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漢
字
の
力

野

田

満

わ
た
く
し
た
ち
最
初
の
し
ご
と
で
あ
る
国
語
学
習
書
に
、
「
漢
字
の
力
」
と
い
う
題
を
つ
け
る
こ
と
に
し

た
。非

常
に
象
徴
的
な
感
じ
が
す
る
。

漢
字
と
い
う
も
の
の
「
力
」
が
、
国
語
教
育
の
向
上
に
拍
車
を
か
け
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
る
こ
と
に
な
る
か
、
ず
い
分
前
か
ら
国
語
教
育
界
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。そ

う
い
う
と
き
、
わ
が
岐
阜
県
中
学
校
国
語
教
育
研
究
会
が
、
学
習
書
を
編
さ
ん
し
、
そ
れ
に
「
漢
字
の

力
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
が
こ
の
題
名
に
賛
成
し
た
の
は
、
漢
字
そ
の
も
の
に
も
っ
と
力
を
与
え
よ
う
、
も
っ
と
大
は
ば
に
漢
字

の
力
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

少
な
く
と
も
、
今
私
た
ち
が
育
て
て
い
る
中
学
校
の
生
徒
た
ち
に
今
あ
る
漢
字
を
駆
使
し
、
使
い
こ
な
す

力
を
与
え
た
い
。
そ
れ
が
「
漢
字
の
力
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
せ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

漢
字
の
存
在
が
、
国
語
学
習
、
あ
る
い
は
文
化
吸
収
の
能
率
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
人
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
お
そ
れ
も
た
し
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
克
服
し
な
い
で
何
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
努
力
が
な
く
て
は
、
今
そ
の
人
が
問
題
に
し
て
い
る
漢
字
の
制
限
な
い
し
撤
廃
と
い
う
し
ご
と
だ
っ
て

で
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

漢
字
を
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
一
体
何
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
う
考
え
が
私
自

身
の
中
に
強
く
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
今
あ
る
文
章
や
話
し
こ
と
ば
の
中
で
、
た
し
か
に

漢
字
が
生
き
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
よ
う
だ
。
漢
字
を
知
ら
な
い
で

読
解
も
表
現
も
で
き
は
し
な
い
。
社
会
科
も
理
科
も
英
語
も
音
楽
も
、
す
べ
て
の
教
科
の
学
習
も
で
き
は
し

な
い
。

漢
字
制
限
論
や
ロ
ー
マ
字
国
字
論
が
出
始
め
る
と
、
漢
字
を
強
調
す
る
こ
と
は
時
代
錯
誤
だ
と
思
う
人
が

い
た
ら
、
そ
の
人
は
ま
た
大
き
な
あ
や
ま
ち
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
、
国
語
教
育
の
上
で
漢
字
の
力
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
国

字
問
題
と
は
ま
る
で
別
の
問
題
で
あ
る
。

「
私
は
ロ
ー
マ
字
論
者
な
ん
だ
か
ら
、
漢
字
な
ど
い
い
か
げ
ん
に
教
え

て
お
く
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
は
漢
字
尊
重
論
者
だ
か
ら
、
漢
字
を
て

い
ね
い
に
教
え
る
。
」
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

「
漢
字
の
学
習
は
機
械
的
な
反
復
練
習
に
な
る
か
ら
国
語
教
育
の
本
質

に
そ
わ
な
い
。
だ
か
ら
漢
字
な
ど
あ
ま
り
問
題
に
し
た
く
な
い
。
」

と
い
う
考
え
の
人
も
た
し
か
に
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
「
手
を
ぬ
ら
さ
な
い
で
魚
を
捕
ろ
う
。
」
と
す
る

態
度
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

文
意
と
い
う
魚
は
、
漢
字
と
か
、
か
な
と
か
、
ロ
ー
マ
字
と
か
、
そ
う

い
う
も
の
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
大
海
の
中
に
棲
ん
で
い
る
。
西
洋
だ
っ
た
ら

