
繍
字
の
字
體
に
つ
い
て

　

一
、
謝
辭

　
本
稿
は
、
今
昔
文
字
鏡
フ
ォ
ン
ト
を
断
入
し
て
や
う
や
く
記
す
こ
と
を
得
る
に

到
つ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
表
記
に
用
ゐ
る
略
字
と
正
字
と
の
對
比
を
行
ふ
に
當

り
、
正
字
と
略
字
（
當
用
漢
字
體
）
と
を
正
し
く
表
記
し
、
畫
面
に
窒
切
に
表
示

で
き
な
い
の
で
は
、
表
現
の
し
や
う
が
な
い
。
ま
た
、
正
字
の
正
統
性
に
つ
い
て

論
じ
る
に
當
り
、
略
字
を
用
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
、
論
旨
と
用
字
法
と
が
矛
盾

す
る
。
な
か
な
か
筆
が
荵
ま
な
か
つ
た
館
以
で
あ
る
。

　
今
昔
文
字
鏡
を
世
に
坦
り
出
し
た
方
々
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
フ

ォ
ン
ト
が
無
償
配
布
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
部
、
國
語
問
題
協
議
會
の
サ
イ
ト
か
ら
引
用
さ
せ
て
も
ら
つ
た
部
分
が
あ
る
。

併
せ
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
二
、
當
用
繍
字
字
體
に
つ
い
て

現
在
廣
く
行
は
れ
て
ゐ
る
當
用
繍
字
（
常
用
繍
字
）
の
字
體
だ
が
、
こ
れ
が
完

璧
で
あ
つ
て
如
何
な
る
場
面
で
も
規
範
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
意
見
は
寡
聞
に

し
て
聞
か
な
い
。
誰
も
が
、
そ
こ
で
砦
用
さ
れ
た
字
體
に
つ
い
て
は
多
か
れ
少
な

か
れ
、
苦
言
を
欧
し
た
り
、
疑
念
を
表
包
し
た
り
、
修
正
す
べ
き
だ
と
書
い
た
り

し
て
ゐ
る
。

服
に
言
ひ
古
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
更
私
が
云
々
す
べ
き
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、

當
用
繍
字
字
體
表
の
略
字
は
支
離
滅
裂
の
一
言
に
盡
き
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
及

び
繍
字
の
體
系
を
破
壞
す
る
以
外
、
何
ら
の
頂
果
も
齎
さ
な
か
つ
た
。
正
字
を
略

す
に
當
つ
て
、
漢
字
の
體
系
を
破
壞
し
、
そ
の
一
点
一
劃
ま
で
、
徒
に
劃
数
を
減

ら
す
こ
と
に
の
み
執
址
し
、
ま
た
俗
に
使
は
れ
て
ゐ
た
略
字
が
そ
の
ま
ま
砦
用
さ

れ
て
活
字
と
な
つ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「
隅
（
者
）
」

「
碼
（
徳
）
」

「
俛
（
突
）
」

「
繍
（
漢
）
」
等
の
一
点
一
劃

を
省
く
こ
と
に
一
體
何
の
意
味
が
あ
つ
た
と
い
ふ
の
か
。

「

監
（
羽
）
」

「

夜

（
半
）
」

「

臆
（
術
）
」

「

汞
（
的
）
」

「

紡
（
化
）
」

「

咆
（
朝
）
」

「

泙

（
藤
）
」
の
字
體
の
瞋
細
な
變
更
は
、
何
故
必
穀
で
あ
つ
た
の
か
。

「
默
（
黙
）
」

「
勳
（
勲
）
」
等
の
繍
字
の
構
芟
の
改
變
に
よ
り
、
ど
の
や
う
に
繍
字
學
帰
の
璃

擔
が
輕
減
さ
れ
、
藤
會
活
動
が
頂
柬
紡
さ
れ
た
と
い
ふ
の
か
。

「
特
」
の
字
は
本
來
「
シ
メ
ス
ヘ
ン
」
の
文
字
で
あ
つ
た
が
、
理
由
も
無
く

「
秘
」
（
ノ
ギ
ヘ
ン
）
に
變
更
さ
れ
た
。

「
轉
」

「
傳
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
転
」



「
伝
」
と
略
さ
れ
た
が
、

「
團
」
は
「
団
」
と
略
さ
れ
た
。
一
方
鳥
が
囀
る
と
書

く
場
合
に
は
、
現
在
で
も
正
字
體
を
用
ゐ
る
の
が
正
し
く
、
專
の
字
體
は
今
で
も

や
は
り
覺
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
佛
」
を
「
仏
」
と
略
し
、

