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生
き
て
は
た
ら
く
漢
字
の
力
を
つ
け
る

〜
「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
の
活
用
〜

東
京
都
杉
並
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杉
並
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二
小
学
校
教
諭　

飯
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将
史

１
年
…
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
読
み
、
漸
次
書
く

よ
う
に
す
る
こ
と
。

２
年
以
上
…
当
該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を

読
む
こ
と
。
ま
た
、
当
該
学
年
の
前
の
学
年
ま
で
に

配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で

使
う
と
と
も
に
、
当
該
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢

字
を
漸
次
書
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。

と
い
う
こ
と
で
す
。学
習
指
導
要
領
も
漢
字
を「
使
う
」こ
と

を
ね
ら
い
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
を

使
う
の
か

　

漢
字
の
習
得
の
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
が
「
く
り

か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
だ
と
思
い
ま
す
。

最
近
は
書
き
込
み
式
の
ド
リ
ル
が
販
売

さ
れ
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

私
は
「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
の
良

さ
を
フ
ル
活
用
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も

　

求
め
ら
れ
て
い
る
、
漢
字
を
「
使
う
」
力

　

国
語
は
、
す
べ
て
の
教
科
に
つ
な
が
る
基
礎
の
教
科

と
い
わ
れ
ま
す
。
国
語
の
評
価
観
点
、「
読
む
」「
書
く
」「
話

す
・
聞
く
」̶

̶

文
を
読
ん
だ
り
、
自
分
の
思
い
を
書
い

た
り
、
人
の
話
を
聞
い
た
り
、
人
に
話
し
た
り
と
い
う

技
能
は
ど
ん
な
教
科
に
お
い
て
も
重
要
だ
と
い
え
ま
す
。

国
語
で
培
っ
た
技
能
を
他
の
教
科
や
社
会
に
出
て
か
ら

生
か
す
、「
生
き
て
は
た
ら
く
国
語
の
力
」
が
、
今
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
国
語
の
さ
ら
に
基
礎
と
な
る
事
柄
が
「
言
語
事
項
」

の
習
得
で
し
ょ
う
。「
言
語
事
項
」
の
中
で
特
に
漢
字
の

読
み
書
き
は
、
小
学
校
の
間
に
習
得
す
べ
き
漢
字
数
が

非
常
に
多
い
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
大

き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
学
習
指
導
要
領

で
は
漢
字
の
学
習
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
ふ
れ
て
い
る

か
と
い
う
と
、

た
ち
の
努
力
を
無
駄
に
し
な
い
、「
生
き
て
は
た
ら
く
漢

字
の
力
」
が
つ
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
の
良
さ
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

① 

す
べ
て
の
新
出
漢
字
が
短
文
の
中
で
網
羅
さ
れ
て

い
る
。

　

漢
字
の
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
く
り
か
え
し
書
い
て

練
習
し
、
形
を
覚
え
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
。

し
か
し
、
実
際
に
漢
字
を
使
う
と
き
に
、
一
文
字
だ
け

で
使
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
し
ょ
う
。
漢
字
を
文
中
の

単
語
の
一
部
と
し
て
使
い
、
使
い
方
を
覚
え
る
こ
と
で
、

初
め
て
「
言
語
事
項
」
の
目
標
に
近
づ
け
る
わ
け
で
す
。

「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
で
は
、
新
出
漢
字
や
復
習

す
る
べ
き
漢
字
が
必
ず
短
文
の

中
で
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
何

回
も
く
り
か
え
し
書
く
こ
と
で

「
正
し
く
漢
字
を
使
う
力
」
が

自
然
に
身
に
つ
い
て
き
ま
す
。
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②
復
習
の
ペ
ー
ジ
が
ド
リ
ル
の
途
中
や
巻
末
に
出
て

き
て
い
る
。

　

漢
字
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
度
得

た
知
識
も
し
ば
ら
く
使
わ
な
い
と
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。
そ
こ
で
必
要
な
の
が
復
習
で
す
。「
く
り
か
え
し