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
単
語
と
、
そ
う
い
う
も
の

の
か
ら
み
あ
っ
た
海
の
中
に
文
意
が
息
づ
い
て
い
る
。

た
だ
、
反
復
練
習
の
機
械
化
は
、
ま
ず
い
。
機
械
的
で
な
い
反
復
練
習

は
行
わ
な
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
漢
字
の
力
」
に
お
い
て
は
、
機
械
的
に
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
を
し

た
つ
も
り
で
あ
る
。

①

文
か
ら
は
い
る
。

②

同
じ
文
字
の
音
と
訓
を
併
置
し
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
練
習
文

を
配
列
し
、
同
時
に
練
習
さ
せ
る
。

等
の
こ
と
が
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

こ
の
仕
事
を
契
機
に
、
漢
字
と
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
漢
字
を
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
盲
点
の
よ
う
に
知

ら
ず
に
す
ま
し
て
い
た
こ
と
が
多
い
の
に
気
づ
く
。

マ
マ

「
幕
」
の
音
と
訓
を
い
っ
て
ご
ら
ん
、
音
が
「
バ
ク
」
、
訓
が
「
ま

く
」
、
と
ん
で
も
な
い
、
バ
ク
も
マ
ク
も
音
な
の
で
す
。
「
絵
」
は
ど

う
で
す
、
音
は
「
カ
イ
」
、
訓
は
「
え
」
、
と
ん
で
も
な
い
、
カ
イ
も
エ
も

音
で
す
、
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
。

漢
字
の
意
味
が
、
だ
ん
だ
ん
語
義
を
は
な
れ
て
い
っ
て
、
変
な
合
成
を

な
し
と
げ
る
。
そ
う
な
る
と
文
字
の
意
味
を
重
視
す
る
と
い
い
な
が
ら
、

説
明
の
し
よ
う
が
な
く
な
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
こ
の
前
、
あ
る
小
説
家
が

と
り
あ
げ
て
い
た
の
が
、
軽
卒
か
軽
率
か
、
大
方
の
辞
書
は
二
つ
と
も
ケ

イ
ソ
ツ
の
意
味
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
金
田
一
さ
ん
の
明
解
で
は
軽
率
だ

け
に
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
漢
字

の
力
」
で
は
常
識
に
味
方
し
て
軽
率
だ
け
に
し
た
。
こ
の
へ
ん
学
問
的
に

考
え
た
ら
む
ず
か
し
い
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

漢
字
の
「
力
」
に
も
限
界
が
あ
る
し
、
限
界
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。

何
に
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
今
育
て
て
い
る
中
学
校
の
生
徒
た
ち
に
、

本
書
に
あ
げ
た
範
囲
の
漢
字
は
、
自
由
に
駆
使
す
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ず
い
分
困
難
な
し
ご
と
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
。
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学
校
文
法
と
表
現
の
文
法

―

遠
藤
嘉
基
博
士
講
演
会
ひ
ろ
い
書
き

―

○
ド
イ
ツ
で
の
国
語
教
育
の
現
場
の
紹
介

・

自
分
の
批
評
を
含
め
て
、
自
分
の
こ
と
ば
で
話
そ
う
。
そ
う
い
う

指
導
意
識
が
強
い
。

・

作
文
は
、
い
わ
ゆ
る
創
作
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
わ
か
り
に

く
い
文
章
を
、
わ
か
り
や
す
く
書
き
直
す
活
動
な
ど
を
含
め
て
い
る
。

○
「
文
法
」
と
「
コ
ト
バ
の
き
ま
り
」

○
「
文
法
」
と
「
文
法
学
」

・
「
文
法
学
」
の
こ
と
を
「
文
法
」
と
い
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、「
文

