
近
代
以
前
の
日
本
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
一
行
一
字
の
縦
書
き
」
表
記

日
本
語
を
使
う
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
文
字
を
縦
書
き

に
も
横
書
き
に
も
で
き
る
こ
と
は
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
縦
書
き
す
る
英
語
な
ど
と
い

う
も
の
が
な
い
（
縦
長
の
看
板
な
ど
に
見
ら
れ
る
一
見
縦
書
き

の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、
一
行
一
字
の
横
書
き
で
あ
る
）
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
世
界
的
に
は
こ
う
し
た
自
由

の
き
く
言
語
は
き
わ
め
て
稀
な
の
で
あ
る
。

実
は
日
本
語
が
縦
書
き
・
横
書
き
両
用
に
な
っ
た
の
も
、

わ
ず
か
こ
こ
百
数
十
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
語
は

古
来
縦
書
き
専
用
だ
っ
た
の
だ
が
、
左
か
ら
書
い
て
い
く

横
書
き
（
以
下
、「
左
横
書
き
」
と
よ
ぶ
）
を
使
う
欧
米
の
言

語
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
横
書
き
と
い
う
新
し
い
様
式

を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
日
本
語
同
様
に
現
在
縦
書
き
・

横
書
き
ど
ち
ら
も
で
き
る
中
国
語
や
朝
鮮
語
も
、
も
と
も
と
は

縦
書
き
専
用
で
、
近
代
の
日
本
語
の
事
例
に
触
発
さ
れ
て
横
書

き
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
）。

こ
う
い
う
と
、「
い
や
右
か
ら
書
い
て
ゆ
く
横
書
き
な

ら
昔
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
」
と
思
う
人
も
多
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
欄ら

ん

間ま

の
扁へ

ん

額が
く

な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
図
１

の
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
図
１
は
江
戸
時
代
初
期
の
禅

僧
沢た

く

庵あ
ん

の
筆
に
な
る
も
の
で
、
右
か
ら
「
無む

一い
ち

物も
つ

」
と
書

か
れ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
は
横
書
き
で
は
な
く
、
一
行
一

字
の
縦
書
き
な
の
で
あ
る
。
紙
の
幅
い
っ
ぱ
い
に
大
き
な

文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
縦
書
き
の
一
行
に
一
字
し

か
入
ら
ず
、
左
へ
進
む
の
は
行
が
移
っ
て
ゆ
く
か
ら
な
の

で
あ
る
。
字
が
小
さ
く
書
か
れ
て
、
縦
方
向
に
も
二
字
以

上
文
字
を
入
れ
る
余
裕
が
あ
れ
ば
縦
書
き
さ
れ
る
こ
と
は
、

図
１
の
左
端
の
署
名
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
が
、
横
書
き
で
は
な
く
、
確
か
に
「
一
行

一
字
」
の
縦
書
き
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
か
ら
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
１
の
よ
う
な
く
ず
し
字
は
、
当

時
つ
づ
け
書
き
（「
連
綿
」
と
い
う
）
さ
れ
る
の
が
普
通

だ
っ
た
が
、
連
綿
は
行
の
内
部
で
だ
け
起
き
、
行
を
こ
え

て
前
の
行
末
と
次
の
行
頭
が
連
綿
す
る
こ
と
は
な
い
。
図

１
が
く
ず
し
字
で
あ
り
な
が
ら
連
綿
し
て
い
な
い
の
は
、

隣
り
合
う
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
行
に
属
し
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
々
」
の
よ
う
な
繰
り
返
し
記
号

は
、
江
戸
時
代
に
は
行
の
頭
に
は
置
い
て
は
い
け
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
た
（
い
わ
ゆ
る
「
行
頭
禁
則
」
で
あ
る
）。
図

１
の
よ
う
に
水
平
方
向
に
一
字
ず
つ
並
ん
で
い
る
書
で
は
、

同
じ
文
字
が
続
く
場
合
も
同
じ
字
が
繰
り
返
し
て
書
か
れ
、

決
し
て
「
々
」
は
も
ち
い
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
そ

れ
ぞ
れ
の
字
が
別
の
行
の
先
頭
だ
か
ら
で
あ
る
。

特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
、
文
字
を
連
ね
て
絵
を
描
い
て

ゆ
く
「
文
字
絵
」（
図
2
『
法ほ

華け

経き
よ
う

宝ほ
う

塔と
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

図ず

』）
で
も
、
当

時
は
水
平
方
向
を
描
く
の
に
横
倒
し
に
な
っ
た
縦
書
き
を

も
ち
い
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
だ
横
書
き
が
な
か
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

