
て

し
ま
い
、
ま
た
生
え
て
き
た
そ
う
で
す
。

　

我
々
の
悩
み
は
煩
悩
の
仕
業
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

煩
悩
が
こ
の
ス
ギ
ナ
の
根
の
よ
う
に
私
た
ち
に
か
ら
み
つ
い
て

い
る
た
め
に
一
生

悩
み
続
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
土
が
死

ん
で
い
る
と
草
は

生
え
ま
せ
ん
。
土

が
生
き
て
い
る
か

ら
こ
そ
雑
草
は
生

え
る
の
で
す
。



　

先
月
号
に
引
き
続
き
、「
悪
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
「
悪
」
と
い
う
場
合
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は

「
悪
人
正
機
説
」
で
し
ょ
う
。『
歎
異
抄
』
の
第
三
条
が
由
来
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か

る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
わ
く
、
悪
人
な
お
往
生
す
、
い
か

に
い
わ
ん
や
善
人
を
や
。
こ
の
条
、
一
旦
そ
の
い
わ
れ
あ
る
に

に
た
れ
ど
も
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
歎
異
抄
』
六
二
六
頁
）

　

こ
の
一
節
は
、
善
人
も
悪
人
も
救
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

　
「
悪
人
こ
そ
救
わ
れ
る
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
道
理

で
あ
る
も
の
の
、
世
間
一
般
の
道
理
か
ら
は
外
れ
ま
す
よ
ね
。

善
人
が
救
わ
れ
て
悪
人
が
救
わ
れ
な
い
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
悪

人
こ
そ
救
わ
れ
る
道
理
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
『
僕
の
父
は
母
を
殺
し
た
』（
朝
日
新
聞
出
版
）
の
著
者
で
あ

る
大
山
寛
人
氏
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ト
ル
通
り
、
父

親
が
母
親
を
殺
害
し
「
こ
の
手
で
殺
し
て
や
り
た
い
」
と
思
う

ほ
ど
父
親
を
憎
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
死
刑
判
決
が
確
定
し
た

父
親
と
面
会
を
重
ね
る
中
で
親
子
の
絆
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た

と
あ
り
ま
す
。
母
親
を
亡
く
し
た
被
害
者
遺
族
の
側
面
と
、「
人

殺
し
の
息
子
」
と
白
い
目
で
見
ら
れ
た
加
害
者
家
族
の
側
面
の

ど
ち
ら
も
抱
え
な
が
ら
生
活
さ
れ
て
き
た
そ
の
苦
悩
は
、
ど
れ

ほ
ど
思
い
を
巡
ら
し
て
も
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
苦

悩
を
抱
え
な
が
ら
被
害
者
遺
族
が
望
ま
な
い
加
害
者
の
死
刑
も
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さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、

　
　

  

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
（
2
）

田
中 

智
教

ご
う
え
ん

あ
く
に
ん
し
ょ
う
き
せ
つ



ち
合
わ
せ
て
い
る
そ
の
悪
人
性
を
自
覚
す
る
こ
と
が
阿
弥
陀
仏

の
本
願
に
か
な
う
の
で
あ
っ
て
、
無
自
覚
に
善
人
を
装
っ
て
い

る
う
ち
は
「
悪
人
正
機
説
」
も
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
加
え
て
、

法
律
に
抵
触
す
る
し
な
い
を
問
わ
ず
「
凶
暴
な
者
」
と
も
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　

大
山
氏
は
、
誰
も
が
加
害
者
に
も
被
害
者
に
も
な
り
得
る
、

ま
た
そ
の
両
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
続
け
て
い
る
そ
の
事
実
を
示

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
好
ん
で
自
分
が
悪
者
で

あ
る
と
思
い
た
く
は
な
い
、
ま
た
、
自
分
は
正
し
い
と
思
っ
て

他
者
の
悪
い
と
こ
ろ
が
目
に
つ
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

う
い
う
根
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、「
悪
人
正
機
説
」
が
と
て
も
大
切
な
教
え
と
し
て
は

た
ら
き
、
社
会
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
役
割
を
担
い
続
け
て

