
本
辞
典
の
編
集
方
針
と
構
成

編
集
の
方
針
と
特
色

■
本
書
は
現
代
に
お
け
る
一
般
の
日
本
語
表
記
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
を

対
象
と
し
た
漢
和
辞
典
で
あ
る
︒
ま
た
︑
中
学
生
�高
校
生
の
漢
字

学
習
は
も
ち
ろ
ん
︑
熟
年
層
の
生
涯
学
習
用
と
し
て
も
役
立
つ
こ
と

も
目
ざ
し
て
編
纂
し
て
い
る
︒

■
通
常
の
漢
和
辞
典
が
い
わ
ゆ
る
部
首
順
配
列
で
あ
る
た
め
に
︑
引
き

に
く
い
︑
引
く
の
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
︑
漢
字

の
読
み
︵
音
訓
︶
で
五
十
音
順
に
配
列
し
︑
使
用
者
の
便
を
図
っ
た

の
が
︑
本
書
刊
行
の
目
的
で
あ
る
︒

■
本
書
は
親
字
と
し
て
約
六
四
〇
〇
字
を
掲
げ
た
︒
こ
の
数
は
古
典
か

ら
現
代
ま
で
の
日
本
語
の
表
記
に
用
い
る
︑
お
お
か
た
の
漢
字
を
含

む
こ
と
を
目
ざ
し
た
結
果
の
数
字
で
あ
る
︒
一
般
社
会
に
お
け
る
読

み
書
き
に
用
い
る
漢
字
数
と
し
て
は
必
要
十
分
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

■
本
書
は
親
字
に
加
え
て
︑
そ
の
異
体
字
を
約
一
六
〇
〇
字
掲
げ
て
い

る
︒
そ
の
た
め
Ｊ
Ｉ
Ｓ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
第
一
�第
二
水
準
の
漢

字
六
三
五
五
字
の
す
べ
て
を
本
書
は
含
ん
で
い
る
︒

■
ま
た
︑
本
書
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
告
示
さ
れ
た
新
し
い
﹁
常
用

漢
字
表
﹂
の
内
容
を
全
面
的
に
採
用
し
て
い
る
︒

■
熟
語
に
は
現
代
日
本
語
に
と
っ
て
重
要
な
熟
語
お
よ
そ
二
万
四
〇
〇

〇
語
を
収
録
し
た
︒
そ
の
中
に
は
︑
漢
文
学
習
や
漢
籍
へ
の
興
味
を

つ
な
ぐ
大
切
な
役
割
を
果
た
す
故
事
成
語
お
よ
び
四
字
熟
語
を
数
多

く
掲
載
し
た
︒

■
親
字
の
字
義
解
説
は
︑
中
国
古
典
に
現
れ
る
字
義
を
基
礎
に
し
な
が

ら
も
︑
一
方
で
日
本
語
で
の
用
法
�造
語
力
に
着
目
し
た
字
義
を
適

切
に
提
供
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
︒

■
今
回
の
第
二
版
で
は
︑
漢
字
の
﹁
筆
順
﹂
と
﹁
な
り
た
ち
﹂
の
欄
を
新

設
し
︑
漢
字
の
な
り
た
ち
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
工

夫
し
た
︒

■
熟
語
の
語
義
解
説
は
︑
現
代
日
本
語
と
し
て
の
意
味
記
述
を
中
心
と

す
る
こ
と
に
意
を
用
い
る
と
と
も
に
︑
中
国
古
典
に
起
源
を
も
つ
熟

語
に
つ
い
て
は
出
典
を
明
記
し
︑
そ
の
言
葉
の
歴
史
的
な
背
景
を
も

解
説
し
た
︒
ま
た
︑
近
代
以
降
日
本
や
中
国
で
新
た
に
作
ら
れ
た
り
︑

中
国
古
典
の
意
味
か
ら
転
じ
て
用
い
ら
れ
た
り
し
た
熟
語
に
つ
い
て

も
︑
初
出
の
典
籍
を
明
記
し
た
︒

■
漢
字
の
代
表
音
訓
が
わ
か
ら
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
︑﹁
音
訓
索
引
﹂