法
」
そ
の
も
の
は
無
自
覚
な
も
の
。

○
「
学
校
文
法
」
は
「
実
用
文
法
」
で
あ
る
。

・
毎
日
の
言
語
生
活
に
必
要
な
も
の
、
表
現
と
理
解
に
役
立
つ
も
の

○
「
実
用
文
法
」
と
「
文
法
学
」

・

目
的
が
ち
が
っ
て
い
る
。

・

「
実
用
文
法
」
は
、
文
法
学
の
示
す
大
系
と
一
致
し
な
い
場
合
も

あ
る
。

○
「
実
用
文
法
」
の
う
ち
、
「
文
語
文
法
」
は
「
解
釈
の
た
め
の
文
法
」

で
、
「
口
語
文
法
」
は
「
表
現
の
た
め
の
文
法
」
で
あ
る
。

○
「
表
現
の
た
め
の
文
法
」
は
、
ど
の
よ
う
な
学
説
を
支
え
と
す
る
か
。

・

こ
と
ば
を
動
的
に
と
ら
え
る
機
能
的
文
法
の
立
場
に
立
つ
。

言
語
生
活
を
具
体
的
に
観
察
し
な
が
ら
、

。

心
理
学
を
応
用
し
な
が
ら
、

。

○
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
組
織
と
内
容
を
も
つ
か
。

Ａ

文
章

ａ
、
文
章
の
構
造

ｂ
、
文
と
文
と
の
ひ
び
き
あ
い

ｃ
、
文
と
文
と
の
つ
づ
き
方

タ
イ
プ

①
前
お
き

②
順

③
逆

④
添
加

⑤
対
比

⑥
選
択

⑦
く
り
か
え
し

⑧
補
説

⑨
例
示

⑩
転
換

・

教
科
書
の
文
章
は
す
で
に
段
落
に
く
ぎ
っ
て
あ
る
。
べ
た
書

き
の
文
か
ら
段
落
を
探
る
指
導
を
す
る
と
よ
い
。

Ｂ

文ａ
、
文
の
構
造

・
主
語

―

述
語

・
修
飾

―

被
修
飾

・
独
立
語

・
係
り
と
受
け
の
関
係
が
あ
い
ま
い
な
も
の
を
悪
文
と
い
う

ｂ
、
文
の
型

・
構
造
上
の
文
型

単
文
・
複
文
・
重
文

・
表
現
文
型

①
判
断
（
ａ○
既
定

ｂ○
未
定
）

②
要
求

③
詠
嘆

④
応
答

⑤
よ
び
か
け
、
あ
い
さ
つ

等

「
要
求
」
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
わ
け
得
る
。

①
確
認
要
求

②
判
定
要
求

③
選
択
要
求

④
勧
誘
依
頼

⑤
命
令

⑥
説
明
要
求

ｃ
、
文
脈
に
よ
っ
て
「
文
」
は
「
文
章
」
と
な
る
。
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Ｃ

語・
自
立
語
と
付
属
語

・
主
語
に
な
る
か
、
述
語
に
な
る
か

の
識
別
が
大
切

○
そ
れ
は
、
従
来
の
文
法
と
、
ど
う
ち
が
う
か
。

・
従
来
の
は
、
下
位
単
位
よ
り
上
位
単
位
へ
つ
み
た
て
て
い
く
方
式
で

あ
っ
た
。
文
法
を
知
っ
て
い
て
も
、
文
章
の
書
け
な
い
人
が
で
き
る

○
指
導
法
を
ど
う
す
る
か
。

・
文
章
を
中
心
と
す
る
。

・
文
章

―

文

―

語

―

文

―

文
章

―

こ
の
順
序
で
指
導
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
だ
。

・
作
文
能
力
と
い
う
の
は
、
構
文
能
力
（
く
み
た
て
能
力
）
の
こ
と
と

言
っ
て
よ
い
。

・
読
解
は
「
表
現
の
順
序
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

主
題
・
素
材
・
構
想
・
叙
述
・
推
考

○
講
演
の
時
の
引
例
・
伊
勢
物
語
「
都
鳥
」
よ
り

・
素
材
の
分
析

人
物
・
場
所
・
時

・
主
題
を
探
る

「
仮
定
」
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
験
算マ
マ

が
読
解
で
あ
る
。

・
文
の
ひ
び
き
あ
い
を
わ
か
ら
せ
る
。

・
素
材
を
通
し
て
言
語
主
体
が
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
、
そ
れ
を