図１：禅僧沢庵の筆
禅僧である沢庵宗彭（たくあんそうほう）筆による横長扁額。「無一物（むいちもつ）」と
右から横書きで書かれているように見えるが、実は一行一字の縦書きである。

図2：『法
ほ

華
け

経
きよう

宝
ほう

塔
とう

曼
まん

荼
だ

羅
ら

図
ず

』
法華経の経文で塔を描いているが、縦の線は縦書きで書かれ、横の線は90度文字を倒
して縦書きされている。所蔵／長栄山妙法寺（堺市博物館）

漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
ひ
ら
が
な
と
い
っ
た
独
自
の
書
字
文
化
を
も
つ
日
本
。

本
来
、
日
本
語
は「
縦
書
き
」に
適
し
た
も
の
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
が
、

江
戸
後
期
に
は「
横
書
き
」と
い
う
ま
っ
た
く
異
質
な
書
字
文
化
に
遭
遇
す
る
。

現
在
の「
左
横
書
き
」が
主
流
の
時
代
と
な
る
ま
で
に
、
反
発
と
模
倣
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
事
実
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
遭
遇
史
は
、
異
質
な
も
の
と
の
出
会
い
を
新
た
な
創
造
に
つ
な
げ
る

文
化
的
プ
ロ
セ
ス
の
良
き
見
本
と
し
て
、
現
代
に
も
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鬼
っ
子「
右
横
書
き
」と
そ
の
時
代

―
―
縦
書
き
専
用
だ
っ
た
日
本
語
が
縦
書
き
・
横
書
き
両
用
と
な
る
ま
で 屋
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應
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９
５
７
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５
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講
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専
門
は
日
本
語
学
。 

お
も
な
著
書
に
『
横
書
き
登
場
―
―
日
本
語
表
記
の

近
代
』（
岩
波
新
書
）、
共
著
に
『
上
方
こ
と
ば
の
今
昔
』（
和
泉
書
院
）
な

ど
が
あ
る
。

文
字
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な　
　
　

文
字
配
列
方
向（
書
字
方
向
）

縦
書
き
、
横
書
き
の
よ
う
に
、
文
字
を
並
べ
／
読
ん
で

ゆ
く
方
向
を
「
文
字
配
列
方
向
（
書
字
方
向
）」
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
、
口
や
喉
を
使
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ

る
音
声
を
も
ち
い
て
い
る
が
、
こ
の
音
声
器
官
は
ラ
ッ
パ

（
金
管
楽
器
）
の
よ
う
な
し
く
み
で
音
を
出
す
た
め
、
複
数

の
音
を
同
時
に
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
言
語
は
音
が
時

間
の
順
に
一
列
に
並
ぶ
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

し
か
し
、
言
語
は
こ
の
制
約
を
逆
手
に
と
っ
て
、
こ
の

「
順
序
」
の
効
果
を
最
大
限
利
用
し
て
い
る
。
a
k
i 

と 

k
a
i 

と 

i
k
a 

は
み
な
同
じ
音
の
組
み
合
わ
せ
で
で

き
て
い
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
表
し
て
い
る
し
、

文
の
順
を
逆
に
し
て
も
「
大
洪
水
が
お
き
た
。
ダ
ム
が
決

壊
し
た
」
と
「
ダ
ム
が
決
壊
し
た
。
大
洪
水
が
お
き
た
」

で
は
、
因
果
関
係
が
ま
っ
た
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
音

声
言
語
の
場
合
は
、
聞
こ
え
て
く
る
音
の
順
が
そ
の
ま
ま

の
順
序
に
な
る
の
で
、
聞
き
取
っ
て
さ
え
い
け
ば
そ
れ
で

言
語
と
し
て
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
文
字
を
読
む
場
合
は
、

す
で
に
書
か
れ
て
平
面
上
に
あ
る
文
字
を
目
に
す
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
す
ぐ
れ
た
視
覚
は
書
か
れ
た
文
字
を
一
遍