﹁
部
首
索
引
﹂﹁
総
画
索
引
﹂
の
三
索
引
を
収
録
し
た
︒
音
訓
が
わ
か

ら
な
い
場
合
で
も
︑
総
画
数
や
部
首
を
手
が
か
り
に
漢
字
を
検
索
で

き
る
よ
う
に
し
た
︒

親
字
の
掲
げ
方
に
つ
い
て

で
囲
ま
れ
て
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
組
ま
れ
て
い
る
一
字
の
漢
字

を
﹁
親
字
﹂
と
い
う
︒
親
字
を
囲
っ
て
い
る
括
弧
の

が
赤
刷
り
の
も

の
は
常
用
漢
字
︑
薄
い
ア
ミ
が
か
か
っ
て
い
る
灰
色
の
も
の
は
人
名
用
漢

本辞典の編集方針と構成
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字
︑
黒
刷
り
の
も
の
は
そ
れ
以
外
の
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒

親
字
は
代
表
音
訓
を
表
す
三
行
ど
り
の
音
訓
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
︑
同
じ

音
訓
の
親
字
を
掲
げ
た
︒
配
列
の
規
則
は
﹁
親
字
に
つ
い
て
﹂
の
﹇
五
﹈
を

参
照
さ
れ
た
い
︒

親
字
見
出
し
の
基
本
的
な
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
︒

事
音
ジ
◯呉
・
ズ
◯慣
・
シ
◯漢

訓
こ
と
・つ
か
え
る
・
お
こ

な
う

①

俗字

亊

②

ピ
ン
イ
ン

�
ハ
ン
グ
ル
사
サ

筆順な
り

た
ち

会
意
獲

旗
ざ
お
の
象
形
＋
⺕
手
の
変

形
。役
人
の
象
徴
で
あ
る
旗
ざ
お
を
手
に

す
る
さ
ま
を
示
し
、つ
か
え
る
、し
ご
と
の
意
を
表
す
。

a

b
c

d

e
f
g

l
m

n

o

h
i
j
k

pq

ａ
…
親
字

ｂ
…
総
画
数

ｃ
…
部
首
と
部
首
内
画
数

ｄ
…
音

ｅ
…
訓

ｆ
…
Ｊ
Ｉ
Ｓ
区
点
コ
ー
ド
︵
X
-0208
お
よ
び
X
-0213
に
よ
る
︒
四

け
た
の
数
字
の
先
頭
に
あ
る
①
②
③
④
の
丸
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ

Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
第
一
�第
二
�第
三
�第
四
水
準
の
漢
字
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
︶

ｇ
…
ユ
ニ
コ
ー
ド

ｈ
…
異
体
字
の
種
類

ｉ
…
異
体
字
︵〖

〗
で
囲
ま
れ
て
い
る
︶

ｊ
…
(異
体
字
の
)総
画
数

ｋ
…
(異
体
字
の
)部
首
と
部
首
内
画
数

ｌ
…
(異
体
字
の
)Ｊ
Ｉ
Ｓ
区
点
コ
ー
ド

ｍ
…
(異
体
字
の
)ユ
ニ
コ
ー
ド

ｎ
…
ピ
ン
イ
ン
(現
代
中
国
語
音
)

ｏ
…
ハ
ン
グ
ル
(韓
国
語
表
記
)

ｐ
…
筆
順
(漢
字
の
筆
順
)

ｑ
…
な
り
た
ち
(漢
字
の
な
り
た
ち
)

