
─ 32─

蠧
魚
─
使
用
頻
度
の
高
い
文
字
「
之
」
字
の
変
遷
─

角　

田　

健　

一
（
大　

壤
）

T
SU

N
O

DA
 K

enʼichi

（Taijo

）

　

稚
作
は
唐
文
献
『
占
星
堂
集
』
の
一
節
に
見
え
る
こ
と
ば
「
奪
之
蠧
魚
之
口
、

襲
之
篋
笥
之
腹
。」（
之
を
蠧
魚
の
口
よ
り
奪
い
、
之
を
篋
笥
の
腹
に
襲
む
。）

を
題
材
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
蠧
魚
」
と
は
昆
虫
の
紙
魚
（
シ
ミ
）
の
別
称
で
、
体
型
が
魚
に
似
て
い
て

紙
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
俳
句
で
目
に
し
た
り
、
古

書
や
掛
け
軸
に
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
虫
、
と
い
う
程
度
の
認
識
し
か
持
た
な

か
っ
た
が
、
実
際
に
は
紙
魚
は
紙
で
は
な
く
糊
の
部
分
を
好
む
よ
う
で
、
紙
を

劣
化
は
さ
せ
る
も
の
の
穴
を
開
け
る
ま
で
の
害
は
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

驚
く
こ
と
に
約
三
億
年
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
ら
し
く
、『
源
氏
物
語
』
四
十

五
帖
・
橋
姫
で
も
以
下
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

紙
魚
と
い
ふ
虫
の
住
処
に
な
り
て
古
め
き
た
る
黴
く
さ
さ
な
が
ら
、
跡
は

消
え
ず
、
た
だ
い
ま
書
き
た
ら
ん
に
も
違
は
ぬ
言
の
葉
ど
も
の 

こ
ま
ご

ま
と
さ
だ
か
な
る
を
、
見
給
ふ
に
、
げ
に
落
ち
散
り
た
ら
ま
し
よ
、
と
う

し
ろ
め
た
う
い
と
ほ
し
き
こ
と
ど
も
な
り
。

紙
魚
と
い
う
虫
の
棲
み
処
に
な
っ
て
、
古
く
さ
く
黴
臭
い
け
れ
ど
、
筆
跡
は
消

え
ず
、
ま
る
で
今
書
い
た
も
の
と
も
違
わ
な
い
言
葉
…
…
と
遡
る
こ
と
千
年
前

か
ら
現
在
と
変
わ
ら
ぬ
存
在
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
転
じ
て
、
本
ば
か

り
読
み
、
真
意
を
知
ら
ず
に
こ
れ
ら
を
活
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
才
能
の
無
い

人
に
も
こ
の
言
葉
を
用
い
る
よ
う
で
、
題
材
の
「
蠧
魚
の
口
よ
り
奪
い
」
は
、

こ
れ
に
も
ま
た
通
ず
る
言
葉
で
な
か
な
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

◆

　

題
材
と
し
て
選
文
し
た
こ
と
ば
に
は
「
之
」
が
四
字
あ
る
。「
之
」
の
字
形

の
使
い
分
け
は
王
羲
之
《
蘭
亭
序
》
が
有
名
だ
が
、実
は
そ
れ
以
前
に
も
「
之
」

に
限
ら
な
け
れ
ば
、
意
識
的
・
審
美
的
要
素
か
否
か
は
別
と
し
て
殷
周
金
文
か

ら
同
一
の
銘
に
見
ら
れ
る
し
、
秦
簡
や
漢
簡
の
木
簡
・
竹
簡
な
ど
に
も
間
々
、
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同
一
簡
に
見
ら
れ
る
。
後
漢
の
《
永
元
器
物
簿
》
も
「
之
」
の
異
形
の
文
字
が

複
数
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
縦
長
に
文
字
を
伸
ば
す
字
形
で
、「
敢
え
て