「
拂
」
を
「
払
」

に
改
め
た
に
も
か
か
は
ら
ず
、

「
沸
」
の
字
は
「
沸
」
の
ま
ま
に
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
獨
（
独
）
」
、

「
觸
（
触
）
」

「
濁
（
濁
）
」
の
字
體
の
不
統
一
も
同
樣
で
あ

る
。か

か
る
寔
態
を
指
し
て
、
私
は
支
離
滅
裂
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
略
字
體
は
記
憶
の
働
き
を
阻
正
す
る
。

先
に
挙
げ
た
例
で
い
ふ
と
「
俛
」
の
字
の
略
字
體
は
「
突
」
で
あ
る
が
、
穴
と

大
と
を
合
せ
た
と
て
、
本
來
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
穴
が
大
き
い
こ
と
か
ら
想

像
で
き
る
の
は
「
あ
や
ふ
い
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
。
俛
の

字
は
、
穴
と
犬
と
の
殃
念
を
併
せ
る
か
ら
、
俛
の
字
義
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

字
を
辻
へ
る
に
「
穴
か
ら
犬
の
飛
出
す
樣
が
俛
の
字
義
で
あ
る
」
と
す
る
の
に
如

く
は
な
い
。

「
関
」
の
字
は
竿
の
下
を
犬
が
潛
り
拔
け
る
さ
ま
を
示
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
竿
と
犬
と
の
組
合
せ
と
考
へ
た
は
う
が
、
記
憶
の
助
け
に

な
る
と
思
ふ
。
因
み
に
い
ふ
と
、
拔
の
字
の
つ
く
り
は
略
字
で
は
友
と
な
つ
て
ゐ

る
が
、
本
來
は
犮
で
友
と
は
全
く
別
の
字
で
あ
る
。
犮
は
ハ
ツ
と
讀
み
、

「
犬
が

あ
と
足
を
は
ね
あ
げ
た
さ
ま
に
よ
り
、
犬
が
は
ね
る
意
を
表
は
す
（
角
川
新
字

源
）
」
字
形
で
、

「
祓
、
髮
、
拔
」
な
ど
の
字
に
お
い
て
音
符
と
な
り
、
ハ
ラ
フ
、

イ
ヅ
ル
等
の
意
を
表
す
。
拔
の
字
に
お
い
て
は
、
新
字
源
に
「
犮
（
ハ
ツ
）
（
そ

と
に
引
き
出
す
意
→
發
（
ハ
ツ
）
」
と
あ
る
か
ら
、
イ
ヅ
ル
の
意
に
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
。
つ
ま
り
、

拔
は
「
手
で
引
出
す
」
の
意
か
ら
拔
の
字
義
と
な
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
（
解
字
は
全
て
「
角
川
新
字
源
」
に
よ
る
）
。
字
源
の
解
釋
は
正
字
體
ま

で
は
、
き
ち
ん
と
熨
包
で
き
て
も
、
略
字
體
と
な
る
と
、
そ
の
字
形
は
俗
字
に
よ

る
と
か
、
省
略
形
に
よ
る
と
か
、
全
て
熨
包
が
抛
棄
さ
れ
て
ゐ
る
。
悲
し
い
こ
と

で
あ
る
。

子
供
の
頃
、
橢
庸
な
私
は
「
専
」
と
「
博
」
と
の
一
点
の
有
無
を
暗
記
す
る
こ

と
が
な
か
な
か
出
來
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
專
の
字
は
「
惠
、
穗
」
等
と
共
艷
の

部
分
を
持
つ
文
字
で
あ
り
、

「
轉
、
傳
、
團
」
等
の
漢
字
を
作
る
材
料
と
な
る
も

の
と
正
し
く
燎
識
し
、
傭
の
字
は
何
の
こ
と
は
な
い
、
十
と
甫
と
寸
と
か
ら
な
る

も
の
と
覚
え
れ
ば
、
苦
労
も
な
い
。
甫
だ
か
ら
点
を
打
つ
の
で
あ
る
。

「
補
、
圃
、

補
、
葡
」
と
同
じ
で
、
甫
を
部
分
に
持
つ
漢
字
の
仲
間
で
あ
る
。
私
は
さ
う
い
ふ

ふ
う
に
辻
育
し
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
。
さ
う
い
ふ
文
紡
の
中
で
育
ち
た
か
つ
た
。

