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第
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序
論

第
一
章
　
漢
字
字
体
史
の
目
的
と
方
法

一　
「
文
字
史
」
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と

日
本
語
の
歴
史
的
変
化
を
叙
述
す
る
学
問
分
野
を
「
日
本
語
史
」
と
い
う
。
そ
の
中
で
も
文
法
の
歴
史
と
言
え
ば
「
文
法
史
」
で
あ
ろ

う
し
、
発
音
・
音
韻
の
歴
史
で
あ
れ
ば
「
音
韻
史
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
文
字
の
歴
史
は
ど
う
か
。
文
法
史
や
音
韻
史
に
倣
っ
て
当
然
「
文
字
史
」
と
呼
ん
で
良
い
で
あ
ろ
う
が
、
過
去
の
研
究
を
見
る
と

「
文
字
史
」
と
称
す
る
研
究
が
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
七
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
大

修
館
書
店
・
講
座
国
語
史 

二
『
音
韻
史
・
文
字
史
』
で
は
、
執
筆
者
の
弁
明
と
も
取
れ
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

従
来
、
文
字
史
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
は
洵
に
少
数
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
中
で
既
に
取
上
げ
ら
れ
た
問
題
点
も
少
く
、
又
、
全

体
と
し
て
体
系
的
で
な
い
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
本
稿
は
、
出
来
る
限
り
体
系
を
備
え
た
形
の
叙
述
を
目
指
し
た
の

で
は
あ
る
が
、
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
に
は
、
余
り
に
も
不
十
分
な
結
果
に
了
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
前
以
て
読
者
各
位
に
謝
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。 

（
第
五
章
「
古
代
の
文
字
」
三
一
三
頁
、
築
島
裕
）

筆
者
の
狭
い
見
方
に
よ
つ
て
考
へ
る
こ
と
だ
が
、
一
体
、「
文
字
史
」
の
概
略
を
、
良
心
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ら
う
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い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
）
（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
学
史
を
振
り
返
る
と
、
構
造
主
義
言
語
学
以
降
の
西
欧
近
代
言
語
学
は
、
文
字
を
言
語
に
と
っ
て
副
次
的
な
、

あ
る
い
は
非
本
質
的
な
要
素
と
み
て
、
研
究
対
象
か
ら
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
処
理
し
て
き
た
。
一
方
、
国
語
学
・
国

語
史
学
に
お
い
て
は
、
万
葉
仮
名
研
究
が
近
世
国
学
に
お
け
る
国
語
史
研
究
で
大
き
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
や
、
訓
点
資
料
に
よ
る

片
仮
名
発
達
史
の
研
究
が
近
代
初
期
国
語
史
学
の
主
要
課
題
の
（
つ
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
関
係
し
て
か
、
国
語
史
と
文
字
・
表
記

史
の
問
題
に
は
深
く
切
り
込
ま
な
い
ま
ま
、
概
説
的
記
述
に
文
字
・
表
記
、
文
字
・
表
記
史
を
も
取
り
込
ん
で
き
た
面
が
あ
る
。

（
矢
田
勉 （
二
〇
一
二
）
二
四
頁
）

と
は
言
え
、
古
代
の
文
献
資
料
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
文
字
の
用
法
や
形
、
或
い
は
表
記
体
系
と
い
っ
た
様
々
な
側
面
に
お
い
て
、

近
現
代
と
の
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
れ
を
「
歴
史
的
変
化
」
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

無
論
、
文
字
表
記
自
体
は
個
人
に
よ
り
揺
れ
が
大
き
い
に
し
て
も
、
そ
の
現
象
が
も
し
個
人
に
よ
っ
て
全
く
区
々
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

文
字
と
し
て
情
報
伝
達
の
機
能
を
為
す
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
一
定
程
度
の
体
系
性
、
共
通
性
を
備

え
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
個
別
的
な
事
象
を
捨
象
し
て
時
代
に
よ
る
傾
向
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
つ
の

「
文
字
史
」
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
方
法
論
の
確
立
も
な
く
使
用
で
き
る
文
献
に
も
限
り
の
あ
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば
困
難
を
極
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
今

や
「
講
座
国
語
史
」
の
時
代
か
ら
既
に
数
十
年
が
過
ぎ
、
状
況
は
大
き
く
変
り
つ
つ
あ
る
。
過
去
に
比
べ
れ
ば
古
辞
書
や
古
典
資
料
の
高