親
字
に
つ
い
て

﹇
一
﹈
親
字
の
種
別

親
字
の
種
別
は
︑
左
記
に
示
す
よ
う
に
そ
れ
を
く
る
む
括
弧
で
区
別
し

て
い
る
︒

⁝
⁝
⁝
常
用
漢
字

⁝
⁝
⁝
人
名
用
漢
字

⁝
⁝
⁝
そ
れ
以
外
の
漢
字

〖

〗
⁝
⁝
⁝
異
体
字

本辞典の編集方針と構成
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﹇
二
﹈
音
訓

⑴
親
字
の
読
み
方
は
︑
音

訓

の
マ
ー
ク
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
音
は
片
仮

名
︑
訓
は
平
仮
名
で
示
し
た
︒

⑵
漢
字
音
の
種
類
を
次
の
よ
う
な
記
号
で
区
別
し
た
︒

◯慣
…
慣
用
音

◯漢
…
漢
音

◯呉
…
呉
音

◯唐
…
唐
宋
音

⑶
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
字
音
仮
名
遣
い
を
︵

︶
内
に
示
し
た
︒
ま
た
︑

そ
の
字
音
仮
名
遣
い
と
は
別
に
︑
平
安
時
代
に
行
わ
れ
た
字
音
を
︑

字
音
資
料
に
基
づ
い
て
﹇

﹈
内
に
示
し
た
︵
左
記
の
例
を
参
照
さ

れ
た
い
︶︒

⑷
常
用
漢
字
表
で
認
め
ら
れ
て
い
る
表
内
音
訓
は
太
字
で
示
し
た
︒
常

用
漢
字
表
外
の
訓
の
う
ち
︑
送
り
仮
名
が
あ
る
も
の
は
そ
の
部
分
を

ハ
イ
フ
ン
で
区
切
っ
た
︒

﹇
例
﹈

笑
10画
竹-4

音

シ
ョ

ウ
(
セ
ウ
)
◯漢

◯呉

訓

わ
ら
う
・
え
む
・
わ
ら
-い

①3048
Ⓤ7B11

三
3画
一-2

音

サ
ン
﹇
サ
ム
﹈
◯漢

◯呉

訓

み
・
み
つ
・
み
っ
つ

①2716
Ⓤ4E09

﹇
三
﹈
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
�

ユ
ニ
コ
ー
ド
に
つ
い
て

親
字
や
異
体
字
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
区
点
コ
ー
ド
�ユ
ニ
コ
ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
の

漢
字
欄
の
最
下
欄
に
示
し
た
︒
上
段
が
Ｊ
Ｉ
Ｓ
区
点
コ
ー
ド
︑
下
段
が
ユ

ニ
コ
ー
ド
で
あ
る
︒Ｊ
Ｉ
Ｓ
区
点
コ
ー
ド
は
四
け
た
の
数
字
の
前
に
第
一
�

第
二
�第
三
�第
四
水
準
の
表
示
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
丸
数
字
の
①
②
③
④
で

示
し
た
︒
ユ
ニ
コ
ー
ド
の
先
頭
に
は
◯Ｕ
の
マ
ー
ク
を
付
け
た
︒
Ｊ
Ｉ
Ｓ

コ
ー
ド
�ユ
ニ
コ
ー
ド
を
持
た
な
い
場
合
は
ダ
ー
シ
︵

︱

︶
で
表
し
た
︒

﹇
四
﹈
異
体
字

親
字
の
異
体
字
を
親
字
の
直
後
に
〖

〗
で
囲
ん
で
掲
げ
た
︒

ま
た
異
体
字
の
種
類
を
お
お
よ
そ
左
記
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
括
弧

の
上
に
示
し
た
︒

旧
字
…
常
用
漢
字
�人
名
用
漢
字
と
し
て
採
用
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
新
字

体
に
対
す
る
︑
旧
来
の
字
体
︒

﹇
例
﹈
亜
(亞
)

予
(豫
)

別
体
字
…
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
同
義
に
通
用
す
る
が
︑
字
形
の
異
な
り

の
大
き
な
も
の
︒

﹇
例
﹈
略
(畧
)

顋
(腮
)

本
字
…
｢説
文
解
字
﹂
の
小
篆
に
基
づ
く
字
体
︒

﹇
例
﹈
棋
(棊
)

貌
(皃
)

古
字
…
｢説
文
解
字
﹂
の
古
文
�籀
文
に
基
づ
く
字
体
︒

﹇
例
﹈
世
(丗
)

鉄
(銕
)

