
「
漢
字
」
の
知
恵
っ
て
楽
し
い 

 

御
調
西
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井 

浩
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一
．
は
じ
め
に 

 

漢
字
に
は
、
整
え
て
書
く
た
め
の
知
恵
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て

い
ま
す
。
小
学
校
の
書
写
の
授
業
に
お
い
て
、
子
供
達
に
そ
の
楽

し
さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
、漢
字
の
工
夫
を
知
ら
せ
て
や
り
た
い
。

私
は
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
書
写
授
業
を
考
え
て
き

ま
し
た
。 

 

二
．
先
人
の
知
恵 

      字
の
元
に
な
る
「
甲
骨
文
字
」
で
す
。
も
ち
ろ
ん
筆
や
紙
は
発
明

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
亀
の
甲
羅
や
動
物
の
骨
に
刻
み

込
ん
で
い
た
の
で
、
そ
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
甲
骨
文
字
は
図 

              

ま
た
、
③
か
ら
④
に
至
る
ま
で
約
千
三
百
年
か
か
っ
て
お
り
、

漢
字
を
美
し
く
書
き
や
す
く
整
え
る
工
夫
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
漢
字
に
は
多
く
の
先
人
達
の
知
恵
が
詰
ま
っ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
す
。 

 三
．
左
右
の
組
み
立
て
方
の
「
知
恵
」（
１
） 

そ
れ
で
は
、
漢
字
を
整
え
て
書
く
知
恵
に
つ
い
て
具
体
を
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
漢
字
に
は
「
左
（
へ
ん
）」
と
「
右
（
つ
く
り
）」

さ
て
、
こ
れ
は
何
と
い
う
字
で

し
ょ
う
か
。
字
で
は
な
く
絵
で

は
・
・
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

し
か
し
、
こ
れ
は
今
か
ら
三
千
年

以
上
前
に
中
国
で
書
か
れ
た
漢 

象
文
字
で
す
、
目
で
見
て
す
ぐ
に
「
魚
」

を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

こ
れ
が
元
に
な
っ
て
現
在
使
わ
れ
て
い

る
「
魚
」
と
い
う
漢
字
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
現
在
の
漢
字
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
に

約
千
九
百
年
か
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

甲
骨
文
字
①
で
は
、
意
味
は
良
く
伝
わ

り
ま
す
が
、
う
ろ
こ
の
数
や
背
び
れ
な
ど

正
確
に
覚
え
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
こ

で
、
省
略
や
書
き
や
す
さ
読
み
や
す
さ
の

観
点
で
工
夫
改
善
が
繰
り
返
さ
れ
②
、
③

と
変
化
し
て
い
き
、
現
在
の
④
「
魚
」
が

完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 



で
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

          

 

ま
ず
、「
木
」
の
右
側
と
「
寸
」
の
左
側
を
削
り
取
っ
て
、
で
き

る
だ
け
た
て
を
揃
え
ま
す
。
こ
れ
で
ぶ
つ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

特
に
「
木
」
の
「
右
は
ら
い
」
は
「
点
」
に
変
化
さ
せ
て
小
さ
く

し
て
い
ま
す
。「
木
」
の
右
側
を
削
り
取
っ
た
た
め
、
右
端
が
揃
う

よ
う
に
な
り
、「
木
」
の
左
側
は
削
り
取
っ
て
い
な
い
の
で
、
横
画

は
縦
画
か
ら
左
が
長
く
、
右
が
短
く
な
り
ま
す
。「
寸
」
は
そ
の
逆

で
、
も
と
も
と
横
画
は
縦
画
か
ら
左
側
が
長
く
、
右
が
短
か
っ
た

の
で
す
が
、「
寸
」
の
左
側
を
削
り
取
っ
た
た
め
、
縦
画
か
ら
左
右

が
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
な
り
ま
す
。 

 

              

次
に
、「
へ
ん
」
の
幅
を
少
し
狭
く
し
て
、
右
上
が
り
に
し
ま
す
。

理
由
は
、
横
幅
が
短
く
な
っ
た
た
め
、「
木
」
の
横
画
が
と
て
も
短

く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
少
し
方
向
を
右
に
上
げ
る

こ
と
で
、
横
画
を
少
し
長
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
な

ぜ
、「
つ
く
り
」
は
あ
ま
り
右
に
上
げ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、「
へ
ん
」
も
「
つ
く
り
」
も
両
方
と
も
横
画
を
強
く
右
に
上
げ

る
と
、
漢
字
そ
の
も
の
が
傾
い
て
見
え
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、