漢
字
ド
リ
ル
」
に
は
「
漢
字

の
ま
と
め
」
の
ペ
ー
ジ
や
前

学
年
の
漢
字
を
使
っ
た
書
き

込
み
式
の
ミ
ニ
ペ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
ペ
ー
ジ
を
有

効
活
用
す
る
こ
と
で
、
習
っ

た
漢
字
も
効
果
的
に
復
習
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
新
出
漢
字
の

練
習
の
ペ
ー
ジ
も
フ
ル
に
活

用
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
実
際
に
指
導
す
る

と
き
に
、
ど
う
し
た
ら
こ
の

「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」

の
良
さ
を
活
用
し
、
子
ど
も

に
生
き
て
は
た
ら
く
力
を
つ

け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

考
え
て
み
ま
し
た
。
つ
た
な

い
実
践
例
で
す
が
、
ご
参
考

ま
で
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
の

学
習
と
指
導
の
進
め
方

　

新
出
漢
字
の
指
導
で
留
意
す
る
こ
と
は
、「
漢
字

が
表
意
文
字
で
あ
り
、
漢
字
の
部
分
に
は
意
味
が

あ
る
こ
と
」、
ま
た
、「
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
文
字
が
構
成
さ
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
」
を
子

ど
も
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

①
新
出
漢
字
は
ド
リ
ル
（
の
ペ
ー
ジ
）
を
見
な
が
ら

家
庭
学
習
で
予
習
す
る
。

　　

右
の
図
の
よ
う
に
、
市
販
の
漢
字
ノ
ー
ト
を
使
い
、

３
行
で
一
文
字
を
練
習
し
ま
す
。
ノ
ー
ト
は
12
マ
ス
の

ノ
ー
ト
が
使
い
や
す
い
で
す
。
ド
リ
ル
の
１
ペ
ー
ジ
が

そ
の
ま
ま
ノ
ー
ト
の
見
開
き
２
ペ
ー
ジ
に
練
習
で
き
ま

す
。
こ
の
と
き
、
新
出
の
漢
字
は
大
き
く
４
マ
ス
を
使
っ

て
、
そ
の
両
脇
に
音
訓
の
読
み
方
、
下
に
は
部
首
と
画
数
、

さ
ら
に
そ
の
下
に
は
書
き
順
と
そ
の
字
を
使
っ
た
熟
語

や
言
葉
を
書
く
な
ど
、
ド
リ
ル
に
書
い
て
あ
る
情
報
を

ノ
ー
ト
に
正
確
に
写
す
よ
う
に
さ
せ
ま
す
。

②
国
語
の
時
間
に
、
新
出
漢
字
の
意
味
や
使
い
方
を

お
さ
え
る
。

　

毎
時
間
の
初
め
の
数
分
を
使
っ
て
、
新
出
漢
字
を
２

〜
３
字
学
習
し
ま
す
。
前
の
日
ま
で
に
家
庭
学
習
し
て

き
た
ノ
ー
ト
と
「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
を
見
さ
せ

て
、
漢
字
の
意
味
や
使
い
方
、
書
き
順
、
間
違
え
や
す
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い
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
板
書
し
な
が
ら
解
説
す
る
と
良
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
私
は
漢
字
の
へ
ん
や
つ
く
り
、

音
訓
に
着
目
さ
せ
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
漢
字
な
の
か

を
話
し
た
り
、
調
べ
て
き
た
子
に
発
表
さ
せ
た
り
し
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
財
」
と
い
う
字
で
あ
れ
ば
、「
貝
」

の
部
分
は
、
昔
お
金
と
し
て
使
わ
れ
た
貝
を
表
し
て
い
る
、

つ
ま
り
こ
の
漢
字
は
お
金
に
関
す
る
漢
字
で
あ
る
こ
と
、

「
才
」
は
一
文
字
で
は
「
サ
イ
」
と
読
む
が
、「
財
」
と
い

う
字
の
一
部
に
な
る
と
「
ザ
イ
」
と
読
み
が
少
し
変
わ
る

こ
と
を
教
え
ま
す
。

　