に
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
言
語
と
し
て

理
解
で
き
な
い
。
読
む
人
が
一
定
の
順
序
で
文
字
を
ス

キ
ャ
ニ
ン
グ
し
、
順
次
読
み
取
っ
て
ゆ
く
と
い
う
積
極
的

な
行
為
に
よ
り
時
間
の
流
れ
を
つ
く
り
出
し
て
初
め
て
、

言
語
の
順
序
性
が
復
元
さ
れ
、
理
解
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
読
み
取
り
の
順
序
を
伝
え
る
方
法
の
な
か
で

一
番
簡
便
な
の
が
、
文
字
を
あ
ら
か
じ
め
一
列
に
並
べ
て

お
い
て
、
読
み
取
り
の
起
点
と
そ
こ
か
ら
の
進
行
方
向
と

を
社
会
的
に
約
束
し
て
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
文
字
配
列
方
向
（
書
字
方
向
）」
と
い
う
規
則
で
あ
る
。

文
字
・
表
記
に
と
っ
て
最
重
要
の
規
則
だ
か
ら
、
こ
れ
を

安
易
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
の
言
語
が
ひ

と
つ
の
方
向
に
固
執
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ

る
。

 

縦
書
き
専
用
だ
っ
た
日
本
語
が
、
縦
・
横
両
用
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
稀
有
な
こ
と
な
の
か
、
お
わ

か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
。

西
欧
語
と
の
出
会
い
に
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
と
葛
藤

日
本
語
が
横
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
日
本

語
自
身
の
自
律
的
で
自
然
な
変
化
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
近
世
末
期
か
ら
の
、
左
横
書
き
す
る
西
欧

語
と
の
出
会
い
と
い
う
、
言
語
外
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ

た
変
化
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
欧
の
文
化
・
学
問
・
技
術
な
ど
が
学
ぶ
に
値
し
な
い

も
の
な
ら
、
こ
の
出
会
い
も
出
会
い
だ
け
で
終
わ
っ
た
だ

ろ
う
が
、
産
業
革
命
後
の
科
学
・
技
術
や
国
民
国
家
と
い

う
国
制
、
市
民
革
命
を
経
て
の
合
理
思
想
な
ど
は
当
時
の

日
本
に
と
っ
て
大
い
に
学
ぶ
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
ま

ず
、
そ
れ
ら
の
勉
学
の
基
礎
と
な
る
外
国
語
学
習
の
場
で
、

左
横
書
き
す
る
外
国
語
と
縦
書
き
す
る
日
本
語
を
ど
う
共

存
さ
せ
れ
ば
よ
い
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

外
国
語
よ
り
、
日
本
語
の
訳
語
や
説
明
の
方
が
多
く
を

占
め
る
単
語
集
の
よ
う
な
も
の
で
は
、
縦
書
き
の
日
本
語

に
合
わ
せ
る
た
め
左
横
書
き
の
外
国
語
を
右
へ
90
度
横
転

さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
が
（
29
頁
図
3 

『
改
正
増
補 

蛮
語
箋
』 

１
８
５
７
年
刊
）、
本
格
的
な
対
訳
辞
書
で
は
外
国
語
は
見
出

し
の
み
な
ら
ず
例
文
な
ど
に
も
多
く
も
ち
い
ら
れ
る
の
で
、

む
し
ろ
外
国
語
の
方
を
主
体
と
し
て
あ
つ
か
う
必
要
が
あ

る
。
訳
語
の
日
本
語
は
、
狭
い
欄
に
小
さ
な
字
で
押
し
込

ん
だ
り
（
29
頁
図
4
『
波は

留る

麻ま

和わ

解げ

』
写
本 

１
７
９
６
年
成
立
）、
左
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へ
90
度
横
転
さ
せ
て
外
国
語
の
方
向
に
合
わ
せ
た
り
（
図

5 
『
ズ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』
写
本
（『
道
訳
法
児
馬
』）
１
８
３
３
年
完
成
）、

さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
従
来
の
縦

書
き
を
保
っ
た
ま
ま
で
の
工
夫
で
あ
り
、
西
欧
語
に
そ
ろ

え
て
日
本
語
を
左
横
書
き
で
書
い
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な

か
な
か
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く
新
し
い
文
字
配

列
方
向
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
抵
抗
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