俗
字
…
点
画
を
く
ず
し
た
り
︑
省
略
し
て
形
の
変
わ
っ
た
字
体
︒
い
わ

ゆ
る
﹁
誤
字
﹂
も
こ
れ
に
含
め
る
︒

﹇
例
﹈
鬱
(欝
)

事
(亊
)

﹇
五
﹈
親
字
の
配
列
に
つ
い
て

⑴
本
書
は
通
常
の
部
首
配
列
に
よ
る
漢
和
辞
典
と
異
な
り
︑
親
字
の
最

も
代
表
的
な
音
︵
代
表
的
な
音
が
な
い
場
合
は
訓
︶
の
五
十
音
順
を

第
一
の
配
列
要
素
と
し
て
配
列
し
た
︒
音
訓
の
タ
イ
ト
ル
の
音
は
片
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仮
名
︑
訓
は
平
仮
名
で
表
し
て
い
る
︒
音
と
訓
が
同
音
の
場
合
は
︑

片
仮
名
す
な
わ
ち
音
を
優
先
し
た
︒
音
訓
の
タ
イ
ト
ル
は
三
行
ど
り

の
太
い
も
の
と
し
た
︒

⑵
代
表
的
な
音
訓
が
二
つ
以
上
あ
る
漢
字
は
︑
適
宜
空
見
出
し
を
立
て

て
検
索
の
便
を
図
っ
た
︒
空
見
出
し
の
タ
イ
ト
ル
は
二
行
ど
り
の
細

い
も
の
と
し
た
︒

⑶
ま
っ
た
く
同
音
�同
訓
の
場
合
︑
親
字
の
総
画
順
に
並
べ
た
︒

⑷
同
音
�同
訓
で
︑
か
つ
同
画
数
の
場
合
︑
親
字
の
部
首
順
に
並
べ
た
︒

部
首
の
順
番
は
原
則
と
し
て
﹁
康
熙
字
典
﹂
の
部
首
分
類
に
従
い
︑

部
首
の
画
数
順
に
配
列
し
た
︒

⑸
そ
れ
で
も
決
定
し
な
い
場
合
︑
常
用
漢
字
を
先
に
配
列
し
た
︒

⑹
代
表
音
訓
が
わ
か
ら
な
い
場
合
︑
巻
頭
に
音
訓
索
引
�部
首
索
引
�総

画
索
引
を
付
け
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

﹇
六
﹈
親
字
の
字
体
と
画
数
に
つ
い
て

親
字
の
字
体
は
︑
見
や
す
さ
の
観
点
か
ら
太
め
の
明
朝
体
を
用
い
た
︒

明
朝
体
は
読
む
た
め
の
活
字
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
必

ず
し
も
見
た
目
か
ら
正
し
い
画
数
を
導
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た

ト
メ
や
ハ
ネ
と
い
っ
た
問
題
も
︑
漢
字
デ
ザ
イ
ン
上
の
こ
と
と
し
て
︑
筆

写
す
る
際
の
参
照
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
留
意
願
い
た
い
︒
そ
れ