精
細
な
写
真
版
の
刊
行
、
ウ
ェ
ブ
上
で
の
写
真
の
公
開
、
さ
ら
に
は
漢
字
・
辞
書
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
も
進
み
、
文
字
史
研

究
を
取
り
巻
く
状
況
は
格
段
に
進
歩
し
て
い
る
。
事
実
、「
文
字
史
」
や
「
表
記
史
」「
書
記
史
」
を
標
榜
す
る
研
究
も
近
年
で
は
多
く

な
っ
て
い
る
。
文
字
と
い
う
も
の
を
個
別
的
な
事
象
と
し
て
で
な
く
、
体
系
性
を
持
っ
た
歴
史
と
し
て
描
く
た
め
の
土
壌
は
、
か
な
り
の

面
で
調
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

か
、
と
い
ふ
疑
念
が
先
づ
打
消
し
が
た
く
持
続
す
る
。
こ
と
に
、
言
語
史
と
し
て
の
日
本
語
の
歴
史
を
考
へ
な
が
ら
、
そ
れ
に
か
か

は
る
文
字
の
史
的
変
遷
を
考
へ
る
と
い
ふ
注
文
は
、
極
め
て
難
問
題
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

（
第
六
章
「
近
代
・
現
代
の
文
字
」
四
四
七
─

四
四
八
頁
、
山
田
俊
雄
）

杉
本
つ
と
む
（
一
九
八
七
）
で
は
、
引
用
箇
所
は
や
や
異
な
る
も
の
の
上
と
同
じ
く
築
島
・
山
田
の
言
説
を
引
用
し
て
、「
日
本
語
研

究
の
現
状
で
は
、
文
字
史
を
記
述
す
る
に
適
し
た
専
門
学
者
は
皆
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
杉
本
自
身
も
ま
た
後

の
著
書
『
文
字
史
の
構
想
』（
一
九
九
二
）
に
お
い
て
、
標
題
を
「
文
字
史
の
研
究
」
な
ど
で
は
な
く
「
構
想
」
と
し
て
い
る
の
は
興
味

深
い
。「
講
座
国
語
史
」
に
お
け
る
築
島
・
山
田
の
弁
明
、
ま
た
杉
本
が
書
名
を
「
構
想
」
と
称
し
た
こ
と
は
単
な
る
謙
遜
の
可
能
性
も

あ
る
が
、
一
方
で
当
時
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
挙
げ
た
「
講
座
国
語
史
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
文
法
史
・
語
彙
史
が
そ
れ
ぞ
れ
一
巻
と
し
て
独
立
し
て
い
る
の
に
対
し
、
文
字
史
は

音
韻
史
と
併
せ
て
一
巻
と
さ
れ
、「
文
字
史
」
の
扱
い
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
国
語
学
（
日
本
語
学
）
に
お
け
る
文
字

論
研
究
の
構
想
や
重
要
性
は
、
夙
く
は
橋
本
進
吉
（
一
九
三
五
）
や
山
田
孝
雄
（
一
九
三
七
）、
池
上
禎
造
（
一
九
四
六
、
一
九
五
五
）、
山

田
俊
雄
（
一
九
五
五
）
等
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
（
殊
に
、
一
九
五
五
年
の
『
国
語
学
』
第
二
十
輯
は
「
文
字
論
」
の
特
輯
で
あ
っ

た
）、
そ
れ
で
も
他
の
文
法
史
や
語
彙
史
の
分
野
に
比
べ
れ
ば
、
文
字
史
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
長
ら
く
消
極
的
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
の
背
景
と
し
て
、
ま
ず
一
つ
に
は
、（
主
に
西
洋
の
言
語
学
で
）
文
字
と
い
う
も
の
が
言
語
の
本
質
た
る
音
声
言
語
に
附

随
す
る
副
次
的
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
或
い
は
そ
の
視
点
か
ら
脱
却
し
て
文
字
に
興
味
が
向
け
ら

れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
多
く
は
仮
名
遣
の
論
や
万
葉
仮
名
の
用
法
、
仮
名
の
起
原
等
と
い
っ
た
限
定
的
な
時
代
に
お
け
る
事
象
に
偏
重
し
、

文
字
そ
の
も
の
の
通
史
ま
で
目
が
届
き
難
い
状
況
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
社
会
的
に
広
く
共
通
性
の
認
め
ら
れ
る
音
韻
や
文
法
に