洋
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
さ
さ
や
か
に
使
用

さ
れ
る
時
期
を
経
て
、
一
般
向
け
の
書
物
に
左
横
書
き
の

日
本
語
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
か
な
り
遅
れ
て
明

治
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
図
6
『
浅
解
英
和
辞
林
』

１
８
７
１
年
刊
）。
こ
こ
で
生
ま
れ
た
日
本
語
の
横
書
き
は
、

西
欧
語
そ
の
ま
ま
の
、
見
出
し
の
よ
う
な
短
い
も
の
も
本

文
の
よ
う
な
長
大
な
も
の
も
す
べ
て
左
横
書
き
で
書
く
と

い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
ま
だ
こ
う
し
た
本
格
的
な
左
横
書

き
は
、
当
時
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
場
で
、
す
な
わ
ち
、
人

で
い
え
ば
、
洋
風
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
少
数

の
エ
リ
ー
ト
集
団
、
用
途
で
い
え
ば
、
左
横
書
き
さ
れ
る

西
欧
起
源
の
文
字
や
記
号
（
数
式
や
楽
譜
な
ど
）
と
と
も
に

も
ち
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
使
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
在

来
の
日
本
語
の
縦
書
き
は
行
移
り
の
方
向
も
右
か
ら
左
へ

だ
か
ら
、
左
横
書
き
の
「
左
か
ら
」
と
い
う
方
向
性
と
は

何
の
接
点
も
な
い
。
日
本
語
の
側
に
、
何
の
素
地
も
な
く
、

受
け
入
れ
る
必
然
性
も
な
い
、
ま
っ
た
く
異
な
る
あ
り
か

た
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
は

当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

庶
民
の
好
奇
心
が
生
ん
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
欧
語
に
は
な
い「
右
横
書
き
」

し
か
し
、
日
本
語
の
横
書
き
は
、
西
欧
の
左
横
書
き
に

出
会
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
取
り
入
れ
る
と
い

う
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
道
筋
ば
か
り
を
た
ど
っ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。

最
近
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
っ
た
が
、
日
本
語

に
は
左
横
書
き
だ
け
で
な
く
、
右
か
ら
左
へ
進
む
横
書
き

（
以
下
、「
右
横
書
き
」
と
よ
ぶ
）
も
あ
っ
た
。
西
欧
語
に
は

右
横
書
き
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
そ
こ
か
ら
取
り
入
れ
た

も
の
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
縦
書
き
専
用
時
代
の
日
本

語
に
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
（
先
に
述
べ
た
日
本
に
古
く

か
ら
あ
る
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
異
な
り
、
右
横
書
き
は
二
行

以
上
に
な
っ
て
も
横
に
書
か
れ
て
ゆ
く
）。
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ヘ

ブ
ラ
イ
語
は
右
横
書
き
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
語
は
も

ち
ろ
ん
当
時
の
日
本
語
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
日
本
語
の
右
横
書
き
も
、
左

横
書
き
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
同
じ
よ
う
に
西
欧
語
の
横
書

き
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
西
欧

語
の
左
横
書
き
と
日
本
語
の
縦
書
き
と
の
接
触
は
、
西
欧

語
に
な
ら
っ
た
左
横
書
き
を
生
み
出
し
た
ば
か
り
か
、
左

横
書
き
・
縦
書
き
ど
ち
ら
と
も
似
つ
か
な
い
第
3
の
タ
イ

プ
、
右
横
書
き
を
も
生
み
出
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ば
「
鬼
っ
子
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
言

語
外
の
要
因
と
言
語
側
の
要
因
が
複
合
し
て
働
い
た
か
ら

で
あ
る
。
外
部
の
要
因
と
い
う
の
は
、
鎖
国
時
代
の
庶
民

が
抱
い
た
異
国
の
文
化
へ
の
好
奇
心
で
あ
る
。
そ
う
し
た

庶
民
の
好
奇
心
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ

ズ
ム
が
流
行
と
な
り
、
浮
世
絵
の
世
界
な
ど
で
は
、
そ
の

意
匠
と
し
て
、
遠
近
法
を
も
ち
い
た
描
写
な
ど
と
並
ん
で
、

絵
の
な
か
に
横
文
字
を
ま
ね
て
記
す
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
お
わ
り
に
は
、
外
国
で
は
文
字
を
横
に
書