探
す
の
が
解
釈
で
あ
る
。

以
上
は
、
一
月
二
十
三
日
県
医
師
会
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
演
の
骨
子

で
す
。
き
わ
め
て
断
片
的
な
拾
い
書
き
な
の
で
、
先
生
の
ご
意
見
の
全
ぼ

う
を
お
伝
え
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
大
そ
う
残
念
で
あ
り
、
先
生

に
申
し
わ
け
な
い
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
文
書
編
集
部
）

報

告

と

お

ね

が

い

「
漢
字
の
力
」
初
版
完
成

会
員
総
意
に
よ
る
中
・
国
最
初
の
労
作
が
い
よ

い
よ
実
を
結
び
ま
し
た
。

ど
う
か
、
全
学
年
に
お
い
て
、
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

○
「
漢
字
の
力
」
は
基
本
的
な
国
語
学
習
書
で
す
。

単
な
る
「
漢
字
記
憶
」
の
た
め
の
学
習
書
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

毎
日
の
国
語
学
習
を
深
め
る
た
め
に
、
ま
た
、
生
活

の
自
学
自
習
を
推
進
さ
せ
る
た
め
に
、
国
語
教
室
必

携
の
書
と
し
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

○
「
漢
字
の
力
」
の
使
い
方
は
独
創
的
に
。

本
書
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
編
さ
ん
者
の
意
図
を
次

に
か
か
げ
て
お
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
使
い
方
は
、
創
意
と
工
夫
に
よ
っ

て
い
く
ら
で
も
発
展
し
、
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
が
ま
た
、
本
書
の
将
来
の
発
展
の
源
泉
で

す
。

ど
う
か

御
意
見
や
御
感
想
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。
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１
．
一
字
一
字
の
漢
字
の
意
味
を
重
視
し
、
漢
字
が
文
や
語
句
の
中

で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
占
め
て
い
る
か
を
調
べ
る
の
に
役
立
つ
よ

う
つ
と
め
、
読
解
を
学
習
す
る
と
き
に
は
、
簡
易
な
辞
典
と
し
て

使
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

○

漢
字
の
意
味
を
重
視
す
る
と
言
っ
て
も
、
中
に
は
漢
字
の
も
と
の
意

味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
と
ば
と
し
て
理
解
す
る
よ
り
し
よ
う

が
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
「
用
例
」
な
ど
、
で
き
る
だ
け
そ
う
い
う

も
の
を
避
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

辞
書
と
し
て
使
う
場
合
、
索
引
が
総
画
に
な
っ
て
い
ま
す
。
画
数
を

数
え
る
の
は
難
儀
な
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
画
数
が
数
え
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
文
字
指
導
上
基
本
的
に
必
要
な
こ
と
と
思
い
ま
す
の
で
、

こ
の
点
特
に
御
指
導
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

２
．
文
を
書
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
字
の
学
習
が
で
き
る
よ
う
練

習
文
を
先
に
か
か
げ
た
。

自
学
自
習
す
る
と
き
、
漢
字
の
欄
か
ら
右
を
か
く
し
て
練
習
で
き

る
よ
う
工
夫
し
た
。

○

練
習
の
と
こ
ろ
は
、
文
全
体
を
読
み
、
書
写
す
る
こ
と
が
大
切
と
思

い
ま
す
。

当
用
漢
字
の
二
類
は
、
練
習
文
を
省
き
ま
し
た
。

同
じ
欄
内
の
練
習
文
に
あ
て
る
漢
字
は
、
音
訓
の
差
が
あ
る
だ
け
で

文
字
は
同
一
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
か
え
っ
て
一
つ
の
漢
字
の

音
と
訓
を
同
時
に
知
り
、
文
字
そ
の
も
の
を
明
確
に
印
象
づ
け
、
正
し

く
認
知
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
信
じ
ま
す
。

従
っ
て
練
習
文
そ
の
も
の
が
、
な
る
べ
く
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
持
ち

