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本
作
は
異
体
字
（
異
字
）
を
テ
ー
マ
と
し
て
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
。 

　

一
般
的
に
、
正
字
（
正
体
字
）
が
『
説
文
解
字
』
を
根
拠
と
し
た
正
式
な
文

字
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
異
体
字
は
俗
字
、
省
文
、
譌
字
な
ど
、
正

体
字
以
外
の
総
称
で
、
中
国
で
は
こ
れ
を
別
字
と
呼
ん
で
い
る
。

　

日
中
を
問
わ
ず
、
書
道
史
上
に
残
さ
れ
た
文
字
史
料
に
は
膨
大
な
数
の
異
体

字
が
確
認
で
き
る
。
俗
体
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
字
体
が
標
準
的
な
字
体
に
定

着
し
て
い
く
様
子
な
ど
、
異
体
字
か
ら
過
去
の
書
写
習
慣
の
実
態
を
探
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

書
作
の
観
点
で
は
、
表
現
の
幅
を
広
げ
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
異
体
字
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
厳
格
な
間
架
結
構
を
特
徴
と
し
、
文
字
の
構
造
に
自
由

度
の
少
な
い
楷
書
で
は
一
定
の
範
囲
内
で
造
形
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
方
法
と

し
て
特
に
有
効
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
田
勇
次
郎
氏
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

初
唐
の
楷
書
は
す
ば
ら
し
い
が
、
竹
冠
は
艸
冠
に
か
き
、
木
扁
は
手
扁
に

書
く
な
ど
、
字
形
の
差
は
か
な
り
多
く
、
そ
れ
は
字
形
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
漢
字
の
造
形
の
美
し
さ
に
お
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重

要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
別
字
の
研
究
は
、
十
分
行
き
届
い
た

も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（『
異
体
字
研
究
資
料
集
成
』
第
五
巻
月

報
「
中
国
の
別
字
に
つ
い
て
」） 

　

中
田
氏
が
指
摘
す
る
、
別
字
（
異
体
字
）
の
字
形
や
造
形
の
美
に
つ
い
て
、

作
品
制
作
を
通
じ
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
主
旨
で
あ
る
。 

　

そ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
今
回
は
「
蔵
器
待
時
（
器
を
蔵
し
て
時
を
待
つ
）」

（『
周
易
』）
の
四
字
句
を
楷
書
で
半
切
一
行
の
形
式
に
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
。

楷
書
で
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
二
文
字
目
の
「
器
」
と
、
三
、
四
字
目
の
「
寺
」

は
四
文
字
と
い
う
少
な
い
字
数
の
中
で
重
複
す
る
構
成
要
素
が
あ
る
た
め
単
調

に
な
り
や
す
い
。
こ
こ
に
異
体
字
を
使
用
し
て
全
体
の
変
化
と
調
和
を
図
り
つ

字
体
の
選
定
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つ
、
一
貫
性
の
あ
る
表
現
に
ま
と
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

草
稿
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
二
文
字
目
「
器
」
と
四
文
字
目
「
時
」
を
異
体

字
で
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
。「
器
」
は
複
数
の
異
体
字
か
ら
「
口
」
の
並
び

に
最
も
変
化
の
あ
る
字
体
を
選
ん
だ
。
中
央
の
「
大
」
を
「
尢
」
に
、「
一
」

と
「
乚
」
部
の
間
に
「
口
」
を
挿
入
し
た
字
体
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
代
の
董
其

昌
に
用
例
が
あ
る
。
四
文
字
目
の
「
時
」
は
旁
の
下
部
を
省
略
し
、
そ
の
位
置

に
偏
の
「
日
」
を
上
下
に
組
み
合
わ
せ
た
字
体
を
選
ん
だ
。
こ
う
す
る
こ
と
で

三
文
字
目
と
の
変
化
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
の
字
体
は
隋
の
「
張
伏
敬
墓
誌
」
に

使
用
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
器
」
は
説
文
篆
文
、「
時
」
は
説
文
古
文
に

同
じ
字
体
と
確
認
で
き
る
字
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
字
の
復
活
に
よ
っ
て
生

じ
た
異
体
字
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
注
①

　