対
し
て
、
文
字
が
個
人
や
文
献
に
よ
り
揺
れ
の
大
き
い
個
別
的
・
恣
意
的
な
現
象
で
あ
り
、
体
系
性
を
備
え
た
歴
史
と
し
て
描
き
難
い
と
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有
機
的
な
用
法
の
面
で
と
ら
へ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
窮
極
的
目
標
と
す
る
研
究
者
に
、
絶
え
ず
新
ら
し
い
血
液
を
供
給
す
る
源
に
な

り
う
る
と
思
ふ
。 
（
七
四
頁
）

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
時
、「
文
字
史
」
の
中
で
も
取
り
分
け
着
目
す
べ
き
は
「
漢
字
の
形
（
字
体
）」
の
変
化
、
則
ち
「
漢
字
字
体

史
」
で
あ
る
と
考
え
る
）
（
（

。
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
の
文
字
生
活
に
お
い
て
、
漢
字
と
い
う
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
周
知
の
よ
う
に
漢
字
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
来
固
有
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
人
は
、
漢
字
を
受
容

し
て
以
来
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
日
本
語
を
書
き
表
し
て
き
た
。
複
雑
な
漢
字
を
習
得
し
書
記
し
て
い
く
と
い
う
過
程
で
、
漢
字
の
形

に
変
化
が
生
じ
、
或
い
は
同
一
の
音
義
を
表
す
漢
字
で
あ
り
な
が
ら
形
が
異
な
る
字
（
異
体
字
）
が
併
存
す
る
と
い
う
事
態
に
も
至
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
漢
字
字
体
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
は
、（
特
に
近
代
的
な
教
育
制
度
の
な
い
時
代
に
お
い
て
）
日
本
人

が
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
認
識
し
て
い
っ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
漢
字
が
習
得
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
単
に
漢
字
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
漢
字
に
起
原
を
発
す
る
仮
名
の
歴
史
も
漢
字
字
体
史
と
連
関
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
し
、
書
記
の
媒
体
の
変
化
、
印
刷
技
術
の
変
化
と
い
っ
た
文
化
史
的
側
面
と
も
関
わ
る
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、「
漢
字
字
体
史
」
を
通
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
次
節
で
述
べ
る

よ
う
に
、
従
来
の
漢
字
字
体
史
研
究
の
中
心
は
仏
典
（
写
経
）
や
儒
教
典
（
石
経
）、
あ
る
い
は
字
書
・
字
様
書
等
と
い
っ
た
文
献
に
お
け

る
規
範
的
な
字
体
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
規
範
か
ら
外
れ
た
世
界
、
或
い
は
規
範
に
則
る
必
要
の
な
い
世
界
に
お
け
る
、

よ
り
実
用
に
即
し
た
字
体
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
な
い
面
も
多
い
と
言
え
る
。
無
論
実
用
的
な
漢
字
使
用
に
お
い
て
規
範
的
字

体
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
至
当
で
あ
り
、
規
範
字
体
の
研
究
は
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
が
、
そ
の
上
で
実
用
的
場
面
に
お

け
る
使
用
字
体
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
実
用
的
場
面
に
お
け
る
字
体
研
究
の
上
で
着
目
す
べ
き
は
、
漢
字
を
「
略
す
」
と
言
う
行
為
、
い
わ
ゆ
る
「
略
字
」（
略

字
体
）
で
あ
る
。
略
字
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
複
数
存
在
す
る
異
体
字
を
習
得
し
た
上
で
使
い
分
け
る
こ
と
で
も
あ
り
、
比
較
的
高
度
な

二　

文
字
史
に
お
け
る
「
漢
字
字
体
史
」
幷
び
に
「
略
字
体
史
」
研
究
の
重
要
性

「
文
字
史
」
と
い
う
語
は
、
素
材
と
し
て
の
文
字
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
観
点
と
、
文
字
の
機
能
・
運
用
面
に
関
わ
る
観
点
の
両
義
性

を
有
し
て
い
る
。
材
料
・
素
材
と
し
て
の
文
字
を
（
狭
義
の
）「
文
字
（
史
）」、
文
字
の
機
能
・
運
用
面
を
「
書
記
（
史
）」
或
い
は
「
表

記
（
史
）」
と
呼
び
分
け
る
こ
と
は
、
現
在
の
学
界
で
は
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
書
記
」「
表
記
」
と
い
う
術
語
は
研
究

者
に
よ
り
揺
れ
が
あ
る
が
）
（
（

、
本
書
で
は
「
文
字
を
書
く
行
為
」
そ
の
も
の
を
「
書
記
」
と
呼
び
（「
書
記
者
」
等
）、
文
字
の
機
能
・
運
用