ぞ
れ
の
親
字
の
画
数
と
︑
部
首
お
よ
び
部
首
内
画
数
は
︑
親
字
の
括
弧
の

直
下
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

﹇
七
﹈
国
字
に
つ
い
て

親
字
が
国
字
の
場
合
︑国

字

と
い
う
記
号
を
親
字
欄
に
掲
げ
た
︒

﹇
八
﹈
ピ
ン
イ
ン
と
ハ
ン
グ
ル
に
つ
い
て

当
該
親
字
の
現
代
中
国
語
音
を
ピ
ン
イ
ン
方
式
︵
ロ
ー
マ
字
︶
に
よ
っ

て
ピ
ン
イ
ン

と
い
う
記
号
で
示
し
た
︒
ま
た
︑
当
該
親
字
の
韓
国
語
音
を

ハ
ン
グ
ル

と
い
う
記
号
の
下
に
ハ
ン
グ
ル
と
片
仮
名
に
よ
っ
て
示
し
た
︒

ハ
ン
グ
ル
は
主
要
な
親
字
約
三
七
〇
〇
字
を
選
ん
で
付
け
た
︒

﹇
九
﹈
筆
順
に
つ
い
て

常
用
漢
字
に
つ
い
て
︑
親
字
の
標
準
的
な
筆
順
を
教
科
書
体
の
文
字
で
︑

最
高
八
段
階
に
分
け
て
示
し
た
︒

﹇
一
〇
﹈
﹁
な
り
た
ち
﹂
に
つ
い
て

常
用
漢
字
�人
名
用
漢
字
に
つ
い
て
︑
漢
字
の
な
り
た
ち
を
﹁
説
文
解
字
﹂

︵
紀
元
後
一
〇
〇
年
ご
ろ
︶
に
基
づ
い
て
篆
文
︵
小
篆
︶
を
示
し
な
が
ら
解

説
し
︑
六
書
の
区
分
に
基
づ
き
象
形
�指
事
�会
意
�形
声
の
四
つ
に
分
類

し
て
示
し
た
︒﹁
説
文
解
字
﹂
に
な
い
漢
字
お
よ
び
国
字
に
つ
い
て
は
︑
六

書
に
な
ら
っ
て
そ
の
別
を
示
し
解
説
を
つ
け
た
︒

﹇
例
﹈

亜
7画
二-5

音

ア

◯漢

◯呉

訓

つ
-
ぐ

①1601
Ⓤ4E9C

旧字〖
亞
〗8画
二-6

人名

②4819
Ⓤ4E9E

ピ
ン
イ
ン

y
a'

ハ
ン
グ
ル

아

ア

筆順な
り

た
ち

象
形

地
下
に
掘
ら
れ
た
墓
を
上
か
ら
見
た

形
に
か
た
ど
る
︒
表
に
出
ず
下
に
な
る
こ
と

か
ら
︑つ
ぐ
の
意
に
用
い
る
︒
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﹇
一
一
﹈
﹁
意
味
﹂
に
つ
い
て

