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『和
字
正
濫
砂
』
の
片
仮
名
字
体
に
つ
い
て

一

私
は
先
年
ヽ
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
の
片
仮
名
省
体‥
膨

『極
楽
願
往
生
歌
』
の

片
仮
名
字
体
を
問
題
と
し
た
。
前
者
は
中
古
初
期
の
万
葉
仮
名
か
ら
片
仮
名

へ

の
転
換
期
の
資
料
で
あ
り
、
後
者
は
中
古
初
期
の
片
仮
名
字
体
の
確
立
期
の
資

料
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

『極
楽
願
往
生
歌
』
の
片
仮
名
字
体
は
現
代
の
も
の

と
異
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
今
回
は
ほ
ぼ
現
代
に
近
い
片
仮
名
字
体
が
確
立
し

た
時
期
と
し
て
近
世
を
考
え
、

『
和
字
正
濫
炒
』
の
片
仮
名
字
体
を
検
討
す
る

こ
と
と
し
た
。

『
極
楽
願
往
生
歌
』
か
ら

『和
字
正
濫
紗
』
ま
で
の
間
に
片
仮
名
字
体
が
ど

の
よ
う
な
変
遷
を
見
せ
て
き
た
か
は
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
は
た
し
て

『
和
字
正
濫
紗
』
が
も

っ
と
も
適
当
な
資
料
で
あ
る
と
言
え

る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

『和
字
正
濫
紗
』
の
片
仮
名
字
体
は
、

契
沖
が
片
仮
名
字
源
を
検
討
す
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
、
契
沖
自
身
の
基
準

字
体
の
意
識
に
基
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
多
く
の
他
の
資
料
の
よ
う
に
基
準

字
体
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
迷
う
必
要
が
な
い
。
ま
た
（よ
ョ
」
で
は

『和

字
正
濫
炒
』
の
板
本
の
字
体
を
検
討
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
板
本
と
写
本
と
で
は
字
体
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
幸
い
な
こ

と
に
、
契
沖
に
は
多
く
の
刊
行
さ
れ
た
著
書
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
期
そ
の
時

一副

田

富

期
の
自
筆
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
契
沖
に
関
わ
る
仮
名
字
体
使
用
の
変
遷
を
検

討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
更
に
契
沖
の
全
集
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
伝
記

研
究
、
書
誌
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
契
沖
に
関
わ
る

片
仮
名
研
究
の
第

一
歩
と
し
て
、

『和
字
正
濫
紗
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し

た
の
で
あ
る
。二

『和
字
正
濫
紗
』
の
第

一
巻
に
は
、
仮
名
遣
い
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
的
な

問
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
い
ろ
は
字
体
」

と
し
て
平
仮
名
字
体
を
示
し
字
源
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、

「
片
仮
名
字
体
」

と
し
て
片
仮
名
字
体
を
示
し
字
源
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
字
体
を
基
準
と
考
え
、
そ
の
文
字
特
徴
を
検
討
し
て
み
る
。

も
ち
ろ
ん
、

『
和
字
正
濫
紗
』
に
は
こ
の
他
に
も
片
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
ほ
と
ん
ど
は
漢
文
的
な
表
現
の
送
り
仮
名
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
漢
字

の
振
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
本
行
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で

「片
仮
名
字
体
」
の
部
分
に
あ
る
形
の
も
の
を
中
心
と

し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
参
考
に
す
る
に
止
め
る
。

〔Ｉ
〕

文
字
特
徴
が

一
つ
の
も
の

祓
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①
　
ヵ
ノ

下
端
が
や
や
太
め
で
あ
る
が
、
現
代
の
片
仮
名
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。

②
へ

こ
れ
も
現
代
の

「
へ
」
と
同
字
形
に
な

っ
て
い
る
。

③
　
．フ
／

最
初
の
横
線
が
や
や
短
か
め
で
あ
る
が
、
現
代
の
片
仮
名
と
同
字
形
と

言
え
よ
う
。

④
　
し

や
や
終
り
の
線
の
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
で
、
し
か
も
長
め
で
あ
る
が
、
現