之
を
言
う
」
の
部
分
で
用
い
ら
れ
る
。
漢
代
木
簡
に
は
他
に
も
「
也
」、「
命
」、

「
年
」
な
ど
縦
に
極
端
に
伸
ば
す
字
形
が
あ
る
。
文
末
の
「
也
」、
年
号
を
示
す

「
年
」、「
之
」
や
「
命
」
等
は
、
そ
の
前
後
に
大
事
な
内
容
が
記
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
目
に
つ
き
や
す
い
字
形
で
書
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
い
ず
れ
論
じ
た
い
。
ま
た
王
羲
之
以
降
、
特
に

宋
代
以
降
の
作
家
は
異
な
る
字
形
で
「
之
」
字
を
用
い
る
の
は
至
っ
て
普
通
の

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

使
用
頻
度
が
高
け
れ
ば
そ
の
字
形
変
化
（
変
遷
）
は
当
然
加
速
す
る
傾
向
が

あ
る
。
同
時
代
・
同
時
期
で
あ
っ
て
も
使
用
頻
度
が
高
い
と
そ
の
字
形
の
変
化

が
早
ま
る
こ
と
や
、
字
形
の
安
定
化
が
進
む
こ
と
は
西
周
金
文
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
が
、
基
本
的
に
金
文
や
小
篆
と
い
う
書
体
は
書
写
す
る
〝
 
速
度
〟
に
よ

っ
て
変
遷
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
単
に
一
部
の
筆
画
を
省
略
す
る
ケ

ー
ス
を
除
け
ば
、
だ
い
た
い
無
関
係
で
あ
る
。

　
「
之
」
字
は
篆
書
、
例
え
ば
《
石
鼓
文
》
で
は
「

」
の
よ
う
に
書
く
が
、

驚
く
こ
と
に
同
時
期
の
《
里
耶
秦
簡
》
に
「

」
の
如
く
、
背
が
高
く
最

終
画
を
右
下
に
払
う
字
形
が
現
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
《
里
耶
秦
簡
》
で
は

「

」
の
よ
う
な
最
終
画
を
横
画
で
書
く
文
字
も
多
数
あ
り
、
こ
れ
ら
最
終

画
を
右
に
払
う
も
の
と
横
画
に
引
く
も
の
と
が
同
一
簡
に
混
在
す
る
ケ
ー
ス
す

ら
あ
る
。
少
な
く
と
も
漢
代
で
は
概
ね
右
は
ら
い
の
斜
画
に
な
り
、
前
述
の
永

元
器
物
簿
の
よ
う
に
縦
に
伸
ば
す
文
字
も
少
な
く
な
い
。
実
は
「
之
」
を
除
け

ば
、
篆
書
で
最
終
画
が
直
線
的
な
横
画
で
終
わ
る
文
字
は
案
外
、
そ
の
後
の
隷

書
・
草
書
へ
の
変
遷
で
も
し
っ
か
り
と
し
た
横
画
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。

「
之
」
字
に
限
っ
て
言
え
ば
、
草
書
の
中
に
は
更
に
縦
へ
の
傾
向
が
強
く
な
っ

て
ほ
ぼ
縦
画
の
み
の
字
形
も
現
れ
る
。
最
終
画
の
横
画
か
ら
斜
画
、
更
に
縦
画

へ
、
と
い
う
変
化
は
書
写
速
度
と
い
う
関
係
と
、
使
用
頻
度
の
高
さ
と
い
う
両

方
の
影
響
が
な
け
れ
ば
起
こ
り
に
く
い
現
象
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
思
う
。

◆

　

制
作
に
あ
た
っ
て
は
意
識
的
に
「
之
」
字
の
字
形
を
変
え
る
と
い
う
よ
り
、

作
品
効
果
へ
の
影
響
に
留
意
し
た
。
墨
、
紙
な
ど
は
日
頃
使
い
慣
れ
た
も
の
を

使
用
、
書
体
に
限
ら
ず
常
に
作
品
に
宿
る
べ
き
生
命
感
・
躍
動
感
を
追
い
か
け

て
い
る
。
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奪
之
蠧
魚
之
口
、
襲
之
篋
笥
之
腹
。 158.5㎝×41.6㎝


