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）の
中
の
漢
字
は
で
き
か
た
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
ま
す
。

本
書
の
特
徴
と
使
い
方

　

あ
な
た
は
漢
字
が
好
き
で
す
か
？　

本
書
は
次
の
四
つ
の
特
徴
で
、
漢

字
を
し
っ
か
り
学
べ
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

○
例
文
の
中
で
漢
字
の
使
い
方
を
理
解
で
き
ま
す

　

漢
字
は
二
字
以
上
組
み
合
わ
せ
て
（
熟
語
）
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
し
、
文
章
の
中
で
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

本
は
、
そ
の
学
年
で
勉
強
す
る
漢
字
を
五
十
の
例
文
の
中
に
全
部
入
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
例
文
は
、
理
科
の
勉
強
や
社
会
科
の
知
識
も
入
れ
て
い

ま
す
。
わ
か
ら
な
い
言
葉
（
熟
語
）
が
出
て
き
た
ら
、
国
語
辞
典
で
調
べ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
知
識
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
ま
す
。

　

例
文
を
読
ん
だ
り
、
漢
字
を
書
い
た
り
す
る
う
ち
に
賢
く
な
っ
て
い
る

自
分
に
気
が
つ
く
で
し
ょ
う
。

○
五
つ
の
例
文
を
徹
底
反
復
学
習
で
無
理
な
く
定
着
さ
せ
ま
す

　

漢
字
は
一
度
書
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
だ
け
で
は
覚
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
本
で
は
五
つ
の
例
文
を
「
三
回
読
み
」「
な
ぞ
り
」「
読
み
が

な
」「
解
説
」「
難
し
い
文
字
の
書
き
取
り
（
二
回
）」「
全
文
書
き
取
り

（
二
回
）」
の
順
に
繰
り
返
し
練
習
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
無

理
な
く
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



　

本
書
は
ペ
ー
ジ
の
順
に
以
下
の
使
い
方
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一
． 
例
文
を
三
回
読
む
。
ま
ず
、
漢
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ

う
。

二
． 

漢
字
を
な
ぞ
る
。
漢
字
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
漢
字
の
形
・
読
み
方
を

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

三
． 

読
み
が
な
を
書
く
。
漢
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
確
か
め
ま

し
ょ
う
。

四
． 

古
代
文
字
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
古
代
文
字
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど

の
説
明
を
読
ん
で
、
漢
字
の
で
き
方
な
ど
を
知
り
ま
し
ょ
う
。

五
． 

漢
字
を
書
く
。
ち
ゃ
ん
と
漢
字
の
形
を
覚
え
た
か
確
か
め
ま
し
ょ

う
。

六
． 

こ
の
本
の
終
わ
り
に
、
学
年
の
漢
字
を
全
部
使
っ
た
テ
ス
ト
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
テ
ス
ト
で
実
力
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

○
手
書
き
文
字
が
お
手
本
に
な
り
ま
す

　

こ
の
本
で
は
活
字
で
は
な
く
、
実
際
に
書
く
と
き
に
お
手
本
に
な
る
よ

う
な
文
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。
な
ぞ
っ
た
り
、
見
本
の
文
字
と
し
て
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。

○
古
代
文
字
の
解
説
が
あ
り
ま
す

　

漢
字
は
、
三
千
年
以
上
も
前
に
中
国
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今

も
日
本
や
中
国
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
は
長
い
間
使
っ
て
い
る
う
ち

に
、
書
き
や
す
い
字
、
速
く
書
け
る
字
、
美
し
い
字
が
い
ろ
い
ろ
発
明
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
字
の
形
が
変
わ
っ
て
き
ま

し
た
。

　

漢
字
を
勉
強
し
て
い
る
あ
な
た
に
、
古
代
文
字
に
ふ
れ
て
も
ら
っ
て
、

漢
字
が
さ
ら
に
好
き
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ
て
、「
漢
字
の
で

き
か
た
」
の
ペ
ー
ジ
を
作
り
ま
し
た
。

　
「
い
ぬ
」
の
漢
字
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
古
代
文
字
で
は
「

」
と

書
き
ま
し
た
。
犬
の
形
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
今
の
「
犬
」
の
方

が
書
き
や
す
い
で
す
ね
。「
や
ま
」
も
「

」
や
「

」（
二
字
と
も
古

代
文
字
）
よ
り
「
山
」
が
書
き
や
す
い
で
し
ょ
う
。
漢
字
も
一
字
一
字
、

意
味
や
読
み
方
、
書
き
方
を
覚
え
る
た
め
の
練
習
が
と
て
も
大
事
で
す

が
、
と
き
ど
き
、
昔
の
字
は
ど
ん
な
形
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
き
っ
と
漢
字
の
勉
強
が
今
ま
で
よ
り
も
っ
と
楽
し
く
な
り
ま

す
よ
。
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