代
の
片
仮
名
と
同
字
形
と
言
え
よ
う
。

〔Ⅱ
〕

文
字
特
徴
が
二
つ
の
も
の

Ａ
　
二
つ
の
文
字
特
徴
に
重
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の

＜ａ＞
　
交
わ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の

⑤
　
ス

現
代
の
片
仮
名
字
形
に
比
べ
て
、
第
二
筆
の
線
が
大
き
め
で
、
し
か
も

左
上

へ
突
き
抜
け
て
い
る
部
分
が
少
な
い
。
た
だ
、
巻

一
の
序
文
の
送
り

仮
名
、
振
り
仮
名
の
部
分
の

「
メ
」
な
ど
に
は
左
斜
め
に
突
き
出
て
い
る

部
分
の
長
い
も
の
も
あ
る
。

③
ス

現
代
の
片
仮
名
と
同
字
形
で
あ
る
。

⑦
す

第
二
筆
の
左

へ
の
曲
が
り
方
が
少
な
く
、
全
体
と
し
て
は

い
形
に
な

っ
て
い
る
。
た
だ
、
巻

一
の
序
文
の
中
の

「
ナ
」

先
の
方
が
細
く
な

っ
て
、
現
在
の
形
に
近
い
も
の
も
多
い
。

③
ユ
″

現
代
の
片
仮
名
の

「
力
」
も
右
下
に
ハ
ネ
の
あ
る
場
合
が
多
い
。
し
か

し
、

『極
楽
願
往
生
歌
』
に
お
け
る

「
力
」
に
は
ハ
ネ
が
な
い
。
こ
こ
で

使
わ
れ
て
い
る

「
力
」
は
ハ
ネ
の
先
が

「
ノ
」
の
部
分
に
接
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
も
し
、
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
文

字
特
徴
に
交
わ
る
と
こ
ろ
と
接
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
に
入
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
序
文
の
と
こ
ろ
の

「
力
」
の
中
に
は
末
尾
の
ハ
ネ
が

「
ノ
」
の
線
ま
で
届
い
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
接
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ど
う
か
は
示
差
的
違
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

③
ヤ

こ
の
字
も
右
上
の
ハ
ネ
が
第
二
筆
の
斜
め
の
文
字
特
徴
に
接
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
字
特
徴
同
士
の
接
触
の
認
め

ら
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
書
体
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

に ¬
は 十

や に
や 近
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⑤
　
接
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の

⑩
ユ

現
代
の

「
ユ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

①

ノ̈
「

現
代
の

「
イ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

⑫

・ク
／

現
代
の

「
ク
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
は
現
代
の

も
の
と
比
べ
て
小
異
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
の
最
初
が

第

一
筆
の
文
字
特
徴
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
必
要
条
件
に
は
な

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
第
二
筆
の
文
字
特

徴
の
上
端
に
角
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
こ
と
の
二

点
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、

『極
楽
願
往
生
歌
』
と
共
通
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。

⑬
　
っ
ｒ
ノ

現
代
の

「
ア
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
第
二
筆
の

「
ノ
」
が
第

一
筆
の
文

字
特
徴
と
ど
こ
で
接
し
て
い
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
第

一
筆
の
最
後
の
部

分
に
接
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
板
本
の
字
形
は
、
当
然
筆
に

よ

っ
て
書
か
れ
た
板
下
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
第

一
筆
の
文
字
特
徴
と

第
二
筆
の
文
字
特
徴
と
の
間
の
連
綿
の
意
識
が
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
反

映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
お
、
序
文
の

「
ア
」
の
中

に
は

「
ノ
」
の
上
端
も
上
に
接
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

⑭

コ
こ
れ
も
現
代
の

「
コ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
た
だ
、
第

一
筆
の
末
尾
よ

り
も
第
二
筆
の
末
尾
が
右
に
出
る
形
で
、
第

一
筆
と
第
二
筆
と
が
接
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

「
コ
」
と

「
ユ
」
と
の
示
差

性
が
明
確
な
限
り
に
お
い
て
は
、
第
二
筆
の
末
尾
が
い
く
ら
か
右
に
突
き

出
る
と
し
て
も
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
ス

こ
れ
も
第

一
筆
の
文
字
特
徴
の
横
線
が
や
や
短
か
め
で
あ
る
他
は
、
現

代
の

「
ス
」
と
同
字
形
で
あ
る
と
言
え
ょ
う
。

⑩
ワ

現
代
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
の
最
後
の
線
が
か
な

り
短
か
め
で
あ
る
。
た
だ
、
振
仮
名
、
送
り
仮
名
に
使
わ
れ
た

「
ワ
」
の

中
に
は
現
代
の

「
フ
」
に
か
な
り
近
い
も
の
も
あ
る
。

①
Ｌ

こ
れ
も
現
代
の

「
ヒ
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
二
つ
の
文
字
特
徴
の
接

す
る
部
分
が
や
や
上
よ
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
序
文
に
使
わ
れ
て