傳
統
的
な
字
體
に
は
す
べ
て
由
來
が
あ
り
、
理
窟
が
あ
る
。
そ
れ
を
斷
切
つ
て

し
ま
つ
て
、
た
だ
覺
え
よ
と
い
ふ
こ
と
で
は
、
そ
れ
こ
そ
辻
育
上
の
璃
擔
で
あ
ら



う
。
そ
こ
に
殘
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
暗
記
す
る
と
い
ふ
、
非
生
籥
汞
な

行
爲
の
み
で
あ
る
。

略
繍
字
は
そ
の
記
憶
の
足
が
か
り
と
な
る
べ
き
文
字
の
賀
立
ち
や
、
繍
字
の
檐

賀
と
い
ふ
も
の
を
無
斎
し
た
、
不
合
理
極
り
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
、
繍
字
制
限
の
眞
の
目
汞

こ
の
混
亂
は
何
故
か
と
言
ふ
に
、

「
當
用
」
の
言
葉
が
意
味
し
て
ゐ
る
と
ほ
り
、

漢
字
の
簡
略
紡
を
目
指
し
た
人
蕁
に
と
つ
て
、
繍
字
と
い
ふ
も
の
は
當
面
用
ゐ
る

だ
け
の
も
の
で
、
い
づ
れ
廢
す
る
も
の
で
し
か
つ
た
か
ら
な
の
だ
。
戰
後
の
繍
字

制
限
は
、
繍
字
信
廢
に
向
け
て
の
一
里
塚
で
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
い

ふ
こ
と
を
言
ふ
と
、
私
が
徒
に
被
害
妄
想
汞
な
考
へ
を
狗
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
は

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
日
本
に
生
き
る
我
々
に
は
、
日
本
語
表
記
は
繍
字
假

名
混
り
が
當
然
で
、
そ
れ
以
外
の
日
本
語
と
言
ふ
も
の
を
想
像
で
き
な
い
か
ら
だ
。

繍
字
表
自
體
が
當
用
の
も
の
な
の
で
あ
つ
て
、
時
機
を
見
て
再
考
す
べ
き
と
考

へ
て
ゐ
た
だ
け
な
の
だ
と
い
ふ
意
見
あ
る
や
う
だ
が
、
そ
ん
な
も
の
は
詭
辯
で
し

か
な
い
と
私
は
思
ふ
。
當
用
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
狸
來
更
に
繍
字
制
限
を
荵
め

る
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
當
用
で
あ
つ
た
の
に
蕋
ひ
な
い
。
蔬
去
の
或
る
時
咥
に

お
い
て
、
文
部
省
の
方
針
と
し
て
、
日
本
語
の
表
音
文
字
紡
が
服
定
事
實
で
あ
つ

た
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
事
實
で
あ
る
。
そ
の
根
據
を
ニ
三
示
し
て
お
か
う
。

（
そ
の
一
）

包
治
三
十
五
年
文
部
省
が
設
置
し
た
國
語
調
査
委
員
會
は
調
査
方
針
を
決
定
し

た
が
、
そ
の
第
一
に

文
字
ハ
音
韻
文
字
（
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
）
ヲ
砦
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
、
假
名
羅
馬

字
の
得
失
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

と
あ
り
、
同
委
員
會
に
お
い
て
、
服
に
繍
字
を
廢
し
て
國
語
の
表
音
文
字
紡
を

進
め
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
、
い
き
な
り
決
定
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

（
そ
の
ニ
）

　
昭
和
二
十
四
年
國
語
審
議
會
令
に
お
い
て
、
國
語
審
議
會
が
審
議
し
文
部
大
臣

に
建
議
す
べ
き
事
項
と
し
て
、



國
語
の
改
善
に
関
す
る
事
項

國
語
の
教
育
の
進
行
に
関
す
る
事
項

ロ
ー
マ
字
に
關
す
る
事
項
（
昭
和
二
十
五
年
追
加
）

が
あ
る
が
、
先
に
擧
げ
た

「
音
韻
文
字
（
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
）
ヲ
砦
用
ス
ル
コ
ト
ヽ

シ
、
假
名
羅
馬
字
の
得
失
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
」
と
い
ふ
服
定
方
針
を
知
る
隅
に
は
、

こ
の
第
三
項
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
包
白
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
第
一
項
の
「
改

善
」
と
は
國
語
の
表
音
文
字
紡
を
志
向
し
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
が
自
然
で
あ
る
や