⑴
親
字
の
意
味
に
つ
い
て
は
意
味

と
い
う
記
号
の
下
に
❶

❷

❸
…

で
分
け
て
示
し
た
︒
音
に
よ
っ
て
意
味
が
分
か
れ
る
場
合
︑
例
え
ば

︻
楽
】で
言
え
ば
❶
《ガ
ク
》…
❷
《ラ
ク
》…
❸
《ラ
ク
》…
❹
《ゴ
ウ
�

ギ
ョ
ウ
》…
な
ど
と
し
て
読
み
に
よ
っ
て
意
味
を
分
類
し
た
︒
❶

❷

❸
…
を
さ
ら
に
分
け
る
場
合
は
㋐
㋑
㋒
…
︑
さ
ら
に
下
位
分
類
し

た
い
場
合
は
ⓐ
ⓑ
ⓒ
…
を
用
い
た
︒

⑵
現
代
日
本
に
お
け
る
言
語
生
活
で
必
要
と
さ
れ
る
字
義
を
最
初
に
示

し
︑
中
国
古
典
に
し
か
現
れ
な
い
字
義
な
ど
は
後
に
置
く
よ
う
に
し

た
︒

⑶
日
本
語
で
し
か
現
れ
な
い
漢
字
の
意
味
�用
法
は
︑
記
述
の
先
頭
に

︹
国
︺
と
い
う
記
号
を
掲
げ
て
︑
一
番
最
後
に
置
く
よ
う
に
し
た
︒

⑷
意
味
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
字
義
の
末
尾
に
熟
語

例
を
掲
げ
た
︒

⑸
字
義
解
説
末
尾
に
︑
適
宜
﹁
◯同
﹂
の
記
号
を
用
い
て
同
じ
意
味
と
な

る
漢
字
を
掲
げ
た
︒

﹇
一
二
﹈
﹁
訓
法
﹂
に
つ
い
て

漢
文
訓
読
上
︑
特
殊
な
読
み
方
を
す
る
漢
字
に
つ
い
て
は
訓
法

と
い

う
記
号
の
下
に
︑
そ
の
訓
読
法
を
明
ら
か
に
し
た
︒

﹇
例
﹈︻

幾
︼
…
訓
法

㋐
﹁
い
く
﹂﹁
い
く
ば
く
﹂と
読
み
︑い
く
ら
︑い
く
つ
︑ど
れ

ほ
ど
な
ど
不
定
の
数
量
を
表
す
︒﹁
幾
何
﹂の
よ
う
に﹁
何
﹂﹁
許
﹂

な
ど
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
︒
例

孟
子
離
婁
上﹁
子

来
幾
日
矣
し
き
た
り
て
い

く
に
ち
な
る
や

(
あ
な
た
が
来
ら
れ
て
か
ら
何
日
に
な
り

=

ま
す
か
)
﹂
㋑
﹁
ね
が
う
﹂﹁
こ
い
ね
が
う
﹂﹁
こ
い
ね
が
わ
く
は
﹂

と
読
み
︑
願
望
の
意
を
表
す
︒
単
独
で
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
︑﹁
庶
幾
﹂の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
例

孟
子
公
孫

丑
下﹁
王
庶
幾
改
㆑

之
お
う
こ
い
ね
が
わ
く
は

こ
れ
を
あ
ら
た
め
よ

(
王
様
︑ど
う
か
悔
い
改
め

=

て
下
さ
い
)
﹂
㋒
﹁
ほ
と
ん
ど
﹂﹁
ち
か
し
﹂と
読
み
︑す
ん
で
の
こ

と
で
︑ほ
と
ん
ど
…
し
そ
う
︑ほ
と
ん
ど
…
に
近
い
の
意
を
表

す
︒
例

柳
宗
元
補
蛇
者
説﹁
幾
死
者
数
矣
ほ
と
ん
ど
し
せ
ん
と
せ

し
こ
と
し
ば
し
ば
な
り

(
ほ
と

=

ん
ど
死
に
か
け
た
こ
と
が
何
回
も
あ
っ
た
)
﹂

﹇
一
三
﹈
﹁
難
読
語
﹂
に
つ
い
て

当
該
親
字
を
含
む
難
読
語
を
難
読

と
い
う
記
号
の
下
に
掲
げ
た
︒

﹇
一
四
﹈
﹁
日
中
で
異
な
る
字
義
を
も
つ
漢
字
﹂
に
つ
い
て

日
本
語
と
中
国
語
で
の
意
味
用
法
に
は
な
は
だ
し
い
懸
隔
が
あ
る
漢
字

に
つ
い
て
は
︑
日
中
異
義

と
い
う
記
号
の
下
に
そ
の
相
違
に
つ
い
て
解

説
し
た
︒

﹇
一
五
﹈
﹁
人
名
の
読
み
﹂
に
つ
い
て

人
名

と
い
う
記
号
の
下
に
︑
人
の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
漢
字
を
中
心
に
そ
の
読
み
方
を
平
仮
名
に
ま
と
め
た
︒
親
字
の
音
訓
欄

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
読
み
と
重
複
す
る
場
合
に
は
適
宜
省
略
し
た
︒

﹇
一
六
﹈
﹁
仮
名
の
字
源
﹂
に
つ
い
て

片
仮
名
�平
仮
名
の
字
源
と
な
っ
て
い
る
漢
字
は
︑
仮
名

と
い
う
記
号

の
下
に
そ
の
情
報
を
示
し
た
︒

﹇
例
﹈︻

奈
】…

仮
名

平
仮
名
﹁
な
﹂
は
﹁
奈
﹂
の
草
体
か
ら
︒

片
仮
名
﹁
ナ
﹂
は
﹁
奈
﹂
の
初
二
画
か
ら
︒
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熟
語
に
つ
い
て