い
る
も
の
な
ど
は
現
代
の
形
に
近
い
も
の
が
多
い
。

⑬
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

現
代
の

「
ム
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
第
二
筆
の
最
初
が
、
第

一
筆
の



文
字
特
徴
に
接
し
て
い
る
か
に
見
え
、
や
や
長
め
で
あ
る
。

⑩
　
Ｌ
ｒ

現
代
の

「
卜
」
と
異
な
り
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
が
点
と
な
っ
て
お
り
、

第

一
筆
の
文
字
特
徴
に
接
し
て
い
な
い
。
こ
の
形
で
あ
れ
ば
二
つ
の
文
字

特
徴
に
接
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
る
が
、
序
文
の
送
り
仮
名
、
振

仮
名
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
接
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。

『
極
楽
願
往
生
歌
』
に
使
わ
れ
て
い
る

「
卜
」
も
そ
の
よ

う
な
形
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
⑥
の

「接
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
」
に
入

れ
て
お
く
。

Ｂ
　
二
つ
の
文
字
特
徴
に
重
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の

（の

　

ニ

現
代
の

「
二
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

④
　
ｏし

現
代
の

「
シ
」
は
三
つ
の
文
字
特
徴
か
ら
成

っ
て
い
る
が
、
こ
の
形
は

二
つ
の
文
字
特
徴
か
ら
成
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
た
だ
、

『極
楽

願
往
生
歌
』
と
比
較
す
る
と
、
第
二
筆
の
最
初
が
点
の
よ
う
に
始
ま
っ
て

お
り
、
や
や
独
立
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
序
文
の

振
仮
名

・
送
り
仮
名
で
用
い
ら
れ
て
い
る
片
仮
名
の

「
シ
」
は
第
二
筆
が

「
レ
」
の
形
に
な

っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
文
字
特
徴
が
二

つ
の
も
の
と
し
て
お
く
。

②
た

現
代
の

「
ル
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
た
だ
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
の
末

尾
は
右
上
に
上
が
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
真
横
に
延
び
て
い
る
。
し
か
し
、
序

文
の

「
ル
」
で
は
現
代
の

「
ル
」
に
近
い
も
の
が
多
い
。

②
ハ

現
代
の

「
ハ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

②

ロ
ノ

現
代
の

「
ソ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

④

ｎ
り
′

現
代
の

「
り
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

④

・ノ

現
代
の

「
ラ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

（０

　

一
ヽ

現
代
の

「
マ
」
と
は
異
な
る
字
形
が
基
準
字
体
と
な

っ
て
い
る
。

〔Ⅲ
〕

文
字
特
徴
が
三
つ
の
も
の

Ａ
　
文
字
特
徴
に
重
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の



０
　
一
一個
所
で
交
わ
る
も
の

④
上
や
、

現
代
の

「
キ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

④
サ

現
代
の

「
サ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

⑩
ｔ

現
代
の
平
仮
名
の

「
せ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
序
文
の
「
せ
」

で
は
第
二
筆
の
文
字
特
徴
が
真
直
ぐ
下
に
延
び
て
、
第
三
筆
の
文
字
特
徴

に
付
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
な
お
、
ご
く
稀
に
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば

巻

一
の
二
十
四
才
の

「所
′存

筋
骨
」
の
ご
と
く
、
現
代

の
片
仮
名
の

「
セ
」
の
形
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

③
　
一
個
所
で
交
わ
り
、　
一
個
所
で
接
す
る
も
の

⑪
ノ

現
代
の

「
夕
」
に
は
交
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

第
二
筆
の
文
字
特
徴
と
第
三
筆
の
文
字
特
徴
と
が
交
わ
っ
た
形
と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、
序
文
の
振
仮
名

・
送
り
仮
名
に
は
、
第
三
筆
の
最
初
が
第

一
筆
に
接
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
場
合
で
も
第
三
筆
の
末
尾
は
第

二
筆
と
交
わ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

⑫

モ

現
代
の

「
モ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

ｏ
十

現
代
の

「
チ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
た
だ
、
第
三
筆
の
文
字
特
徴
の
末

