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多
様
な
異
体
字
の
水
面
下
に
あ
る
も
の
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そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
に
お
い
て
異
体
字
は
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
の
異
体
字
は

非
常
に
煩
瑣
で
明
確
な
定
義
付
け
が
困
難
で
あ
る
。
新
字
体
に
対
し
て
旧
字
体
、

繁
体
字
に
対
し
て
簡
体
字
な
ど
、
仮
に
同
じ
文
字
を
指
し
て
も
関
係
性
す
ら
一

定
で
な
く
難
解
極
ま
り
な
い
。「
字
形
が
異
な
っ
て
も
音
や
義
な
ど
同
一
文
字

と
捉
え
ら
れ
る
も
の
」
程
度
の
曖
昧
な
定
義
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

現
在
、
私
た
ち
が
日
常
使
用
し
て
い
る
の
は
常
用
漢
字
で
あ
る
。
異
体
字
は

国
語
審
議
会
が
一
九
四
六
年
に
答
申
し
た
当
用
漢
字
を
皮
切
り
に
、
最
新
で
あ

る
二
〇
一
〇
年
常
用
漢
字
表
の
内
閣
告
示
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

常
用
漢
字
表
（
平
成
二
二
年
内
閣
告
示
第
二
号
）
内
閣
訓
令
に
は
「
固
有
名
詞

を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
代

で
も
殊
に
固
有
名
詞
に
は
異
体
字
が
散
見
さ
れ
る
。
異
体
字
の
使
用
者
は
同
一

文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
常
用
字
体
を
用
い
ず
異
体
字
を
採
用
し
て
い
る

わ
け
で
あ
り
、
そ
の
文
字
を
一
種
尊
重
す
る
よ
う
な
形
で
使
用
し
て
い
る
、
と

捉
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
な
い
だ
ろ
う
。

　

異
体
字
は
篆
書
や
篆
書
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
時
代
や
、
楷
書
の
発
生
、

完
成
の
時
代
以
降
と
で
は
や
や
性
質
が
異
な
る
。
例
え
ば
甲
骨
文
や
殷
金
文
、

西
周
早
期
の
金
文
の
異
体
字
は
変
遷
上
発
生
し
た
異
体
字
と
明
確
に
言
え
る
も

の
は
少
な
く
、
字
体
標
準
化
、
普
遍
化
の
疎
漏
に
起
因
す
る
部
位
の
構
造
の
差

異
や
、
配
置
の
逆
転
な
ど
が
殆
ど
で
あ
る
。
漢
字
創
成
期
と
い
う
側
面
を
考
え

れ
ば
当
然
で
あ
る
が
、
字
体
そ
の
も
の
の
確
立
が
不
安
定
、
流
動
的
な
書
体
で

あ
る
こ
と
で
発
生
す
る
異
体
字
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
以
降
の
異
体
字
は
篆
書
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
、
書
体
変

遷
上
で
発
生
し
た
も
の
等
、
複
数
要
因
が
あ
る
。
加
え
て
同
音
同
義
の
同
一
文

字
の
中
に
は
複
数
の
字
形
を
持
つ
漢
字
は
相
当
数
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
そ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
、
示
さ
れ
て
は
い
て
も
、
同
一
見
解
と
言
え
な
い
解

釈
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
簡
単
に
稚
作
「
出
群
之
器
」
の
「
群
」
字
、「
器
」
字
の
二
字
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。「
群
」
字
の
初
出
は
概
ね
春
秋
戦
国
時
代
。
篆
書
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で
は
現
在
の
よ
う
に
左
右
の
偏
旁
に
分
か
れ
る
文
字
で
は
な
く
、　　
　

の
よ

う
に
上
下
に
部
位
が
分
か
れ
る
。
周
知
の
王
羲
之
《
蘭
亭
序
》
の
一
節
「
群
賢

畢
至
」
に
見
え
る
「
群
」
字
の
如
く
で
あ
る
。
左
右
に
分
か
れ
る
字
形
は
後
漢

時
代
の
漢
碑
《
楊
震
碑
》
に
至
っ
て
漸
く
現
れ
、
北
魏
時
代
に
な
る
と
こ
の
字

形
が
半
数
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
隷
書
か
ら
北
魏
楷
書
の
特
徴

で
も
あ
る
扁
平
な
字
形
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
想
像
す
る
が
、