「
へ
ん
」
の
横
幅
の
方
だ
け
を
少
し
せ
ま
く
し
て
右
上
が
り
に
す

例
え
ば
、「
村
」

と
い
う
漢
字
は

「
木
」
と
「
寸
」
が

左
右
で
合
わ
さ
っ

て
で
き
た
漢
字
で

す
。
そ
の
ま
ま
合

体
さ
せ
る
と
「
左

右
」
が
ぶ
つ
か
っ

て
し
ま
う
の
で
、

知
恵
を
使
っ
て
い

ま
す
。 

右はらい

が点に 

右
あ
が
り 

右はしが

そろう 

左が長く

右が短い 

左はしが

そろう 



る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

。 

      

四
．
左
右
の
組
み
立
て
方
の
「
知
恵
」
を
使
う 

左
右
の
組
み
立
て
方
の
知
恵
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。

「
木
へ
ん
」
の
つ
く
漢
字
は
「
村
」
の
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
だ
け
知
っ
て
い
て
も
た
く
さ
ん
の
漢
字
を
整
え
て

書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
小
学
校
で
学
習
す
る
「
木
へ

ん
」
の
漢
字
は
三
一
文
字
も
あ
り
ま
す
。 

〈
一
年
〉 

林
・
校
・
村 

〈
三
年
〉 

横
・
板
・
相
・
様
・
柱
・
橋
・
根
・
植 

〈
四
年
〉 

極
・
標
・
札
・
機
・
材
・
械
・
松
・
梅 

〈
五
年
〉 

検
・
格
・
構
・
桜
・
枝
・ 

〈
六
年
〉 

枚
・
権
・
株
・
机
・
模
・
樹
・
棒 

 

こ
こ
で
、「
木
へ
ん
」
の
「
知
恵
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。 

㋐ 

横
幅
を
「
つ
く
り
」
よ
り
も
せ
ま
く
す
る 

 
 

㋑ 

右
端
を
そ
ろ
え
る 

㋒ 

横
画
を
右
上
が
り
に
す
る 

 

㋓ 

横
画
は
縦
画
か
ら
左
が
長
く
、
右
を
短
く
す
る 

 

し
か
し
、
実
は
こ
の
「
知
恵
」
は
「
木
へ
ん
」
だ
け
の
「
知
恵
」

で
は
な
く
、
ほ
ぼ
全
て
の
「
へ
ん
」
の
「
知
恵
」
な
の
で
す
。
そ

れ
で
は
い
く
つ
か
他
の
「
へ
ん
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

      

 
 「

の
ぎ
へ
ん
」・「
て
へ
ん
」・「
か
ね
へ
ん
」・「
た
ま
へ
ん
」
全
て

に
、「
へ
ん
の
知
恵
」（
㋐
幅
が
狭
く
な
る
㋑
右
端
が
そ
ろ
う
㋒
右

上
が
り
㋓
横
画
は
左
が
長
く
、
右
が
短
い
。）
が
当
て
は
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
そ
の
他
「
ご
ん
べ
ん
」
の
場
合
は
、「
言
」
の
右
側
を
削
り
取
り

ま
す
の
で
、「
点
」
も
右
に
寄
っ
て
右
端
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
へ
ん
の
知
恵
」
は
全

て
の
「
へ
ん
の
あ
る
漢
字
」
に
応
用
で
き
る
知
恵
な
の
で
す
。 

へんの

幅が短

い 

つくりの

幅が長い 

右に上げ

た方が長

くなる。 

のぎへん 

てへん 

かねへん 

たまへん 



     

五
．
左
右
の
組
み
立
て
方
の
「
知
恵
」（
２
） 

 

「
左
右
の
組
み
立
て
方
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
の
他

に
も
「
知
恵
」
が
あ
り
ま
す
。 

     

右
の
「
計
・
記
・
話
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
じ
「
ご
ん
べ

ん
」
の
漢
字
で
す
が
、「
へ
ん
」
と
「
つ
く
り
」
の
高
さ
が
そ
れ
ぞ

れ
違
い
ま
す
。「
計
」
は
「
つ
く
り
」
が
少
し
高
く
、「
記
」
は
「
つ

く
り
」
が
少
し
低
く
、「
話
」
は
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
文
字
が
整
っ
て
見
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
「
知
恵
」
が
使

っ
て
あ
る
の
で
す
。 

そ
れ
で
は
、
ど
ん
な
時
に
「
つ
く
り
」
が
上
が
っ
て
、
ど
ん
な

時
に
下
が
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ

う
。 

          

そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ー
ム
の
「
つ
く
り
」
の
上
部
に
注
目
す
る
と
、

共
通
点
が
見
え
て
き
ま
す
ね
。
こ
れ
が
、
左
右
の
組
み
立
て
方
の

も
う
一
つ
の
「
知
恵
」
に
な
る
の
で
す
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す 

 ① 

「
へ
ん
」
よ
り
も
、「
つ
く
り
」
が
高
く
な
っ
て
い
る
漢
字
は

「
つ
く
り
」
の
上
部
が
縦
画
に
な
っ
て
い
る
漢
字
が
多
い
。 

② 

「
へ
ん
」
よ
り
も
「
つ
く
り
」
が
低
く
な
っ
て
い
る
漢
字
は
「
つ

く
り
」
の
上
部
が
「
横
画
」
に
な
っ
て
い
る
漢
字
が
多
い
。 

③ 
「
へ
ん
」
と
「
つ
く
り
」
が
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
る
漢
字
は

「
つ
く
り
」
の
上
部
が
「
点
・
左
は
ら
い
」
に
な
っ
て
い
る
漢

字
が
多
い
。 

ごんべん 

ま
ず
、
ど
ん
な
時
に

高
さ
を
変
え
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
漢
字
を
そ

れ
ぞ
れ
分
類
し
て
み
る

と
分
か
り
ま
す
。 

「
ご
ん
べ
ん
」
の
漢

字
九
種
類
を
高
さ
に
つ

い
て
上
の
よ
う
に
分
類

し
て
み
ま
し
た
。 



そ
れ
で
は
、
そ
の
他
小
学
校
で
学
習
す
る
全
て
の
「
ご
ん
べ
ん
」

を
見
て
み
る
と
左
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

① 

高
い
「計
・読
・詩
・談
・試
・講
・諸
・誠
・討
・護
」 

② 

低
い
「記
・語
・調
・課
・証
・設
・評
・誤
・詞
・認
・訳
・訓
」 

③ 

同
じ
「話
・議
・説
・許
・訪
・論
・誌
」 

※
太
字
は
例
外 

 

「
護
・
訓
・
誌
」
の
よ
う
に
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の

漢
字
に
「
知
恵
」
が
当
て
は
ま
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
口
へ
ん
・

石
へ
ん
」
等
「
小
さ
い
へ
ん
」
に
は
も
ち
ろ
ん
当
て
は
ま
り
ま
せ

ん
が
、
上
下
に
「
大
き
い
へ
ん
」
に
は
ほ
ぼ
当
て
は
ま
っ
て
い
ま

す
。 

 

次
に
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
す
。 

         

ま
ず
、「
図
①
」
の
よ
う
に
、
同
じ
マ
ス
に
い
っ
ぱ
い
の
大
き
さ
で

「
中
・
日
・
主
」
を
書
い
て
み
ま
し
た
。「
中
」
に
比
べ
て
、「
日
」

や
「
主
」
が
大
き
く
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
中
」
の
よ
う
に
「
縦

画
」
が
上
下
に
伸
び
た
文
字
は
、
ま
わ
り
に
余
白
が
た
く
さ
ん
で

き
る
の
で
大
き
く
書
い
て
も
窮
屈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対

し
て
「
日
」
は
上
下
が
横
画
の
た
め
、
ま
わ
り
に
ほ
と
ん
ど
余
白

が
な
く
、
窮
屈
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
図
②
の
よ
う

に
か
な
り
余
白
を
取
っ
て
小
さ
く
書
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。「
主
」

は
上
部
が
「
点
（
斜
画
）」
の
た
め
、「
横
画
」
に
比
べ
れ
ば
少
し

余
白
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
少
し
窮
屈
で
す
。
そ
こ
で
、
図
②

の
よ
う
に
少
し
だ
け
小
さ
く
書
く
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
理
由
で
、

「
つ
く
り
」
の
上
部
が
「
縦
画
」
の
場
合
は
上
に
長
く
伸
び
、「
横

画
」の
場
合
は
余
白
を
空
け
て
下
げ
る
。「
点
・
左
は
ら
い（
斜
画
）」

の
場
合
は
、
少
し
だ
け
下
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

六
．
お
わ
り
に 

 

漢
字
に
は
多
く
の
先
人
の
知
恵
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。「
へ
ん
・

つ
く
り
」
で
で
き
た
漢
字
を
書
く
と
き
に
は
、
是
非
今
回
の
知
恵

を
使
っ
て
み
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。 

 
※
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