面
は
慣
例
に
倣
っ
て
「
表
記
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

素
材
と
し
て
の
文
字
と
そ
の
運
用
法
の
歴
史
は
独
立
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
近
世
国
学
以
来
の
文
字
史
・
表
記
史
が
仮
名
遣
い
や
万

葉
仮
名
の
用
法
等
、
文
字
の
機
能
・
運
用
面
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
往
々
に
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一

方
で
、
文
字
の
素
材
面
に
着
目
し
た
史
的
記
述
（
狭
義
の
文
字
史
）
の
重
要
性
は
、
山
田
俊
雄
（
一
九
六
〇
）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。

文
字
史
の
記
述
は
、
材
料
と
し
て
の
文
字
組
織
の
変
遷
を
、
狭
義
の
文
字
史
と
し
て
、
先
づ
特
立
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ

て
、
従
来
の
字
形
中
心
の
記
述
を
根
幹
と
し
て
、
特
に
従
来
不
足
し
て
ゐ
た
、
漢
字

─
中
国
の
で
は
な
く
、
日
本
に
入
つ
て
実

用
さ
れ
た
漢
字
の
、（
日
本
で
の
製
作
に
か
ゝ
る
擬
似
の
漢
字
を
含
め
て
）
組
織
や
体
系
性
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
材
料

と
し
て
の
、
い
は
ゞ
ポ
テ
ン
シ
ァ
ル
な
文
字
の
性
質
と
し
て
、
固
定
的
な
字
形
の
み
を
扱
ふ
の
は
明
白
に
偏
頗
で
あ
る
。
字
の
あ
ら

は
す
音
の
性
質
、
字
相
互
の
示
差
機
能
、
字
連
結
の
型
、
字
形
転
移
の
類
型
（
た
と
へ
ば
書
体
の
転
換
や
、
字
画
の
増
略
、
印
刷
体
・

筆
記
体
の
相
互
影
響
）、
そ
の
他
、
諸
種
の
、
い
は
ゆ
る
文
献
学
的
領
域
に
見
ら
れ
る
問
題
が
各
時
代
別
に
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。〈
中
略
〉
材
料
的
に
文
字
の
側
に
中
心
を
置
い
て
見
る
方
法
は
、
言
語
学
外
に
あ
つ
て
、
古
典
語
・
古
代
語
の
解
明
に
基
礎
的

な
動
力
を
提
供
し
て
来
た
文
献
学
的
方
法
の
基
本
線
で
あ
り
、
た
と
へ
表
記
法
の
面
で

─
文
字
を
生
き
た
言
語
作
品
に
お
け
る
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に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
体
系
性
を
備
え
た
字
体
史
叙
述
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
、
宋
版
で
の
字
体
が
従
来
の
写
経
の
字
体
と
異
な
る
と
い

う
指
摘
は
、
後
述
の
石
塚
晴
通
の
研
究
に
通
ず
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
九
六
年
に
は
『
漢
字
講
座
』
と
同
じ
く
佐
藤
喜
代
治
ら
の
編
纂
に
よ
り
、
漢
字
研
究
界
初
の
専
門
事
典
と
し
て
『
漢
字
百
科
大
事

典
』（
明
治
書
院
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
「
資
料
編
」
で
は
万
葉
集
（
桂
本
・
西
本
願
寺
本
）、
延
慶
本
平
家
物
語
、
好
色
一
代
女
、
安
愚
楽

鍋
等
、
複
数
の
文
献
の
異
体
字
を
一
覧
に
し
て
示
し
て
お
り
、
恐
ら
く
時
代
を
追
っ
て
異
体
字
の
状
況
を
示
そ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
異
体
字
の
記
述
と
し
て
は
劃
期
的
な
も
の
と
言
え
る
が
、
肝
心
の
概
括
的
・
通
史
的
な
説
明
が
な
く
、
こ
れ
ら

の
字
体
を
歴
史
的
な
変
化
と
し
て
捉
え
難
い
形
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
概
説
的
な
記
述
の
中
に
も
、
興
味
深
い
言
説
が
杉
本
つ
と
む
（
一
九
七
八
）
に
あ
っ
た
（
傍
点
マ
マ
）。

中
世
は
異
体
字
の
洪
水
と
い
っ
て
も
い
い
。
こ
れ
は
漢
字
の
通
俗
化
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
漢
字
が
次
第
に
普
及
し
て
き
た
こ
と
が
、

一
種
の
堕
落

4

4

に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
し
か
し
文
字
と
生
活
と
の
本
質
論
か
ら
い
け
ば
、
堕
落
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ

