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に
字
形
が
構
築
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
読
み
や
す
い
と
い
っ

た
特
長
を
備
え
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
印
刷
術

が
発
達
す
る
途
上
で
発
明
さ
れ
た
活
字
も
楷
書
を
基
に
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
書
き
文
字
と
し
て
の
新
し
い
書
体
は

生
ま
れ
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
楷
書
は
書
き
文
字
や
印
刷
文
字
の
書
体
と
し
て

最
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
字
の
標
準
と
し
て
示

さ
れ
る
書
体
に
な
っ
た
の
で
す
。
文
字
習
得
期
に
あ
た
る
小
学
校

で
学
習
す
る
漢
字
が
楷
書
で
あ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
平
仮
名
は
草
書
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
独
自
の
文
字
で
す

か
ら
、
本
来
の
筆
使
い
や
形
は
草
書
に
近
い
の
で
す
が
、
楷
書
の

漢
字
に
調
和
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
楷
書
の
筆
使
い
に
近
づ
け

た
楷
書
的
平
仮
名
を
学
習
し
ま
す
。

小
学
校
で
学
習
す
る
文
字
の
書
体
は
楷
書
で
す
。
な
ぜ
、
楷
書

が
用
い
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

漢
字
の
書
体
に
は
篆
書
・
隷
書
・
草
書
・
行
書
・
楷
書
が
あ

り
、
最
後
に
楷
書
が
完
成
し
ま
し
た
。
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
余
り

前
の
こ
と
で
す
。

篆
　
書

隷
　
書

草
　
書

行
　
書

楷
　
書

そ
の
当
時
は
、
す
で
に
篆
書
・
隷
書
は
す
た
れ
、
草
書
・
行

書
・
楷
書
が
日
常
的
に
混
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
楷

書
は
次
第
に
公
的
な
書
体
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
線
を
連
続
し
た
り
省
略
し
た

り
し
て
流
動
的
字
形
で
書
か
れ
る
草
書
・
行
書
に
対
し
て
、
楷
書

は
線
の
一
つ
一
つ
が
独
立
し
て
い
る
の
で
わ
か
り
や
す
く
、
さ
ら

楷
書
で
書
か
れ
る
文
字
の
線
は
一
つ
一
つ
分
離
さ
れ
て
書
か
れ

ま
す
。
こ
の
構
成
要
素
を
「
点
画
」
と
い
い
ま
す
。

点
画
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
き
方
や
形
が
あ
り
ま
す
が
、
大
き
く

分
け
て
八
種
類
あ
り
、
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
こ
こ
で
問
題
で
す
。

１
　
次
の
「
記
念
」
に
示
さ
れ
た
①
〜
⑧
の
点
画
の
名
称
は
？

２

次
の
「
子
・
心
・
氏
」
は
、
ど
こ
か
お
か
し
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
の
画
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
？

１
の
解
答

「
①
点
②
横
画
③
縦
画
④
折
れ
⑤
曲
が
り
⑥
左
払
い
⑦
右

払
い
⑧
そ
り
」で
す
。
こ
の
八
種
類
が
漢
字
を
構
成
す
る
最
も
基

本
と
な
る
点
画
で「
基
本
点
画
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
中
で
特
に

④
折
れ
⑤
曲
が
り
⑧
そ
り
の
名
称
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

で
す
。「
折
れ
」は
、
方
向
を
変
え
る
部
分
で
一
度
止
め
て
書
く
画
、

「
曲
が
り
」は
、
方
向
を
変
え
る
部
分
を
止
め
な
い
で
カ
ー
ブ
し
て

書
く
画
で
す
。
そ
し
て「
そ
り
」は
、
大
き
な
円
の
一
部
を
書
く
画

で
す
。

２
の
解
答

「

」
の
二
画
目
（
そ
り
）
が
は
ね
て
い
ま
せ
ん
。「
そ
り
」
に
は

必
ず
「
は
ね
」
が
付
き
ま
す
。「

」
の
二
画
目
（
そ
り
）
が
右
払

い
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
の
若
者
は
こ
の
傾
向
が
強
く
、

片
仮
名
の
「
バ
」
に
読
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。「

」
の
二

画
目
（
折
れ
）
が
縦
画
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
使
わ
れ

る
点
画
が
違
う
の
で
誤
字
と
判
断
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
例
で
す
。

基
本
と
な
る
点
画
の
名
称
と
そ
の
特
徴
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
文
字
を
書
く
こ
と
は
減
少
す
る
と
思
い
ま
す
。

書
写
の
学
習
で
は
、
課
題
文
字
を
書
く
前
に
「
点
画
の
名
称
を

唱
え
る
」「
使
用
さ
れ
て
い
る
点
画
を
抽
出
し
て
書
く
」
な
ど
の
習

慣
を
つ
け
る
と
点
画
に
対
す
る
意
識
が
向
上
す
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
筆
使
い
が
未
熟
で
半
紙
に
上
手
く
書
け
な
く
て
も
、
点
画
に

関
し
て
の
知
識
は
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
点
も

評
価
の
対
象
に
し
た
い
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
新
出
漢
字
な
ど
の

指
導
に
お
い
て
も
、
書
写
の
授
業
で
使
用
す
る
基
本
点
画
の
名
称

を
用
い
て
指
導
す
る
こ
と
が
書
写
の
日
常
化
に
役
立
つ
で
し
ょ
う
。

基
本
点
画
の
書
き
方
は
、
ま
さ
に
文
字
の
命
な
の
で
す
。

山
梨
大
学
教
授

宮
澤

み
や
ざ
わ

正
明

ま
さ
あ
き

基
本
点
画
は
文
字
の
命

連
載
―
「
書
写
」
っ
て
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
！

⇒

楷
書
的
平
仮
名
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