﹇
一
﹈
項
目
の
選
定
と
そ
の
種
類

熟
語
は
現
代
の
日
本
に
お
け
る
言
語
生
活
上
重
要
な
も
の
か
ら
約
二
万

四
〇
〇
〇
語
を
選
定
し
た
︒
掲
げ
方
は
二
行
ど
り
と
し
︑
い
わ
ゆ
る
熟
語

項
目
は
︻

︼
で
囲
み
︑
故
事
成
語
�慣
用
句
な
ど
の
句
項
目
は
〖

〗
で

囲
み
︑
そ
の
違
い
を
明
示
し
た
︒

熟
語
の
読
み
は
︑
そ
の
読
み
が
音
読
み
の
場
合
は
片
仮
名
︑
訓
読
み
の

場
合
は
平
仮
名
で
︑
熟
語
の
表
記
を
く
る
む
括
弧
の
下
に
示
し
た
︒
故
事

成
語
�慣
用
句
な
ど
の
句
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
に
平
仮
名
で
読
み
を

示
し
た
︒

﹇
例
﹈【

月
▽

極
め
】つ
き

ぎ
め

【
月
末
】ゲ
ツ

マ
ツ

〖
月
つき

満
つ
れ
ば
則
す
な
わ

ち
虧
か

く
〗

﹇
二
﹈
語
釈
�

用
例
に
つ
い
て

語
釈
は
的
確
か
つ
簡
潔
に
解
説
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
︒
意
味
用
法
の

理
解
を
助
け
る
た
め
に
︑
適
宜
用
例
を
付
し
た
︒

﹇
三
﹈
表
記
欄
の
記
号
に
つ
い
て

⑴
常
用
漢
字
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
漢
字
以
外
の
﹁
表
外
字
﹂︑
あ
る
い

は
常
用
漢
字
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
音
訓
以
外
の
﹁
表
外
音
訓
﹂
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
右
肩
に
﹁
▼
﹂﹁
▽
﹂
の
記
号
を
付
け
た
︒
た
だ

し
︑
一
字
目
に
あ
る
当
該
親
字
相
当
の
漢
字
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
記

号
を
付
け
な
か
っ
た
︒

﹇
例
﹈【

枉
▼

駕
】オ
ウ

ガ

【
下

▽

司
�
下

▽

種
�
下

▽

衆
】ゲス

⑵
い
わ
ゆ
る
熟
字
訓
に
つ
い
て
は
︑
常
用
漢
字
表
の
付
表
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
も
の
は
︽

︾︑
そ
れ
以
外
の
も
の
は
︿

﹀
の
記
号
で
囲
っ

て
示
し
た
︒

﹇
例
﹈【︽

河
岸
︾
】かし

【︽
乙
女
︾
】お
と

め

【︿
烏
賊
﹀
】い
か

【︿
火
傷
﹀
】や
け

ど

﹇
四
﹈
﹁
別
表
記
﹂
に
つ
い
て

当
該
の
熟
語
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
表
記
を
︑
別
表
記

と
い
う
記

号
の
下
に
示
し
た
︒

﹇
例
﹈【

画
然
】カ
ク
ゼ
ン

区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
︒

別
表
記

劃
然

﹇
五
﹈
﹁
注
記
﹂
に
つ
い
て

意
味
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
︑
補
説
的
�語
誌
的
な
情
報
を
注
記

と

い
う
記
号
の
下
に
示
し
た
︒
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﹇
例
﹈

【
街

▼

衢
】ガ
イ

ク

人
家
や
店
の
並
ぶ
土
地
︒
ち
ま
た
︒
ま

ち
︒
注
記
﹁
衢
﹂
は
︑
み
ち
の
意
︒

﹇
六
﹈
﹁
出
典
﹂
に
つ
い
て

当
該
の
熟
語
や
故
事
成
語
�慣
用
句
が
︑
あ
る
出
典
を
持
っ
て
い
る
場

合
は
そ
の
書
名
等
を
出
典

と
い
う
記
号
の
下
に
示
し
た
︒

﹇
例
﹈

〖
過
ぎ
た
る
は
猶
なお

及
ば
ざ
る
が
如
ごと

し
〗
物
事
の
程
度
を
超
え
た
ゆ
き
す
ぎ
は
不
足
し
て
い
る

こ
と
と

同
じ
よ
う
に
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
出
典

﹁
論
語
先
進
﹂
よ
り
︒

そ
の
他
コ
ラ
ム
欄
�
付
録
に
つ
い
て

﹇
一
﹈
﹁
異
字
同
訓
﹂
欄
に
つ
い
て

同
一
の
訓
を
持
つ
漢
字
を
﹁
異
字
同
訓
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
で
コ