い
る
と
思
い
ま
す
。（
了
）
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あ
り
、「
加
害
者
の
死
刑
が
、
被
害
者
遺
族
に
新
た
な
傷
を
負

わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
」
と
ご
自
身
の
人
生
を
元
に
社
会

に
大
切
な
問
題
提
起
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
悪
」
と
い
う
言
葉
を
想
像
す
る
場
合
、
犯
罪
者
や
他
者
の

悪
い
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
し

ば
し
ば
「
愚
悪
」

や
「
悪
業
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
ら

れ
て
お
り
、
そ
の

内
実
は
自
ら
の
悪

人
性
を
自
覚
す
る

こ
と
で
あ
る
と
教

え
ら
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
誰
で
も
持

ぐ 

あ
く 

あ
く
ご
う
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三
月
二
十
一
日（
祝
）
十
時　

春
期
彼
岸
永
代
経

　

三
月
二
十
二
日（
火
）
一
時　

彼
岸
の
お
勤
め

　

三
月
二
十
三
日（
水
）
一
時　

彼
岸
の
お
勤
め

　

三
月
二
十
四
日（
木
）
一
時　

彼
岸
の
お
勤
め

　

三
月
二
十
八
日（
月
）
十
時　

親
鸞
聖
人
命
日
の
お
勤
め

　
（
現
時
点
で
は
全
て
内
勤
め
の
予
定
）

　

二
月
頭
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
新
規
感
染
者
が
一
日
で
十
万
人

以
上
出
て
い
る
状
況
で
執
筆
し
て
お
り
ま
す
。

　

春
の
彼
岸
に
つ
き
ま
し
て
も
三
月
二
十
一
日
十
時
か
ら
お
勤

め
だ
け
は
い
た
し
ま
す
。
も
し
そ
の
時
に
感
染
者
数
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
ら
、
そ
の
後
、
お
昼
ま
で
お
説
教
を

考
え
て
お
り
ま
す
。
第
七
波
も
来
る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
ま
た
臨
機
応
変
に
勤
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

行
事
予
定 

「
名
古
屋
東
別
院
で
納
骨
（
預
骨
）
を
す
る
と
十
年
間
は
東
別

院
に
安
置
さ
れ
る
が
そ
の
後
は
平
和
公
園
の
墓
地
に
納
め
ら
れ

る
と
聞
き
ま
し
た
が
本
当
で
し
ょ
う
か
。
十
年
前
に
父
の
お
骨

を
納
骨
し
た
の
で
す
が
そ
れ
も
平
和
公
園
に
移
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
し
ょ
う
か
」

　

少
々
、
誤
解
が
あ
る
か
職
員
の
説
明
不
足
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
十
年
前
の
ご
遺
骨
を
平
和
公
園
に
移
す
こ
と

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
平
和
公
園
に
は
名
古
屋
別
院
の
共
同
墓
所

が
あ
り
、
従
来
、
規
定
の
骨
箱
に
入
り
き
ら
な
い
分
の
ご
遺
骨

が
合
葬
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
年
数
な
ど
に

関
係
な
く
骨
箱
以
上
の
ご
遺
骨
を
納
め
る
場
所
と
認
識
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
十
年
間
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
、
本
堂
・
納
骨
堂

の
ど
ち
ら
も
十
年
間
は
個
別
の
骨
箱
で
お
預
か
り
し
、
十
年
以

降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
て
合
葬
と
な
る
扱
い
の
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
合
葬
と
な
る
の
は
、
本
堂
・
納
骨
堂
に
一
度
納
め
ら

れ
た
規
定
の
骨
箱
分
の
ご
遺
骨
を
平
和
公
園
に
移
す
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
本
堂
・
納
骨
堂
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
合
葬
と
な

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
た
だ
し
、
合
葬
と
な
る
た
め
十
年
以

降
に
返
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
①
骨
箱
に
入
り
き
ら
な

い
平
和
公
園
の
合
葬
と
、
②
十
年
以
降
に
本
堂
・
納
骨
堂
で
の

合
葬
と
混
同
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
も
、
お
父
さ

ん
の
ご
遺
骨
を
縁
と
し
て
、
名
古
屋
別
院
に
お
参
り
に
い
き
ま

し
ょ
う
。

質
問
箱
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