く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
庶
民
に
至
る
ま
で
広
く
知

ら
れ
て
い
た
し
、
す
で
に
「
横
文
字
」
と
い
う
こ
と
ば
も

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
連
綿
し
な
い
は
ず
の
一

行
一
字
の
縦
書
き
を
連
綿
さ
せ
て
西
欧
語
の
筆
記
体
を
ま

ね
し
て
み
た
り
、
縦
書
き
を
横
転
さ
せ
て
横
書
き
の
よ
う

に
見
せ
か
け
た
り
（
30
頁
図
7 

葛
飾
北
斎
『
た
か
は
し
の
ふ
じ
』 

１
８
０
４
～
11
年
頃
）、
い
ろ
い
ろ
新
奇
な
試
み
が
行
わ
れ
る

な
か
で
、
開
国
を
機
に
始
ま
っ
た
再
度
の
異
国
趣
味
流
行

の
時
期
に
、
日
本
語
の
文
字
を
横
に
並
べ
る
こ
と
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
30
頁
図
8 

歌
川
貞
秀
『
亜あ

墨め

利り

迦か

洲し
う

迦か

爾る

波ほ

尓る

尼に

亜あ

港み
な
と

出し
ゆ
つ

帆ぱ
ん

之の

図づ

』
１
８
６
２
年
）。

し
か
し
、
当
時
の
一
般
の
庶
民
は
、
本
格
的
に
西
欧
語

を
学
ぶ
機
会
は
な
か
っ
た
か
ら
、
西
欧
語
の
横
書
き
が
左

か
ら
書
か
れ
る
も
の
と
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
そ
こ
で
、

よ
く
見
知
っ
て
い
て
、
横
書
き
と
見
か
け
が
似
て
い
る
、

古
く
か
ら
の
一
行
一
字
の
縦
書
き
に
な
ら
っ
て
右
か
ら
左

へ
文
字
を
並
べ
、
右
横
書
き
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
な
ら
、
初
め
て
見
る
人
も
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
右
横
書
き
を
生
み
出
し
た
ふ
た
つ
の
要
因
の
う
ち
、

日
本
語
側
の
要
因
と
い
う
の
は
、
当
時
広
く
普
及
し
て
い

た
、
こ
の
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
い
う
も
の
の
存
在
な
の

で
あ
る
。

「
縦
書
き
」「
右
横
書
き
」
併
用
か
ら　
　
　
　
　

さ
ら
に「
左
横
書
き
」も
受
け
入
れ
現
代
へ

た
だ
、
こ
う
し
た
新
し
い
も
の
好
き
の
流
行
な
ど
は
長

続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
改
め
て
こ
の
右
横

書
き
が
広
く
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
明
治
の
新
時
代

に
な
り
、
時
の
政
府
が
通
貨
や
交
通
・
通
信
な
ど
近
代
国

家
の
骨
格
と
な
る
制
度
を
欧
米
に
な
ら
っ
て
導
入
し
た
際
、

そ
の
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ
ト
面
も
丸
の
ま
ま
継
受
し
た
こ
と

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
貨
幣
（
30
頁
図
9 

新
貨
条
例
に
よ

る
二
十
円
金
貨 

１
８
７
１
年
）、
鉄
道
切
符
（
30
頁
図
10 

最
初
期
の
乗

車
券 

１
８
７
１
年
）、
郵
便
切
手
（
30
頁
図
11 

皇
米
郵
便
交
換
条
約
に

基
づ
く
外
国
郵
便
用
切
手 

１
８
７
５
年
）
な
ど
は
、
製
造
方
法
や

大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
横
書
き
の
書
式
ま
で
西
欧
式
そ
の

ま
ま
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら

の
制
度
は
国
民
み
な
が
利
用
す
る
も
の
だ
か
ら
、
エ
リ
ー

図3：『改正増補 蛮語箋』 
安政4（1857）年刊

（大阪府立大学図書館『日本蘭学英学資料』コレクションより抜粋）
江戸後期から幕末にかけて刊行された意義分類体の日本語・西洋
語対訳単語集。基本となる日本語にオランダ語を対訳させている
が、横書きのオランダ語を90度倒し縦にして、読み仮名を縦書き
に配している。