《
曹
全
碑
》
を
は
じ
め
と
す
る
漢
碑
は
、
依
然
と
し
て
上
下
の
字
形
を
主
に
用

い
て
い
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

　

北
宋
以
降
は
行
草
書
が
盛
ん
に
な
る
が
、
左
右
に
分
か
れ
る
現
在
の
字
形
を

好
ん
で
用
い
た
の
は
米
芾
の
み
で
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
は
篆
書
字
形
で
あ
る
上
下

の
字
形
を
多
用
し
て
い
る
。
元
、
明
、
清
時
代
に
見
ら
れ
る
字
形
、
特
に
草
書

に
至
っ
て
は
上
下
に
組
み
合
わ
せ
る
字
形
が
殆
ど
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ「
群
」

字
の
異
体
字
は
〝
篆
書
直
結
型
〟
で
篆
書
の
結
体
か
否
か
で
あ
る
。

　

対
し
て
「
器
」
字
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
稚
作
中
の
「
器
」
字
の
中
央
に
用

い
た
形
は
「
犬
」
部
で
は
な
く
「
工
」
部
で
あ
る
。
中
央
部
は
篆
書
の
字
形
に

準
拠
す
る
と

で
、
も
と
「
犬
」
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
推
移
を
安
易
に
「
犬
」
→
「
大
」
→
「
工
」
と
連
想
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
実
際
に
は
「
犬
」
→
「
工
」
へ
直
接
推
移
し
て
い
る
。
図
１
は
《
嶽

麓
書
院
蔵
秦
簡
》
に
見
ら
れ
る
字
形
で
あ
る
。
中
央
部
は
ま
だ
明
ら
か
に
「
犬
」

部
を
用
い
て
い
る
。
図
２
は
《
馬
王
堆
帛
書
・
老
子
乙
本
》
で
、
こ
れ
も
ま
だ

縦
の
斜
画
が
二
本
あ
り
、「
犬
」
部
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
最

終
画
で
二
本
の
斜
画
を
貫
く
書
き
方
に
な
る
。
図
３
《
馬
王
堆
竹
簡
・
遺
策
》

で
は
斜
画
は
一
本
に
な
り
伸
ば
す
形
が
現
れ
る
が
、
こ
の
字
形
は
図
４
《
睡
虎

地
秦
簡
》
に
も
既
に
似
た
よ
う
な
も
の
が
確
認
で
き
る
。
図
５
《
居
延
漢
簡
》

で
は
、
完
全
に
「
工
」
の
形
に
推
移
し
て
い
る
。

　
「
器
」
字
は
「
大
」
字
の
早
書
き
に
よ
っ
て
出
現
す
る
「
工
」、
た
と
え
ば

「
因
」
字
な
ど
と
は
発
生
の
経
緯
が
異
な
っ
て
い
る
。
後
漢
の
漢
碑
に
「
器
」

字
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
既
に
「
犬
」
部
と
「
工
」
部
を
用

い
る
文
字
と
が
二
分
化
さ
れ
て
い
る
状
態
で
、
楷
書
は
こ
の
影
響
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
い
で
い
る
。「
犬
」
部
と
「
工
」
部
の
異
体
の
差
異
は
〝
変
遷
型
〟
に

な
る
。「
器
」
字
の
異
体
字
は
「
犬
」
字
を
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
扁
平
に
書
写

す
る
上
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
述
の
早
書
き
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の

と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
い
っ
た
い
「
大
」
は
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
は
じ
め
触
れ

た
国
語
審
議
会
が
一
九
四
六
年
に
答
申
し
た
当
用
漢
字
な
の
で
あ
る
。
良
く
言

え
ば
整
理
さ
れ
た
、
悪
く
言
え
ば
安
易
に
削
ら
れ
た
一
画
で
あ
る
。
そ
し
て
発

生
時
に
お
け
る
字
源
の
持
つ
意
味
を
こ
の
一
画
に
よ
っ
て
失
っ
て
し
ま
っ
た
文

字
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
私
達
は
常
用
漢
字
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
言
葉
や
文
字
は
遷
り
変

わ
っ
て
い
く
も
の
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
脈
々
と
紡
い
で
き
た
漢
字
の
変
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遷
を
断
ち
切
っ
て
き
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
常
に
心
に
留
め
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
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出
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