尾
に
や
や
曲
が
り
が
少
な
く
、
立
ち
気
味
で
あ
る
。

○
オ

現
代
の

「
オ
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、

「
ノ
」
の
文
字
特
徴
の
接
す
る

位
置
が
第

一
筆
で
あ
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
序
文
、
他

の
巻
の
送
り
仮
名
、
振
仮
名
の
中
に
は
、

「十
」
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に

「
ノ
」
の
上
端
の
接
す
る
も
の
、
ど
の
位
置
に
も
接
し
な
い
も
の
も
あ
り
、

か
な
リ
ユ
レ
が
大
き
い
。

＜Ｃ＞
　
一
個
所
で
接
す
る
も
の

⑮
　
一ｆ
′

現
代
の

「
テ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

第

一
筆
の
文
字
特
徴
と
第
二
筆

① O)

]ヱ 8工 屏
ヱ    エ    でL    L   

接
と    と   す
同    同    る
字    字    も
形    形    の
で    で
あ    あ
る     る
が        

°
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の
文
字
特
徴
と
の
接
点
が
横
線
の
中
央
で
な
く
末
尾
の
部
分
に
な

っ
て
い

る
。
そ
の
点
で
は
①
の

「
ア
」
の
場
合
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
振

仮
名

・
送
り
仮
名
に
用
い
ら
れ
た

「
ヱ
」
に
あ

っ
て
は
、
第
二
筆
の
文
字

特
徴
の
最
初
が
第

一
筆
の
文
字
特
徴
に
接
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
、

本
行
で
は
、

「片
仮
名
字
体
」
の
後
の

「
工
」
と

「
ヱ
」
の
違
い
を
示
し

て
い
る
と
こ
ろ
、

「
ヱ
」
の
字
源
が

「慧
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
い
ず
れ
も
こ
こ
に
示
し
た
形
に
な

っ
て
い

２つ
。

①

ョ
現
代
の

「
ヨ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

①
　
ム
Ｔ
ノ

現
代
の

「
ケ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

⑩

（肖
／

現
代
の

「
ウ
」
と
同
字
形
で
あ
る
。

０
　
一二
個
所
で
接
す
る
も
の

④
ロ

現
代
の

「
口
」
と
同
字
形
で
あ
る
。
た
だ
、
第

一
筆
の
文
字
特
徴
の
下

端
と
第
三
筆
の
文
字
特
徴
の
最
初
に
隙
間
の
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

現
代
の
形
で
あ
れ
ば
三
個
所
で
接
す
る
形
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、

序
文
の
振
仮
名
、
送
り
仮
名
の

「
口
」
に
は
現
代
の
形
に
な

っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
他
方
、
第

一
筆
の
文
字
特
徴
の
最
初
と
第
二
筆
の
文
字
特
徴

の
最
初
と
が
接
し
て
い
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。

「
口
」
の
片
仮
名
で
は
、

二
個
所
で
接
し
て
い
る
か
三
個
所
で
接
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
示
差

性
が
な
か
っ
た
た
め
に
ユ
レ
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
基
準
字

体
と
し
て
は
三
個
所
で
接
し
て
い
る
字
形
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
様
な
問
題
は

『極
楽
願
往
生
歌
』
の

「
口
」
で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
文
字
特
徴
に
重
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の

⑫
　
一一↓

現
代
の

「
ミ
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
第
三
筆
の
文
字
特
徴
が
や
や
長

め
で
あ
る
こ
と
、
三
つ
の
文
字
特
徴
と
も
い
く
ら
か
右
下
が
り
で
あ
る
が

現
代
の

「
ミ
」
ほ
ど
右
下
が
り
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
点
で
は
、
こ
の
片
仮
名
の
字
源
の
説
明
で

「
三ノ
全
欽
」
と
あ
る
の
と

呼
応
し
て
お
り
、
こ
の
時
の
漢
数
字
の

「
三
」
と
字
形
上
は
ほ
と
ん
ど
区

別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
巻
三
四
ウ
の

「
フ
ロ
ガ
ミ．
テ
」
の

附
訓
な
ど
、
第
二
筆
の
文
字
特
徴
と
第
三
筆
の
文
字
特
徴
が
連
綿
に
な
っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
基
準
字
体
と
し
て
は
三
つ
の
文
字
特
徴
か
ら
成

る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
Ｆ
と

は
本
行
に
お
い
て
平
仮
名
と

し
て
も
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
連
綿
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。④