ゆ
た
か
な
内
容
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
思
い
、
こ
の
こ
と
に
各
委
員
の

努
力
が
集
中
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
で
、
こ
の

こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た

生
徒
に
他
の
文
を
創
作
さ
せ
る
と
い
う
指
導
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
つ
の
文
字
に
対
し
、
本
書
の
練
習
文
を
書
写
し
、
そ
の
あ
と
で
必

ず
「
自
作
の
単
文
」
を
つ
け
加
え
る
と
い
っ
た
学
習
が
望
ま
し
い
と
考

え
ま
す
。

１
．
漢
字
の
意
味
を
生
か
し
た
用
例(

お
も
に
熟
語
）
を
か
か
げ
た

こ
れ
を
練
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、
語
い
を
ひ
ろ
み
、
文
字
を
正
確

に
知
る
こ
と
に
役
だ
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

○

用
例
は
お
も
に
熟
語
を
か
か
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
読
み
、
書
写
し

あ
る
い
は
前
述
の
短
文
を
作
る
て
が
か
り
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
つ
も

り
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
、
読
み
も
意
味
も
、
か
な
り
程
度
の
高
い
も
の
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

か
な
つ
け
を
ノ
ー
ト
に
さ
せ
る
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
効
果
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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一

年

間

の

事
業

報

告

・
六
月
二
十
日
、
付
属
中
に
お
い
て
、
第
三
回
理
事
会
を
開
催

マ
マ

そ
の
席
上
、
本
年
度
の
事
業
と
し
て
、
漢
字
の
学
習
書
を
作

成
す
る
こ
と
に
決
定
。

・
六
月
二
十
八
日
以
降
七
月
三
十
日
ま
で
、
こ
の
間
、
四
回
の

企
画
委
員
会
（
漢
字
学
習
編
さ
ん
に
つ
い
て
の
企
画
全
般
）

を
開
き
、
編
集
に
つ
い
て
の
骨
子
を
計
画
立
案
。

・
八
月
一
日
以
降
十
月
二
日
ま
で
、
こ
の
間
、
四
回
の
編
集
会

議
を
開
き
、
執
筆
者
に
原
稿
を
依
頼
、
原
稿
の
作
成
を
行
な

う
。

・
九
月
四
日
以
降
三
月
二
十
七
日
ま
で
、
こ
の
間
、
十
二
回
の

編
集
委
員
会
を
も
ち
、
編
集
に
つ
い
て
の
会
合
を
か
さ
ね
る

仮
称
漢
字
学
習
書
を
正
式
に
「
漢
字
の
力
」
の
書
名
と
す
る

事
に
決
定
、
完
成
を
み
る
。

以
上
が
簡
単
な
事
業
報
告
で
す
が
、
こ
の
一
年
間
は
「
漢
字
の

力
」
完
成
に
全
力
を
尽
く
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

あ

と

が

き

「
漢
字
の
力
」
が
完
成
し
ま
し
た
。

ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
に
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
の
こ
と
を
特
に
よ
ろ
し
く
。

こ
の
ま
ま
発
展
す
れ
ば
、
会
の
運
営
そ
の
も
の
が
非
常
に
ス
ム
ー

ズ
と
な
り
ま
す
。

学
年
末
、
学
年
始
め
、
転
任
等
に
、
お
忙
し
い
最
中
に
、
こ
の
会

報
が
と
ど
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

本
会
の
こ
と
、
「
漢
字
の
力
」
の
こ
と
に
つ
い
て
の
照
会
は
、
左

記
へ
。

・
事

務

局

岐
阜
市
加
納

岐
大
付
属
中
学
校
内

マ
マ

岩

田

雅

行

・
事
務
局
長

岐
阜
市
本
荘

岐
阜
市
立
本
荘
中
学
校
内

千

草

俊

販
売
に
関
す
る
こ
と
は
一
切
は
「
大
衆
書
房
」
へ