ラ
ム
化
を
し
︑
書
き
分
け
の
参
考
と
し
た
︒

﹇
例
﹈

◉

異

字

同

訓

◉

◆
や
す
い
︵
安
・
易
︶

﹁
安
い
﹂
は
﹁
値
段
が
低
い
︒
心
が
穏
や
か
だ
﹂の
意
︒
例
﹁
い

ま
︑
秋
刀
魚
さ
ん
ま

が
安
い
﹂﹁
安
い
買
い
物
だ
っ
た
﹂﹁
心
安
か

ら
ぬ
面
持
ち
﹂

﹁
易
い
﹂
は
﹁
容
易
だ
︒
た
や
す
い
︒
…
し
が
ち
で
あ
る
﹂の
意
︒

例
﹁
言
う
は
易
く
行
う
は
か
た
し
﹂﹁
お
易
い
御
用
だ
﹂﹁
わ

か
り
易
い
﹂﹁
こ
わ
れ
易
い
﹂

﹇
二
﹈
﹁
日
中
韓
同
形
異
義
語
﹂
欄
に
つ
い
て

日
本
語
�中
国
語
�韓
国
語
で
︑
同
一
の
漢
字
表
記
を
持
っ
た
語
の
そ
れ

ぞ
れ
の
言
語
内
で
の
意
味
の
相
違
を
﹁
日
中
同
形
異
義
語
﹂﹁
日
韓
同
形
異

義
語
﹂﹁
日
中
韓
同
形
異
義
語
﹂
の
タ
イ
ト
ル
の
下
で
コ
ラ
ム
化
し
︑
言
語

や
文
化
の
違
い
に
つ
い
て
の
理
解
の
参
考
と
し
た
︒

﹇
例
﹈

日
中
同
形
異
義
語

一
層
◯日
い

そ
う

◯中

�

「
一
層
、二
層
、
」と
い
う
よ
う
に
、本
来
階
層
を
表

す
こ
と
ば
だ
が
、日
本
語
で
は「
一
層
精
進
す
る
」の
よ

う
に
、程
度
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多

い
。し
か
し
、中
国
語
で
は
一
貫
し
て
建
物
の
階
数
を
表

す
名
詞
で
、「
一
層
書
店
」の
看
板
を
見
か
け
れ
ば
、一
階

に
本
屋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

日
韓
同
形
異
義
語

可
憐
◯日
か
れ
ん

◯韓
カ

リ

ン

日
本
語
の「
か
れ
ん
」は「
い
じ
ら
し
く
、か
わ
い
ら
し

い
さ
ま
」を
い
う
が
、韓
国
語「
カ

リ

ン
」は「
か
わ

い
そ
う
な
こ
と
、哀
れ
な
こ
と
、み
す
ぼ
ら
し
い
様
子
」

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。そ
し
て
、「
か
れ
ん
」が
お
も

に
植
物
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
カ

リ

ン
」は
人
や
動
物
の
形
容
に
よ
く
使
わ
れ
る
。だ
か

ら「
マ

チ
売
り
の
少
女
」で
韓
国
人
に
イ
メ

ジ
さ
れ

る
の
は「
カ

リ

ン
」で
あ
る
。な
お
、中
国
語
は
韓
国

語
の
意
味
用
法
に
近
い
。

﹇
三
﹈
付
録
に
つ
い
て

付
録
と
し
て
︑﹁
漢
字
�漢
語
概
説
﹂﹁
部
首
名
一
覧
表
﹂﹁
宛
字
外
来
語
�

日
中
宛
字
対
比
表
﹂﹁
人
名
用
漢
字
一
覧
﹂﹁
ハ
ン
グ
ル
の
手
引
き
﹂﹁
韓
国

漢
字
音
索
引
﹂﹁
ピ
ン
イ
ン
索
引
﹂
な
ど
を
付
し
た
の
で
活
用
さ
れ
た
い
︒
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