ま
た
、
書
き
順
は
ひ
と
り
で
の
学
習
で
は
な
か
な
か

意
識
で
き
な
い
も
の
で
す
。
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
方
法

で
す
が
、
ゆ
び
書
き
↓
空
書
き
↓
な
ぞ
り
書
き
↓
本
書

き
と
い
う
よ
う
に
、
書
き
順
を
意
識
し
な
が
ら
、
こ
の

時
間
中
に
５
〜
６
回
は
同
じ
漢
字
を
練
習
し
ま
す
。

　

た
だ
、
高
学
年
に
な
る
と
、
国
語
の
学
習
内
容
が
濃

密
に
な
り
、
新
出
漢
字
の
練
習
に
時
間
を
割
く
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
作
業
は
、
児

童
の
実
態
を
見
な
が
ら
徐
々
に
自
主
学
習
や
家
庭
学
習

に
移
行
さ
せ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。（
私
は
５
年
の
２
学

期
か
ら
は
家
庭
学
習
に
さ
せ
ま
し
た
。）

③
ド
リ
ル
の
ペ
ー
ジ
は
書
き
順
や
送
り
が
な
に
気
を

つ
け
て
、
て
い
ね
い
に
写
す
。　

　

漢
字
を
上
手
に
書
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
子
ど
も
は

意
外
に
楽
し
く
練
習
を
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
文
字
ず
つ
て
い
ね
い
に
、
心
を
込
め
て
書
か
せ
る
よ

う
に
し
ま
す
。
回
数
は
１
問
に
つ
き
２
〜
３
回
く
り
か

え
し
、
さ
ら
に
別
の
日
に
そ
れ
を
も
う
１
度
、
つ
ま
り

ひ
と
つ
の
問
題
を
最
低
５
〜
６
回
は
く
り
か
え
し
て
練

習
さ
せ
ま
す
。
高
学
年
で
あ
れ
ば
、
一
週
間
の
期
間
を

区
切
っ
て
、
そ
の
間
に
５
回
練
習
す
る
よ
う
指
示
し
、

や
り
方
は
子
ど
も
に
任
せ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

④
ド
リ
ル
の
練
習
が
終
わ
っ
た
ら
、
漢
字
テ
ス
ト
で

励
ま
す
。

　

ド
リ
ル
の
練
習
を
さ
せ
た
あ
と
、
あ
ま
り
日
を
置
か

な
い
う
ち
に
漢
字
テ
ス
ト
を
し
ま
す
。（
前
の
日
や
当
日
、

て
い
ね
い
に
練
習
し
て
い
れ
ば
、
子
ど
も
は
だ
い
た
い

思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

　

ド
リ
ル
に
は
１
ペ
ー
ジ
に
20
問
あ
り
ま
す
が
、
中
学

年
ま
で
は
１
回
の
テ
ス
ト
で
10
問
に
し
て
お
い
た
方
が

覚
え
や
す
い
よ
う
で
す
。
高
学
年
は
週
１
回
、
曜
日
を

決
め
て
20
問
を
一
気
に
テ
ス
ト
す
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

毎
週
の
学
習
の
リ
ズ
ム
が
で
き
れ
ば
、
自
ら
す
す
ん
で

学
ぶ
姿
勢
も
こ
の
漢
字
練
習
か
ら
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

テ
ス
ト
で
は
ド
リ
ル
に
書
い
て
あ
る
す
べ
て
の
漢
字
や

送
り
が
な
を
採
点
の
対
象
に
し
ま
す（
新
出
漢
字
以
外
も

間
違
え
た
ら
×
で
す
）。

　