う
に
、
私
に
は
思
は
れ
る
。

　
以
下
、
福
田
恆
存
「
國
語
問
題
論
爭
史
」
よ
り
引
用
す
る
（
入
手
で
き
な
か
つ

た
の
で
、
國
語
問
題
協
議
會
の
サ
イ
ト
よ
り
引
用
し
た
）
。
國
語
審
議
會
は
當
用

繍
字
審
議
の
蔬
簿
で
、
常
用
繍
字
千
二
百
九
十
五
字
を
決
定
發
表
し
た
が
、

（
そ
の
常
用
繍
字
表
と
）
同
時
に
發
表
さ
れ
た
、
教
科
書
局
長
有
光
次
輙
の

談
話
は
「
檠
度
數
を
標
準
に
し
て
蠏
定
し
た
も
の
で
字
劃
の
盟
易
に
は
關
係

な
く
、
そ
の
意
味
で
完
璧
な
も
の
で
は
な
い
、
國
語
の
假
名
書

 
 

紡

 
 

ロ
ー
マ
字

 
 

    

紡

 
 

な
ど
も

 
 

電

 
 

提
と
し
て
美
し
い
簡
素
な
耳
だ
け
で
わ
か
る
日
本
語
を
完

 
 

賀

 
 

せ

 
 

    

ね
ば
な
る
ま
い

 
 

、
い
づ
れ
に
せ
よ
國
語
の
ゆ
く
べ
き
方
向
へ
こ
の
千
二
百
九

十
五
字
は
ま
づ
數
の
第
一
筱
制
限
を
果
し
た
點
で
は
大
き
く
一
腆
電
荵
し
た

の
で
あ
る
」
と
い
ふ
、
國
字
の
假
名
・
ロ
ー
マ
字
紡
を
包
ら
か
に
示
す
も
の

で
あ
つ
た
（
傍
線
筆
者
）
。

　
こ
れ
を
讀
ん
で
痛

る
と
ほ
り
、
當
用
繍
字
表
は
、
國
語
の
音
韻
文
字
紡
を
包
確

に
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
（
そ
の
三
）

　
吉
田
富
三
は
昭
和
三
十
六
年
國
語
審
議
會
員
に
蠏
ば
れ
、
電
肓
の
「
文
字
ハ
音

韻
文
字
（
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
）
ヲ
砦
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
、
假
名
羅
馬
字
の
得
失
ヲ
調

査
ス
ル
コ
ト
」
と
い
ふ
規
定
方
針
を
破
毀
し
、

「
國
語
は
、
繍
字
假
名
交
り
を
以

て
、
そ
の
表
記
の
正
則
と
す
る
。
國
語
審
議
會
は
、
こ
の
電
提
の
下
に
、
國
語
の

改
善
を
審
議
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
と
を
砦
決
し
、
公
表
す
べ
き
こ
と
を
昭
和

四
十
年
ま
で
、
再
三
に
亙
り
、
國
語
審
議
會
に
お
い
て
提
案
し
、
そ
の

綾
度
默

 

襞
の
憂
目
に
あ
ふ
と
い
ふ
事
件
が
あ
つ
た
。
こ
の
提
案
は
、
つ
ひ
に
國
語
審
議
會

で
は
、
十
分
に
審
議
さ
へ
さ
れ
ず
、
是
も
非
も
砦
擇
さ
れ
な
か
つ
た
。
文
藝
家
協



會
よ
り
吉
田
提
案
の
否
決
に
對
す
る
質
問
書
が
出
さ
れ
、
福
田
恆
存
が
「
國
語
審

議
會
に
關
し
文
相
に
訴
ふ
（
建
白
書
館
談
）
」
に
お
い
て
、
公
開
質
問
寔
の
形
で

文
部
大
臣
に
訴
へ
、
問
題
が
大
き
く
な
る
に
及
ん
で
、
森
戸
國
語
審
議
會
會
長
が
、

記
者
會
見
で
「
繍
字
か
な
ま
じ
り
文
が
審
議
の
電
提
。
繍
字
全
廢
は
考
へ
ら
れ
な

い
」
と
肓
べ
、
事
態
の
談
拾
を
圖
つ
た
の
で
あ
る
。

　
四
、
繍
字
の
字
體
に
關
す
る
私
の
考
へ

　
漢
字
の
字
體
に
つ
い
て
私
が
、
舊
に
復
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
と
、
必
ず
関
つ

て
來
る
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
も
う
皆
が
新
し
い
字
體
を
使
つ
て
ゐ
る
の
だ
か

ら
、
皆
が
慣
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
さ
う
い
ふ
こ
と
を
す
れ
ば
、
徒
に
藤
會
を
混

亂
さ
せ
る
ば
か
り
だ
」
と
い
ふ
、
現
寔
肯
定
論
で
あ
る
。
實
は
自
分
が
正
繍
字
の

必
強
を
し
な
ほ
す
こ
と
が
再
な
だ
け
に
蕋
ひ
な
い
と
思
ふ
の
だ
が
、
と
も
か
く
、

彼
ら
は
現
代
の
日
本
し
か
見
て
ゐ
な
い
。
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
、
長
い
芬
史
の
中