　
．′
ノ

現
代
の

「
フ
」
と
異
な
り
、
三
つ
の
文
字
特
徴
と
も
に
切
り
離
さ
れ
た

形
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
序
文
や
他
の
巻
の
振
仮
名

・
送
り
仮
名
に



用
い
ら
れ
た

「
フ
」
に
は

「
ョ
フ

」、
ユ
コ
ノ
」
の
よ
う
に
、　
一
個
所
で

接
し
て
い
る
も
の
、
二
個
所
で
接
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

表
記
の
接
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
字
形
を
基
準
字
体
と
考
え
て
お
く
。

②
ツ

現
代
の

「
ツ
」
と
同
字
形
で
あ
る
が
、
第
二
筆
と
第
三
筆
と
が
接
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
序
文
、
そ
の
他
の
振
り
仮
名

・
送
り
仮
名
に
用

い
ら
れ
た
も
の
は
、
現
代
の

「
ツ
」
と
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
特
徴

が
接
し
て
い
な
い
。
二
つ
の
文
字
特
徴
と
考
え
る
よ
り
は
、
こ
こ
で
は
連

綿
的
に
書
か
れ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な

っ
た
と
考
え
る
方
が
良
い

で
あ
ろ
う
。

〔Ⅳ
〕

文
字
特
徴
が
四
つ
の
も
の

０
　
一
個
所
で
交
わ
る
も
の

○
ホ

③
　
一
個
所
で
接
す
る
も
の

④
・不

ネ
の
音
に
は
現
代
の

「
ネ
」
が
見
出
し
と
さ
れ
ず
、

「子
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
の
中
に

「或
作
／
ネ
。

祢
也
」
と
、　
こ
の
字
体
が

示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
他
に
は

「
ネ
」
の
字
は
使
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

＜Ｃ＞
　
一二
個
所
で
接
す
る
も
の

④
　
甲
‥

こ
の
字
形
は
、

「
ホ
或
作
甲
‥

共
保
」
と
あ
り
、

「
ホ
」
の
字
体
の
説

明
の
注
記
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『極
楽
願
往
生
歌
』
で
は
こ
の
字

体
の
み
が
使
わ
れ
て
お
り
、
中
世
に
は
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

近
世
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
説
明
す
る
必
要

を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
書
に
お
い
て
は
こ
の
形
は
用
い
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〔Ｖ
〕

万
葉
仮
名
的
な
も
の

④
手

現
代
の

「
ネ
」
の
字
が
見
出
し
と
さ
れ
ず
、
こ
の
字
形
が
見
出
し
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
④
の
と
こ
ろ
で
も
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

序
文
、
そ
の
他
の
個
所
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
、
こ
の
字
体
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

⑩
十

現
代
の

「
ヰ
」
の
形
は
挙
げ
ら
れ
て
い
ず
、

「井
」
の
字
形
が
示
さ
れ

て
い
る
。
他
の
個
所
の
振
り
仮
名
に
お
い
て
も
、

「井
」
の
字
体
の
み
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑩
　
４
↑



「
フ
」
の
説
明
中
に

「或
作
′
禾
」
と
あ
る
。

全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
現
代
と
異
な
る
字
体
の
も
の
が
見
出
し
と
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
一カ
葉
仮
名
的
な

「子
」
、
「
井
」
の
他
、
「
せ
」
、
「
一
ヽ
」
、
「
ブ
７

」

ぐ
ら
い
で
、

『極
楽
願
往
生
歌
』
の
仮
名
字
体
と
比
較
す
る
と
、
現
代
と
同
じ

形
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
音
を
表
す
二
種
の
字
体
の
あ
る
も

の
も
、

「
ホ
」
と

「
ネ
」
の
み
と
な

っ
て
お
り
、
本
書
と
し
て
は
一
種
を
用
い

る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
字
形
の
ユ
レ
も
あ
り
、
基
準

字
体
を
考
え
る
た
め
に
は
な
お
問
題
が
残
る
。

三

前
章
で
一
々
字
体
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず

一
覧
出

来
る
よ
う
に
五
十
音
に
並
べ
た
表
を
挙
げ
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
字
体
が
、
契
沖
自
身
の
筆
に
な
る
字
体
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る

か
、
ま
た
、
現
代
に
至
る
片
仮
名
自
体
の
変
遷
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

め
る
か
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
字
体
を
基
準
字
体

と
考
え
、
そ
れ
ら
を
片
仮
名
の
体
系
と
し
て
考
え
る
時
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が

あ
る
か
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

第

一
に
は
、　
″
ネ
′‘、
″禾

″
な
ど
、
別
の
基
準
字
体
の
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
片
仮
名
字
体
も
あ
る
音
を
表
す
た
め
に
二
つ