図4：江戸時代の蘭和辞典
『波

は

留
る

麻
ま

和
わ

解
げ

』
写本　寛政8（1796）年成立
日本最初の本格的な蘭和辞典。左側のオランダ語に対し、
右側の日本語の訳語は、左へ行移りする縦書きのまま小さ
な文字で詰め込まれている。
所蔵／東京大学総合図書館

図6：最初に公刊された左横書き『浅解英和辞林』
明治4（1871）年刊
左横書きで最初に出版された語学書だが、内容的には
ヘボン式ローマ字で名高いヘボン編の和英辞典『和英
語林集成』などの焼き直しのようなものだった。序言を
書いた内田晋斎は、当時文部省編纂寮の役人だった。
所蔵／国立国会図書館

図5：江戸時代の蘭和辞典『ズーフ・ハルマ』
写本（『道訳法児馬』）　天保4（1833）年完成
図4の『波留麻和解』と並ぶ、江戸時代蘭和辞
典の二大系統の祖となる辞書。欧語との共存を
はかり登場した新しい書字方向「横転縦書き」で
書かれている。
所蔵／静嘉堂文庫
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図7： 葛飾北斎『たかはしのふじ』 
文化前期（1804～11）頃
銅版画風のタッチと極端な遠近法で洋風をアピールした
作品には、絵の題と署名「ほくさゐゑかく（北斎描く）」
の縦書きを横転させ、欧字の筆記体をまねてつづけ書き
をしている。所蔵／房総浮世絵美術館

図8： 歌川貞秀『亜
あ

墨
め

利
り

迦
か

洲
しう

迦
か

爾
る

波
ほ

尓
る

尼
に

亜
あ

港
みなと

出
しゆつ

帆
ぱん

之
の

図
づ

』
文久2（1862）年
開国による異国趣味の影響が顕著に見られる横浜浮世絵。
題名が右横書きで２行で記されている。
所蔵／神奈川県立歴史博物館

ト
し
か
読
め
な
い
左
横
書
き
で
は
困
る
。
み
な
が
読
め
る

方
向
と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
一
行
一
字
の
縦

書
き
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
も
右
横
書
き
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
内
部
要

因
と
新
た
な
外
部
要
因
の
双
方
が
働
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
右
横
書
き
は
、
左
横
書
き
と
は
異
な
り
、

ほ
と
ん
ど
抵
抗
な
く
、
広
く
各
層
に
急
速
に
普
及
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
も
、
日
本
語
の
側
の
内

部
事
情
で
あ
っ
た
。
従
来
か
ら
の
縦
書
き
は
横
長
の
ス

ペ
ー
ス
で
使
う
に
は
不
向
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
用
途
に

向
く
文
字
配
列
方
向
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
右

横
書
き
は
ち
ょ
う
ど
う
ま
く
そ
こ
に
は
ま
り
、
縦
書
き
を

補
完
し
、
縦
書
き
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
な
す

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
右
横
書
き

は
、
左
横
書
き
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
用
途
に

も
ち
い
ら
れ
る
自
立
し
た
横
書
き
で
は
な
く
、
縦
書
き
と

共
存
し
て
、
縦
書
き
の
苦
手
と
す
る
横
長
見
出
し
や
図
版

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
を
分
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
性

格
は
右
横
書
き
が
衰
退
す
る
ま
で
と
う
と
う
変
わ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
縦
書
き
が
存
在
し
な
い
西
欧
語

の
横
書
き
に
は
当
然
こ
う
し
た
役
割
は
な
か
っ
た
の
だ
か

図9：日本の近代貨幣の第一号、二十円金貨
明治4（1871）年に発行されたが、西欧式にならい
横書きで額面・国名・発行年の表示がされている。

図11：皇米郵便交換条約に
基づく外国郵便用切手
近代郵便は明治４（1871）年に
創業されたが、当時は金額が縦
書きで入っているだけのもの
だった。横書きになったのは、
明治7（1874）年公布の「皇米
郵便交換条約」実施の翌年、
十二銭・十五銭・四十五銭の外
国郵便切手からだった。

図10：日本の鉄道創業時の一等片道乗車券
鉄道創業に向けイギリスの援助や指導を多く受
けていたため、明治4（1871）年の最初期の乗車
券には、表面に日本語と英語、裏面は英仏独の
３か国語が横書きで表示されている。
所蔵／天理大学附属天理参考館

