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漢
字
の
六り

く

書し
ょ

　

漢
字
は
そ
の
で
き
方
お
よ
び
使
い
方
に
よ
っ
て
、次
の
六
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。こ
れ
を「
六
書
」と
い
い
、今
日
の
漢
字
分
類
法
の
基き

本ほ
ん

と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
象し

ょ
う

形け
い

文も

字じ	

も
の
の
形
を
か
ん
た
ん
な
絵
に
か
い
た
絵
文
字
か
ら
、
形
が

と
と
の
え
ら
れ
て
で
き
た
漢
字
。

　
（
例
）　

木　
　
　

目

○
指し

事じ

文も

字じ	

絵
で
表
せ
な
い
こ
と
が
ら
を
、
点
や
線
な
ど
の
記
号
を
使
っ

て
表
し
た
漢
字
。

　
（
例
）　

上　
　
　

下　
　
　

本

○
会か

い

意い

文も

字じ	

二
つ
以
上
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
、
新
し
い
別
の
意
味
を

表
し
た
漢
字
。

　
（
例
）　

火
＋
田

畑　

人
＋
言

信　

田
＋
力

男

○
形け

い

声せ
い

文も

字じ	

二
つ
以
上
の
文
字
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
が
意
味
を
、
も

う
一
つ
が
音お
ん

を
表
し
た
漢
字
。

　
（
例
）　

花

	「
艹
」
は
植
物
に
関
係
が
あ
る
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。

「
化
」
は
「
カ
」
と
い
う
読
み
方
を
表
し
て
い
ま
す
。

○
転て

ん

注ち
ゅ
う	

あ
る
漢
字
の
も
と
も
と
の
意
味
を
ほ
か
の
意
味
に
転
用
す
る

こ
と
。

　
（
例
）
楽

	

も
と
は
音
楽
の
意
味
で
す
が
、
音
楽
は
聞
い
て
い
て
た
の
し
い

の
で
「
た
の
し
い
」
の
意
味
に
も
使
い
ま
す
。

○
仮か

借し
ゃ	

そ
の
字
の
も
と
の
意
味
に
か
か
わ
り
な
く
、
読
み
方
だ
け
を
借

り
る
こ
と
。

　
（
例
）　

亜ア

米メ

利リ

加カ　

英イ

吉ギ

利リ
ス　

伊イ

太タ

利リ
ア

⑴　

次
の
①
～
⑥
の
漢
字
の
で
き
方
は
あ
と
の
ア
～
エ
の
ど
れ
に
あ
た
り
ま
す
か
。

そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

①　

鳴　
　

②　

板　
　

③　

馬　
　

④　

晴　
　

⑤　

末　
　

⑥　

鳥

　
　

ア　

象
形
文
字　
　
　

イ　

指
事
文
字

　
　

ウ　

会
意
文
字　
　
　

エ　

形
声
文
字

①

②

③

④

⑤

⑥

　

漢
字
の
音
訓

音
読
み

中
国
の
発
音
を
も
と
に
し
た
読
み
方
。

訓
読
み

漢
字
の
も
っ
て
い
る
意
味
を
日
本
語
で
表
し
た
読
み
方
。

⑵　

次
の
①
～
④
の
漢
字
の
音
読
み
と
訓
読
み
を
答
え
な
さ
い
。

①　

道

②　

芽

③　

位

④　

塩

音
読
み

訓
読
み

音
読
み
→
シ
ャ

（
例
）

車

訓
読
み
→
く
る
ま



回

第

２

物
語
文
（2）

こ
と
ば
の
学
習

─ 6─

　

国
語
辞
典
の
引
き
方

　

国
語
辞
典
は
、
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
漢
字
を
わ
す
れ
て
書

け
な
か
っ
た
り
す
る
と
き
に
利
用
し
ま
す
。

○
五
十
音
順
に
慣な

れ
る

国
語
辞
典
の
こ
と
ば
は
、
五
十
音
順
に
な
ら
べ
て
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
音
に
「
あ
」
の
こ
と
ば
が
な
ら
び
、
次
に
「
い
」
で
始
ま
る
こ

と
ば
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
一
音
が
同
じ
こ
と
ば
は
第
二
音
が
五

十
音
順
に
な
ら
び
、
第
二
音
ま
で
同
じ
も
の
は
第
三
音
が
五
十
音
順
に
な
ら
び

…
…
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
言
い
切
り
の
形
で
引
く

　
「
は
や
く
読
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
こ
う
と
す
る
と
き
は
、「
は
や
く
」

と
「
読
ん
だ
」
で
は
出
て
い
ま
せ
ん
。「
は
や
い
」「
読
む
」
と
い
う
言
い
切
り

の
形
で
引
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑴　

次
の
三
つ
の
こ
と
ば
は
、
国
語
辞
典
で
引
く
と
、
ど
の
よ
う
な
順じ
ゅ
ん

序じ
ょ

に
な
ら

ん
で
い
ま
す
か
。
早
い
順
に
□
に
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

く
う
き

（
空
気
）

く
ん
れ
ん

（
訓
練
）

く
ち
び

（
口
火
）

⑵　

次
の
①
・
②
の
―
―
線
の
こ
と
ば
を
国
語
辞
典
に
出
て
い
る
言
い
切
り
の
形

に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

　

①　

打
て
な
い　
　
　

②　

起
き
た

①

②

　

漢
和
辞
典
（
漢
字
辞
典
）
の
使
い
方

　

漢
和
辞
典
（
漢
字
辞
典
）
は
、
漢
字
の
読
み
方
や
意
味
を
調
べ
る
と
き
に
利
用

し
ま
す
。
次
の
三
つ
の
使
い
方
が
あ
り
ま
す
。

○
音
訓
引
き
（「
音
訓
さ
く
い
ん
」
で
引
く
）

調
べ
た
い
漢
字
の
音
読
み
、
訓
読
み
の
ど
ち
ら
か
が
わ
か
っ
て
い
る
と
き
は
、

音
訓
さ
く
い
ん
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
部
首
引
き
（「
部
首
さ
く
い
ん
」
で
引
く
）

調
べ
た
い
漢
字
の
部
首
を
、
部
首
さ
く
い
ん
で
さ
が
し
て
、
そ
の
部
首
の
始

ま
る
ペ
ー
ジ
を
調
べ
、
そ
れ
か
ら
部
首
以
外
の
画
数
を
数
え
て
、
そ
の
漢
字
を

さ
が
し
ま
す
。
部
首
と
は
、
漢
字
を
組
み
立
て
て
い
る
部
分
の
う
ち
、
い
く
つ

か
の
漢
字
に
共
通
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
付
、他
、仕
」
の
部
首

は「
イ
」（
に
ん
べ
ん
）、「
花
、芸
、芽
」の
部
首
は「
艹
」（
く
さ
か
ん
む
り
）で
す
。

○
総そ
う

画か
く

引
き
（「
総
画
さ
く
い
ん
」
で
引
く
）

漢
字
の
総
画
数
（
全
部
の
画
数
）
を
調
べ
、
総
画
さ
く
い
ん
で
そ
の
字
を
さ

が
す
と
、
何
ペ
ー
ジ
に
あ
る
か
わ
か
り
ま
す
。

⑶　

次
の
漢
字
の
部
首
名
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
総
画
数
を
漢
数
字
で
書
き
な
さ

い
。①　

宿

②　

満

③　

議

④　

歌