こ
う
す
る
こ
と
で
、
新
出
漢
字
以
外
の
漢
字
も
、
一

生
懸
命
練
習
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
20
問
の
テ

ス
ト
は
、
慣
れ
な
い
う
ち
は
な
か
な
か
100
点
が
取
れ
ず

に
も
ど
か
し
い
思
い
を
す
る
子
も
出
る
と
思
い
ま
す
が
、

逆
に
100
点
を
取
っ
た
と
き
の
う
れ
し
さ
が
増
し
ま
す
。

（
後
述
し
ま
す
が
、
20
問
を
同
時
に
テ
ス
ト
す
る
こ
と
で
、

漢
字
を
暗
記
す
る
力
を
ぐ
ん
と
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。）
10
問
の
テ
ス
ト
で
は
常
に
100
点
を

目
指
し
て
が
ん
ば
ら
せ
ま
す
。
練
習
し
て
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
子
を
励
ま
す
場
に
し
た
い
も
の
で
す
。

⑤
学
期
の
間
に
１
〜
２
回
、「
漢
字
の
ま
と
め
」
か

ら
テ
ス
ト
を
す
る
。

　
「
漢
字
の
ま
と
め
」
の
ペ
ー
ジ
は
、
そ
れ
ま
で
に
習
っ

た
漢
字
が
復
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
普
段
の
ド
リ
ル
の

ペ
ー
ジ
と
同
様
、
漢
字

テ
ス
ト
の
対
象
と
し
ま

す
。
普
段
10
問
で
テ
ス

ト
を
行
っ
て
い
る
学
級

で
は
、
20
問
の
中
か

ら
、
漢
字
テ
ス
ト
で
間

違
い
の
多
か
っ
た
10
問

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

出
題
し
て
も
良
い
と
思

い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
漢
字
練
習
の
さ
せ
方
で
す
。
こ
こ
で
私
が

大
事
に
し
て
い
る
こ
と
は
、

●
て
い
ね
い
さ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
。

●
頭
に
入
る
ま
で
く
り
か
え
し
練
習
す
る
こ
と
。

● 

努
力
し
た
成
果
を
こ
ま
め
に
評
価
し
、
励
ま
し
て

い
く
こ
と
。

の
３
点
で
す
。
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⑥
書
き
込
め
る
ペ
ー
ジ
は
自
分
で
書
き
込
み
、
で
き

た
ら
自
分
で
答
え
合
わ
せ
を
す
る
。

　

３
年
生
以
上
に
な
れ
ば
、
漢
字
の
答
え
合
わ
せ
も
自

分
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
書
き
込
み
の

ペ
ー
ジ
に
は
、
前
の
学
年
に
習
っ
た
漢
字
が
出
て
く
る

こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
、
も
し
間
違
え
た
ら
、
答
え
を

見
て
も
良
い
の
で
、
自
分
で
直
せ
る
ぐ
ら
い
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
く
り
か
え
し
漢
字
ド
リ
ル
」
を

使
っ
て
伸
び
る
子
ど
も
た
ち

　

何
度
も
く
り
か
え
し
書
い
た
り
、
テ
ス
ト
を
し
た
り

す
る
う
ち
に
、
だ
い
た
い
の
子
が
着
実
に
漢
字
の
力
を

つ
け
て
い
き
ま
す
。
す
べ
て
の
子
に
合
っ
て
い
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
が
、
私
が
昨
年
一
年
間
、
ご
紹
介
し
た
方

法
で
指
導
し
た
記
録
（
６
年
生
の
も
の
で
す
。）
か
ら
、

顕
著
な
子
の
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
６
年
生
に
な
っ
て
か
ら
、
私
の
ク
ラ
ス