図12： 『大阪朝日新聞』 1925年9月2日
大正末期から昭和初期、1920年代には、新
聞記事にも「左横書き専用スタイル」が進出。
見出しだけでなく記事も横書きだが、同じペー
ジで他の記事は「縦書き（右横書き併用）ス
タイル」で書かれていた。天気予報やラジオ
欄などが左横書きになり、ジャンルによってス
タイルを使い分けていたようだ。

図13： 『神戸新聞』1928年1月1日朝刊
神戸新聞では、1928年1月から29年2月ま
で、見出しやキャプションを左横書きにし、
本文を縦書きにした「縦書き（左横書き併用）
スタイル」（ただし、欄外の題号や発行日な
どは右横書きのまま）を採用している。この
ような折衷スタイルを全面的に採用する新聞
記事は、この時期ではまだ稀だった。

ら
、
縦
書
き
を
補
完
す
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
、
日

本
語
の
右
横
書
き
が
初
め
て
そ
の
道
を
拓
い
た
も
の
と
い

え
る
。

一
方
、
左
横
書
き
の
方
は
と
い
う
と
、
そ
の
後
も
西
欧

的
知
識
の
有
用
性
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
大

正
時
代
以
後
、
教
育
の
充
実
・
普
及
に
伴
っ
て
、
使
用
者

の
面
で
も
、
左
横
書
き
に
触
れ
る
機
会
を
も
つ
国
民
が
増

え
、
用
途
の
面
で
も
、
左
か
ら
書
か
れ
る
文
字
や
記
号
と

併
用
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
科
学
・
技
術
や
欧
米
文

化
に
結
び
つ
く
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
用
途
に
は
広
く
も
ち
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
（
図
12
『
大
阪
朝
日
新
聞
』  

１
９
２
5
年
9
月
2
日
）。
こ
う
し
た
外
部
事
情
の
変
化
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
地
味
な
存
在
で
あ
っ
た
左
横
書
き
専
用
と

い
う
方
式
も
、
い
つ
の
ま
に
か
縦
書
き
・
右
横
書
き
併
用

と
い
う
主
流
の
方
式
に
十
分
拮
抗
で
き
る
勢
力
に
育
っ
て

き
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
ふ
た
つ
の
方
式
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

用
途
を
分
担
し
て
い
た
か
ら
、
当
時
は
同
じ
新
聞
の
同
じ

紙
面
で
、
左
横
書
き
と
右
横
書
き
と
い
う
、
方
向
が
ま
っ

た
く
逆
の
横
書
き
が
併
存
し
て
い
て
も
違
和
感
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
に
入
る
頃
か
ら
、
次
第
に
、
同
じ
紙
面

に
同
じ
横
書
き
で
向
き
が
逆
の
も
の
が
併
存
す
る
の
は
不

自
然
と
と
ら
え
る
傾
向
も
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
縦

書
き
を
補
完
す
る
見
出
し
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
で
も
左

横
書
き
を
も
ち
い
る
も
の
（
図
13 

『
神
戸
新
聞
』
１
９
２
８
年
1
月

1
日
朝
刊
）
と
、
従
来
か
ら
の
右
横
書
き
を
も
ち
い
る
も
の

と
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
戦
前
の

左
横
書
き
・
右
横
書
き
入
り
乱
れ
て
の
混
乱
や
、
戦
時
中

に
は
、
右
横
書
き
を
一
行
一
字
の
縦
書
き
と
混
同
し
て
日

本
伝
統
の
方
式
と
と
ら
え
た
国
粋
主
義
者
が
、
欧
米
イ

メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
左
横
書
き
排
除
に
動
く
な
ど
の
紆

余
曲
折
を
経
て
、
現
在
で
は
左
横
書
き
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。

現
在
の
日
本
語
の
左
横
書
き
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、

縦
書
き
の
文
章
と
も
一
緒
に
使
え
、
レ
イ
ア
ウ
ト
、
デ
ザ

イ
ン
上
の
自
由
度
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
点
で
、
左

横
書
き
だ
け
で
使
う
西
欧
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

異
質
な
も
の
の
出
会
い
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
出
た

「
鬼
っ
子
」、
右
横
書
き
は
短
命
で
あ
っ
た
が
、
し
っ
か
り

貴
重
な
遺
産
を
今
に
遺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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