の
基
準
字
体
の
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
統

一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
契
沖
と
し
て
は
、　
″
子
″
を
第

一
と
し
、　
″
ネ
″
を
第
二
と
す
る

な
ど
、
順
位
を
付
け
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

第
二
に
は
、
第

一
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
字
体
に

″子
′′、
″井

″
な
ど
、
万

葉
仮
名
的
な
も
の
の
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
当
時
の
一
般
を

アカ

キレ

ノツ  ス

ケ

サ

t

十

ノ

,,

,L    ご
=2=

し

仮  名

マ   ″ヽ

字  体  表〕

す ノ

〔片

ヤワ
ネ

キ

エ

オ

一ァ

ヨ

ス

手

不

L

ノ

へ

ム

ヱ

フ
ホ
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〔体
系
の
模
式
図
〕

(T

手

丼

(ホ

ホ

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
明
治
に
な

っ
て
も
こ
の
よ
う
な
字
体
の
も
の
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
契
沖
は

「
片
仮
名
と
い
ふ
中
に
、
千
子
丼

等
の
全
字
あ
る

ハ
、
多
分
に
付
て
名
付
た
る
な
り
。」
と
し
、　
こ
れ
ら
の
も
の

が
片
仮
名
と
い
う
呼
び
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
現
代
の
形
で
片
仮
名
字
体
が
確
立
す
る
こ
と

に
連
な
る
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

咤

恥

計

算

鉾

罰

獲

縣

鴨

爆

の
よ
う
に
古
体
の
字
体
が
示
さ
れ
る
も
の
、　
″
せ
″
の
よ
う
に
平
仮
名
字
体
と

共
通
す
る
も
の
、
　

ｏ
′′

し
″
や

″
”
ν
″
な
ど
の
よ
う
に
文
字
特
徴
の
点
で
少

異
の
あ
る
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
文
字
特
徴
の
点
に
お
い
て
は
連
綿

性
な
ど
の
傾
向
も
あ

っ
て
、

ユ
レ
の
大
き
い
場
合
も
多
い
。
そ
の
点
で
は
、
基

準
字
体
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
前
章
の
ご
と
く
基
準
字
体
を
定
め
、
そ
れ
ら
の
間
で
の

体
系
的
な
関
わ
り
を
考
え
て
、　
一
応
の
体
系
図
を
示
し
、
今
後
の
研
究
の
出
発

点
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔付
記
〕

い
よ
い
よ
、
信
多
教
授
の
御
退
体
の
時
が
来
た
。
大
阪
大
学
の
国
文
学
科
と

し
て
は
大
き
な
打
撃
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
記

念
の
論
集
に
近
世
の
拙
論
と
思

っ
た
が
、
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
契
沖
の
こ

と
で
あ
る
。
先
年
国
文
学
科
で
は
宝
山
寺
に
行

っ
た
が
、
信
多
教
授
が
懐
し
そ

う
に
契
沖
の
書
写
し
た
経
典
を
紹
介
さ
れ
た
姿
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
伺
え
ば
、

信
多
教
授
は
若
い
こ
ろ
に
契
沖
の
事
跡
を
調
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

私
が
は
じ
め
て
論
文
を
雑
誌
に
載
せ
て
も
ら

っ
た
の
は

「契
沖
の
ア
ク
セ
ン
ト

)
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観
」
で
あ

っ
た
。
信
多
教
授
と
私
と
の
間
に
は
浅
か
ら
ざ
る
因
縁
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
信
多
教
授
の
御
退
休
記
念
に

『和
字
正
濫
炒
』
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
所
以
で
あ
る
。

一
圧
〕

（１
）

前
田
富
棋

「『東
大
寺
諷
誦
支
稿
』
の
片
仮
名
の
字
体
に
つ
い
て
」

（呈
”文
』

５２
）
を
参
照
。

７
］̈ざ
鸞
内
赳
蛉
刈
調一舞

参
照
。

（４
）
　
『和
字
正
濫
妙
』
に
は
、
自
筆
稿
本
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
一

般
的
な
指
針
と
考
え
ら
れ
る
板
本
の
字
体
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、

板
本
は
元
文
四
年
版
の
架
蔵
本
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
初
版
の
元
禄
八
年
本
の
板

木
を
用
い
た
再
刷
本
で
あ
る
。

―
―
本
学
教
授
―
―


