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私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
漢
字
の
ル
ー

ツ
と
言
わ
れ
る
古
代
の
甲
骨
文
字
（
こ

う
こ
つ
も
じ
）。
何
か
難
し
そ
う
で
す

が
、
元
高
校
教
師
の
山
本
史
也
さ
ん
が

子
ど
も
向
け
に
出
版
し
た
入
門
書
は
異

例
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。

教
師
の
傍
ら
大
学
院
で
研
究

　
「
甲
骨
文
字
っ
て
何
？
」
と
い
う
疑

問
に
山
本
さ
ん
は「
そ
の
名
の
と
お
り
、

カ
メ
の
甲
ら
や
牛
な
ど
の
骨
に
刻
ま
れ

た
文
字
で
す
。
両
手
で
持
っ
た
網
で
魚

を
捕
る
様
子
を
表
し
た
文
字
が
現
在
の

『
漁
』
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
形
か
ら

今
の
漢
字
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
文
字
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」。

　
約
３
３
０
０
年
前
に
作
ら
れ
た
古
代

の
文
字
に
関
心
を
持
ち
、
研
究
を
始
め

た
の
は
山
本
さ
ん
が
立
命
館
大
学
の
大

学
院
時
代
で
す
。
高
校
の
国
語
教
師
を

し
な
が
ら
授
業
が
終
わ
る
と
、
漢
字
研

究
の
第
一
人
者
で
の
ち
に
文
化
勲
章
を

受
章
す
る
白
川
静
教
授
の
元
に
通
い
詰

め
ま
し
た
。

　
「
漢
字
は
単
に
形
と
形
を
組
み
合
わ

せ
た
パ
ズ
ル
み
た
い
な
も
の
と
思
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
成
り
立
ち
や
意
味
を

古
代
の
人
た
ち
の
生
活
な
ど
に
沿
っ
た

白
川
先
生
の
新
た
な
解
釈
に
興
味
を
持

ち
ま
し
た
」
と
話
し
ま
す
。

子
ど
も
向
け
図
書
執
筆
に
苦
心

　
白
川
教
授
が
所
長
を
務
め
て
い
た
文

字
文
化
研
究
所
に
「
子
ど
も
に
も
分
か

る
甲
骨
文
字
の
本
を
書
い
て
ほ
し
い
」

と
出
版
社
か
ら
依
頼
が
あ
り
、
副
所
長

の
山
本
さ
ん
が
執
筆
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
43
歳
の
と
き
で
し
た
。

　
当
時
、
古
代
の
文
字
を
扱
っ
た
子
ど

も
用
の
本
は
な
く
、
ど
ん
な
内
容
に
し

よ
う
か
編
集
者
と
頭
を
悩
ま
せ
た
と
い

い
ま
す
。

　
そ
し
て
「
雨
は
降
る
の
か
、
作
物
は

実
る
の
か
と
い
う
占
い
や
祈
り
で
王
が

神
と
や
り
取
り
す
る
方
法
と
し
て
甲
骨

文
字
が
生
ま
れ
た
こ
と
や
文
字
の
成
り

立
ち
を
６
つ
の
物
語
で
つ
づ
る
こ
と
に

し
、
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ン
、

タ
イ
ト
ル
も
工
夫
し
ま
し
た
」。

世
代
を
超
え
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

　
∧
中
国
の
遠
い
遠
い
昔
の
こ
と
…
∨

で
始
ま
る
『
神
さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た

ち
』（
理
論
社
）
は
評
判
に
な
り
、
入

試
問
題
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
出
演
依
頼
も
相
次

ぎ
、「
ラ
ジ
オ
で
は
、
音
声
だ
け
で
漢

字
の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
か
に
挑
戦
し

ま
し
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。

　
初
版
の
後
に
続
編
も
出
さ
れ
、
3
年

前
に
は
10
年
ぶ
り
に
『
増
補
新
版　
神

さ
ま
が
く
れ
た
漢
字
た
ち
』（
新
曜
社
）

も
出
版
。
累
計
が
10
万
冊
を
超
え
る
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て

編
集
者
は
、「
わ
か
り
や
す
く
手
軽
な

書
籍
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
学
校
の
副

読
本
に
採
用
さ
れ
た
り
世
代
を
超
え
て

読
ま
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

漢
字
の
魅
力
も
っ
と
伝
え
た
い
！

　
山
本
さ
ん
は
高
校
の
授
業
を
は
じ

め
、
寝
屋
川
市
・
四
條
畷
市
の
図
書
館

や
学
習
塾
で
の
講
座
で
も
取
り
上
げ
、

昨
年
は
「
古
代
の
病
」
を
テ
ー
マ
に
中

国
の
人
た
ち
が
ど
う
対
応
し
て
き
た
か

を
語
り
ま
し
た
。

　
最
近
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
か
ら
講
座

で
話
す
機
会
も
め
っ
き
り
減
り
ま
し

た
が
、「
漢
字
は
単
に
記
号
で
は
な
く
、

古
代
の
人
た
ち
の
考
え
方
や
生
活
様
式

を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
も
っ
と
漢

字
の
魅
力
を
伝
え
た
い
」と
い
い
ま
す
。

漢
字
の
ル
ー
ツ
に
ロ
マ
ン
求
め

元
高
校
教
師　

山や
ま

本も
と　

史ふ
み

也や

さ
ん
（
71
歳
・
池
田
東
町
）
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カメの甲らに刻まれた甲骨文字

「増補新版　神さまが
くれた漢字たち」

「もっと漢字の魅力を伝えたい」と話す山本さん