で
は
20
問
の
テ
ス
ト
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
５

年
生
ま
で
は
、
採
点
方
法
は
同
じ
で
す
が
、
問
題
数
は

10
問
に
し
て
い
ま
し
た
。
初
め
は
み
な
、
い
き
な
り
２

倍
に
増
え
た
問
題
の
量
に
と
ま
ど
い
が
あ
り
、
ク
ラ
ス

の
平
均
点
は
５
年
生
の
時
よ
り
10
点
ほ
ど
下
が
っ
た
時

期
が
あ
り
ま
し
た
。

　

Ａ
児
は
１
学
期
の
平
均
得
点
は
69
点
で
し
た
。
し
か
し
、

夏
休
み
に
自
主
的
に
漢
字
の
練
習
に
取
り
組
み
、
５
年

生
と
６
年
生
の
１
学
期
配
当
の
漢
字
を
復
習
で
き
た
こ

と
で
、
２
学
期
以
降
は
自
分
の
ペ
ー
ス
を
守
っ
て
学
習

を
進
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
２
学
期
の
平
均
得

点
は
90
点
、
３
学
期
は
少
し
下
が
っ
た
も
の
の
86
点
と
、

漢
字
テ
ス
ト
の
得
点
も
向
上
し
ま
し
た
。

　

Ｂ
児
は
漢
字
の
学
習
だ
け
で
な
く
、
学
校
で
の
様
々

な
作
業
を
て
い
ね
い
に
行
う
子
で
し
た
。
こ
の
学
習
の

方
式
に
も
す
ぐ
に
な
じ
み
、
毎
週
欠
か
さ
ず
に
漢
字
の

練
習
を
く
り
か
え
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
１
学
期
は

96
点
、
２
学
期
は
99
点
、
３
学
期
は
100
点
と
、
力
を
さ

ら
に
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

Ｃ
児
の
場
合
、
な
か
な
か
漢
字
の
練
習
に
積
極
的
に

取
り
組
も
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
は
最
低
限
の

回
数
を
行
う
こ
と
を
目
標
に
指
導
を
続
け
ま
し
た
が
、

遅
れ
て
提
出
し
た
り
、
漢
字
テ
ス
ト
が
終
わ
っ
て
か
ら

そ
の
範
囲
の
練
習
を
し
た
り
と
、
な
か
な
か
効
率
的
な

学
習
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
１
学
期
54
点
に
対
し
、

２
学
期
47
点
、
３
学
期
55
点
と
、
思
っ
た
よ
う
に
成
績

を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
節
目
節
目
を

大
切
に
、
Ａ
児
の
よ
う
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
練
習

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
も
っ
と
力
を
伸
ば
せ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
反
省
し
て
い
ま
す
。　

　

以
上
の
よ
う
に
、
全
員
が
力
を
伸
ば
せ
た
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
全
体
を
平
均
す
る
と
、
１
学

期
か
ら
３
学
期
ま
で
、
上
昇
カ
ー
ブ
を
描
い
て
卒
業
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
、
お
お
む
ね
納
得
の
い
く
結
果
が
得

ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
私
自
身
ひ
と
り
で
も

多
く
の
子
に
動
機
づ
け
を
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

漢
字
の
指
導
に
関
し
て
は
様
々
な
研
究
事
例
も
あ
り

ま
す
し
、
子
ど
も
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
だ
方
法
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
方
法
で
も
大
事
な
こ
と
は
、

漢
字
を｢

使
う
」
こ
と
を
意
識
し
て
指
導
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

漢
字
の
指
導
の
時
間
だ
け
で
な
く
、
国
語
の
時
間
全

体
、
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
教
科
の
時
間
全
体
を
通
し
て
、

文
章
の
中
で
正
し
く
漢
字
を
使
え
る
よ
う
に
指
導
を
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

そ
し
て
小
学
校
段
階
で
は
、「
自
ら
す
す
ん
で
学
ぶ
」

姿
勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

き
め
細
か
い
指
導
と
評
価
で
、
子
ど
も
た
ち
を
励
ま
し
、

力
を
つ
け
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
22
年
度
ま
で
の
教
材
を
使
っ
た
実
践
例
で
す
。）