表
現
に
お
い
て
は
「
器
」
は
「
口
」
の
字
形
、
大
き
さ
、
墨
量
、
位
置
に
変

化
を
つ
け
て
単
調
に
な
ら
ぬ
よ
う
配
慮
し
、
左
払
い
と
曲
が
り
を
強
調
し
た
動

き
を
意
識
し
、
反
対
に
一
文
字
目
の
「
蔵
」
は
左
は
ら
い
、
そ
り
の
収
筆
を
軽

く
止
め
て
変
化
を
つ
け
る
。「
時
」
の
概
形
は
▽
を
意
識
し
、
反
対
に
三
文
字

目
の
「
待
」
の
概
形
は
△
に
し
て
「
時
」
と
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
た
。
一
行

書
は
行
の
流
れ
が
端
的
に
表
れ
る
た
め
、
上
下
の
字
形
の
つ
な
が
り
の
他
、
文

字
の
大
小
、
墨
の
潤
渇
な
ど
も
自
然
な
表
現
を
心
掛
け
た
。
掲
載
作
品
は
締
め

切
り
前
日
の
最
後
に
書
い
た
一
作
で
あ
る
。

　

本
作
で
は
敢
え
て
書
き
に
く
い
字
面
の
語
句
を
題
材
と
し
、
異
体
字
を
使
用

し
て
字
体
を
変
化
さ
せ
、
全
体
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
一
貫
性
の
あ
る
表
現

を
試
み
た
。
枚
数
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
線
質
、
字
形
と
も
に
単
調
に
な
っ
た
た

め
、
行
意
を
強
め
る
こ
と
で
改
善
を
図
ろ
う
と
努
め
た
が
、
結
果
的
に
作
為
が

前
面
に
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
本
作
で
は
意
図
を
も
っ
て
異
体
字
を
使

用
し
た
こ
と
が
唯
一
の
成
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
書
作
の

視
点
か
ら
異
体
字
と
、
そ
の
造
形
的
特
質
の
研
究
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

【
用
具
用
材
】

筆
…
鵞
毛
堂
「
花
香
」（
羊
毛
）

墨
…
古
梅
園
「
虎
溪
三
笑
」（
固
形
墨
）
＋
呉
竹
「
古
心
」（
墨
液
）

紙
…
紅
星
牌
棉
料
単
宣

注①
杉
本
つ
と
む
氏
は
『
文
字
史
の
構
想
』
で
異
体
字
が
生
ま
れ
る
要
因
を
以
下

の
八
種
類
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。 

（
ａ
）
画
数
の
多
い
も
の
は
画
数
の
す
く
な
い
異
形
に
す
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
と

ば
で
略
語
を
つ
く
る
心
理
、
方
法
に
似
て
い
る
。 

（
ｂ
）
画
数
を
一
画
あ
る
い
は
二
画
と
増
画
し
て
異
形
を
つ
く
る
。
こ
れ
は

（
ａ
）
の
裏
返
し
で
あ
る
。 

（
ｃ
）
代
行
し
て
結
果
と
し
て
異
体
が
生
じ
る
。
古
字
の
復
活
な
ど
も
ふ
く
ま
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れ
る
。 

（
ｄ
）
漢
字
一
般
と
し
て
、
上
下
、
左
右
、
内
外
な
ど
の
部
分
の
置
換
で
異
形

を
つ
く
る
。 

（
ｅ
）
楷
書
体
が
行
・
草
書
体
と
な
り
、
そ
う
し
た
運
筆
が
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス

と
な
っ
て
、
再
び
楷
書
体
に
も
ど
る
こ
と
で
字
体
の
異
形
を
つ
く
る
。 

（
ｆ
）
類
似
系
の
た
め
の
兼
用
・
混
用
か
ら
異
形
が
生
じ
る
。 

（
ｇ
）
音
符
の
一
致
に
よ
る
部
分
（
主
と
し
て
旁
の
部
分
）
の
交
換
に
よ
っ
て

異
形
が
生
じ
る
。 

（
ｈ
）
意
味
の
一
致
・
近
似
、
一
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
部
分
（
主
と
し
て
偏
、

す
な
わ
ち
意
符
の
部
分
）
を
交
換
し
て
異
形
を
生
じ
る
。
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