で
、
先
蕁
の
苦
心
の
結
果
、
規
範
と
し
て
の
正
書
法
が
定
め
ら
れ
て
來
た
も
の
だ

と
い
ふ
こ
と
を
笳
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
我
々
は
文
字
と
言
葉
と
を
現
代

に
生
き
る
自
分
蕁
だ
け
の
も
の
だ
と
考
へ
る
の
は
燉
で
あ
る
。
文
字
も
言
葉
も
蔬

去
に
生
き
た
人
々
の
創
意
の
結
果
で
あ
つ
て
、
自
ら
作
り
上
げ
た
も
の
で
は
無
い
。

ま
た
、
そ
れ
は
筱
代
に
引
繼
ぐ
べ
き
文
紡
汞
財
籥
で
あ
つ
て
、
安
易
に
い
ぢ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
引
繼
い
だ
財
籥
に
更
な
る
附
加
價
値
を
つ
け
て
筱
代

に
引
渡
す
べ
き
責
任
を
璃
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

繍
字
の
系
統
は
大
雜
把
に
言
ふ
と
、
篆
書
、
隷
書
、
草
書
、
行
書
、
楷
書
、
正

字
（
い
は
ゆ
る
康
熙
字
典
體
）
の
順
で
登
場
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
篆
書
か

ら
隷
書
が
、
隷
書
か
ら
草
書
、
行
書
、
楷
書
が
、
楷
書
か
ら
正
字
が
そ
れ
ぞ
れ
生

じ
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
隷
書
は
篆
書
を
、
楷
書
は
隷
書
を
、

正
字
は
そ
れ
以
前
の
各
字
體
を
否
定
す
る
も
の
で
は
無
い
。

現
在
の
日
本
の
藤
會
で
も
、
實
印
な
ど
の
「
特
別
な
も
の
」
に
は
篆
書
で
刻
印

す
る
場
合
が
多
い
。
燎
印
に
は
隷
書
で
刻
印
す
る
こ
と
も
多
い
だ
ら
う
。
名
刺
や

表
札
に
は
、
正
し
い
名
電
を
正
字
で
印
字
、
刻
印
し
な
い
だ
ら
う
か
。
つ
ま
り
、

篆
書
、
隷
書
、
楷
書
、
正
字
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
現
代
で
も
必
穀
な
場
面
で
は
窒
宜

用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
は
廢
字
に
な
つ
た
の
で
も
な
ん
で
も
な
い
の

で
あ
る
。

「
當
時
通
用
の
楷
書
の
書
體
と
異
な
る
創
ら
れ
た
康
煕
字
典
の
字
體
は
正
統
性

を
缺
く
」
と
い
ふ
主
張
を
、
私
は
否
定
す
る
。
康
煕
字
典
を
編
纂
し
た
支
那
の
碩



學
達
は
、
遠
く
篆
書
や
隷
書
ま
で
蘰

り
、
規
範
と
な
る
べ
き
字
體
を
定
め
た
の
で

あ
る
。

繍
字
制
限
と
略
字
體
の
砦
用
と
は
傳
統
を
捨
て
頂
柬
の
み
を
追
ひ
求
め
た
に
も

か
か
は
ら
ず
、
實
は
頂
率
的
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
傳
統
に
叛
く
の
み
な
ら
ず
、

頂
柬
性
に
缺
け
る
代
物
な
の
で
あ
る
。

五
、
結
び

結
論
を
言
は
う
。
當
用
繍
字
の
略
字
は
破
毀
す
べ
き
だ
。
正
字
に
裝
る
こ
と
が

何
よ
り
健
全
で
あ
る
。
一
咆
一
夕
に
は
實
現
で
き
な
い
だ
ら
う
が
、
正
し
い
も
の

を
正
し
い
と
言
ふ
人
間
が
一
人
で
も
築
え
る
や
う
、
一
人
一
人
が
努
力
を
續
け
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
工
業
規
格
に
お
い
て
砦
用
さ
れ
た
字
體
に
代
表
さ
れ
る
や
う
な
、
更
な
る

繍
字
破
壞
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
涜
」
、

「
鴎
」
、

「
桧
」
な
ど
、
從
來
燉

字
俗
字
と
さ
れ
て
き
た
字
、
ま
た
は
辭
書
に
視
載
さ
へ
さ
れ
て
來
な
か
つ
た
や
う

な
字
體
を
、
こ
れ
以
上
氾
濫
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。