よ
り
生
活
の
文
字
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
に
、
力
強
く
そ
の
場
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉

さ
ら
に
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
学
問
や
文
化
の
普
及
と
一
般
化
は
飛
躍
的
に
進
展
す
る
。
特
に
室
町
時
代
の
五
山
文
学
の
主
役
者

で
あ
る
僧
侶
は
、
こ
の
異
体
字
を
大
い
に
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
二
五
─

二
六
頁
）

こ
の
杉
本
（
一
九
七
八
）
も
『
蔗
軒
日
録
』
等
特
定
の
資
料
に
現
れ
る
字
体
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
凡
そ
中
世
頃
か
ら
異

体
字
（
略
字
を
含
む
）
の
使
用
が
拡
大
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

中
世
に
お
け
る
異
体
字
の
多
様
化
を
指
摘
す
る
論
と
し
て
は
、
古
記
録
に
使
用
さ
れ
る
字
体
の
種
類
の
変
化
を
追
っ
た
遠
藤
好
英
（
一

九
八
八
）
も
あ
る
。
遠
藤
（
一
九
八
八
）
は
平
安
時
代
の
古
記
録
と
し
て
『
九
暦
』、
鎌
倉
時
代
の
古
記
録
と
し
て
『
吾
妻
鏡
』
を
比
較
し
、

両
者
に
見
ら
れ
る
異
体
字
の
種
類
に
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
室
町
時
代
の
『
蔗
軒
日
録
』
で
は
『
九
暦
』

『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
な
い
異
体
字
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
九
暦
・
吾
妻
鏡
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
『
大
日
本
古
記
録
』（
九

知
識
が
要
求
さ
れ
る
営
為
と
言
え
る
。
従
っ
て
略
字
使
用
の
歴
史
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
実
用
的
な
場
面
に
お
け
る
文
字
使
用
者
の
字
体

意
識
や
知
識
の
変
化
を
窺
い
知
れ
る
重
要
な
指
標
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
略
字
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
と
し
て
は
筆
記
労
力
を
省
略
す
る
た
め
と
い
う
要
因
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
が
、
も
し

そ
れ
だ
け
が
要
因
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
略
字
の
使
用
は
ど
の
時
代
、
ど
の
資
料
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
様
々
な
文
字
資
料
の
実
態
を
見
る
に
、
略
字
が
頻
繁
に
現
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
、
資
料
に
よ
り
状
況
が
異

な
る
。
つ
ま
り
、
略
字
を
習
得
し
た
書
記
者
が
略
字
を
使
用
し
う
る
環
境
下
に
お
い
て
、
略
字
使
用
を
推
進
、
或
い
は
制
限
す
る
何
ら
か

の
要
因
や
傾
向
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
略
字
使
用
の
要
因
や
傾
向
を
探
る
こ
と
が

文
字
史
研
究
の
上
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
る
。

三　

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

三
．
一　

概
説
的
記
述
に
お
け
る
漢
字
字
体
史
の
把
握

先
述
の
よ
う
に
漢
字
字
体
史
の
詳
細
な
側
面
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
も
多
く
、
そ
の
要
因
の
一
つ
に
は
、
従
来
の
漢
字
字
体
や
異
体
字

に
関
す
る
概
説
書
や
講
座
本
等
の
記
述
が
、
字
体
の
変
遷
と
い
う
よ
り
は
書
記
体
系
（
甲
骨
文
字
、
金
石
文
、
篆
書
や
隷
書
等
）
の
変
遷
に

偏
重
し
、
字
体
に
関
し
て
は
過
去
の
文
献
に
お
け
る
異
体
字
の
単
な
る
紹
介
や
羅
列
に
終
始
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。

例
え
ば
一
九
八
七
～
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
佐
藤
喜
代
治
編
『
漢
字
講
座
』（
明
治
書
院
）
で
は
、
一
巻
に
字
体
史
に
関
す
る
記
述
が

あ
る
（
築
島
裕
「
漢
字
の
字
体
・
書
体
」）。
こ
こ
で
は
『
干
祿
字
書
』
等
を
例
に
挙
げ
、
唐
代
の
写
本
に
多
く
の
字
体
の
異
同
が
生
じ
て
い

た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
日
本
で
の
仏
書
等
に
見
ら
れ
る
異
体
字
（
則
天
文
字
・
略
字
等
を
含
む
）
の
類
も
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
で
は
、
確
か
に
漢
字
字
体
の
歴
史
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
各
字
体
の
変
化
や
使
用
状
況
の
変
遷
等


