
『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

５７
号

。

一
二

九

～

一
二

五

頁

掲

載

漢
字

の
正
誤
を
判
断
す

る
観
点

新

潟

県

立

塩

沢

商

工

高

等

学

校

教

諭

　

丸

山

　

力

一
　

は

じ

め

に

『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

五

十

四

号

に

拙

稿

「
漢

字

検

定

と

漢

字

教

育

」

が

掲

載

さ

れ

た

後

に

、

幾

人

か

の

教

員

か

ら

、

「
キ

（
て

へ
ん

）

な

ど

の

縦

画

の

は

ね

が

な

く

て

も

よ

い

こ

と

は

分

か

っ
た

が

、

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

宇

も

あ

る

の

だ

ろ

う

。

常

用

漢

字

の

中

で

は

ど

の

漢

宇

な

の

か

、

具

体

的

に

教

え

て

ほ

し

い

」

と

尋

ね

ら

れ

た

。

常

用

漢

宇

表

の

前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

に

は

、　
切

（
七

の

部

分

）
。
改

・
酒

（
酉

の

部

分

）
・
陸

・

力
を

例

に

挙

げ

て

、

印

刷

文

字

字

形

で

は

は

ね

て

あ

る

と

こ

ろ

を

、

と

め

て

書

く

書

き

方

が

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

し

か

し

常

用

漢

字

表

の

ど

こ

を

見

て

も

、

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

誤

字

に

な

る

漢

字

は

ど

れ

か

な

ど

、

明

ら

か

に

し

て

は

い

な

い

。

残

念

な

が

ら

、

そ

の

誤

字

と

な

る

漢

字

を

具

体

的

に

示

し

た

も

の

は

こ

れ

ま

で

に

な

い

。

い

く

ら

は

ね

を

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

な

い

と

言

っ

て

も

、

は

ね

が

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

漢

字

も

あ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

漢

字

を

具

体

的

に

示

す

こ

と

が

な

い

限

り

、

教

員

は

は

ね

な

く

て

も

誤

字

と

は

な

ら

な

い

漢

字

は

ど

れ

な

の

か

分

か

ら

な

い

の

で

、

は

ね

に

こ

だ

わ

る

指

導

を

や

め

よ

う

と

は

し

な

い

。

は

ね

に

こ

だ

わ

る

指

導

を

や

め

さ

せ

る

に

は

、

逆

に

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

を

明

確

に

示

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

こ

の

小

論

で

、

は

ね

の

問

題

を

含

め

、

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

ボ

イ

ン

ト

を

明

確

に

し

、

ま

た

漢

字

の

正

誤

を

ど

う

判

断

し

た

ら

よ

い

の

か

考

え

て

み

た

い

。

二
　

教

員

は
漢

字

の
正
誤

を

ど

う

判

断

し

て

い
る

の
か

教

員

は

漢

字

の

正

誤

を

ど

う

判

断

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

例

え

ば

、

生

徒

が

落

を

轟
洛

と

書

い

た

と

す

る

。

教

員

は

全

体

的

な

形

を

、

自

身

の

頭

の

中

に

あ

る

正

し

い

と

思

わ

れ

る

字

形

と

比

較

し

て

、

￥ヽ

（
さ

ん

ず

い

）

が

大

き

す

ぎ

る

と

こ

ろ

に

目

を

付

け

、

字

の

組

み

立

て

が

正

し

く

な

い

と

判

断

し

、

誤

字

と

す

る

。

そ

の

判

断

は

正

し

い

。

で

は

生

徒

が

和

を

′“
ヽ

と

書

い

た

ら

ど

う

か

ｃ

教

員

は

全

体

的

な

形

を

頭

の

中

の

正

し

い

と

思

わ

れ

る

字

形

と

比

較

し

、

禾

（
の

ぎ

へ
ん

）

の

右

払

い

が

長

す

ぎ

る

と

考

え

て

誤

字

と

判

断

す

る

。

し

か

し

、

そ

う

判

断

し

た

後

で

禾

の

右

払

い

の

長

さ

に

つ

い

て

の

基

準

な

ど

見

た

こ

と

が

な

い

こ

と

に

思

い

当

た

る

。

誤

字

と

判

断

し

た

が

す

っ
き

り

と

せ

ず

、

そ

の

判

断

に

自

信

が

持

て

な

い

。

多

分

そ

う

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ま

た

生

徒

が

末

を

＋
不

と

書

い

た

と

す

る

。

縦

画

の

上

端

が

一
番

上

の

横

画

の

上

に

突

き

出

し

て

い

る

し

、

左

右

の

払

い

も

よ

く

、

全

体

的

な

形

に

問

題

は

な

い

。

だ

が

、

こ

の

末

と

い

う

字

で

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

と

こ

ろ

は

、

未

と

識

別

す

る

た

め

に

二

本

の

横

画

の

上

を

下

よ

り

長

く

書

く

と

こ

ろ

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

字

は

誤

字

と

判

断

す

る

。

コ
コ

で

は

、

生

徒

が

押

を

■
■

と

書

い

た

ら

ど

う

だ

ろ

う

。

全

体

的

な

形

“
１
４
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は

問

題

と

な

る

と

こ

ろ

は

な

く

て

、

よ

い

。

だ

が

、

キ

の

縦

画

を

は

ね

る

と

こ

ろ

を

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

考

え

て

い

る

教

員

は

、

キ

の

縦

画

が

は

ね

て

い

な

い

か

ら

誤

字

と

判

断

す

る

。

こ

の

判

断

は

正

し

く

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

印

刷

文

字

の

字

形

で

―

の

縦

画

が

は

ね

て

あ

る

（
１

）

の

は

単

な

る

デ

ザ

イ

ン

に

過

ぎ

ず

、

そ

こ

は

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る

。

以

上

四

つ

の

例

で

、

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

実

際

を

考

え

て

み

た

が

、
そ

の

判

断

の

手

順

を

整

理

す

る

と

、
次

の

よ

う

に

言

え

る

だ

ろ

う

。

①

書

か

れ

た

漢

字

の

全

体

的

な

形

を

、

教

員

自

身

の

頭

の

中

に

あ

る

①
全

て

の

漢

字

に

は

い

く

つ

も

正

誤

の

判

断

に

関

わ

る

箇

所

が

想

定

さ

れ

、

ど

こ

ま

で

を

正

し

い

と

み

る

か

は

、

ど

う

し

て

も

採

点

す

る

者

の

個

人

差

が

出

る

し

、

そ

れ

で

よ

い

。

①

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「
漢

字

検

定

と

漢

宇

教

育

」

の

中

で

「
山

」

と

い

う

漢

字

で

説

明

し

た

が

、

最

も

重

要

な

点

な

の

で

別

の

漢

字

で

改

め

て

説

明

す

る

。

上

杉

鷹

山

（
一
七

五

一
～

一
人

三

二

）

が

藩

の

建

て

直

し

の

覚

悟

を

述

べ

た

誓

詞

が

、

山

形

県

米

沢

市

の

白

子

神

社

に

あ

る

。

そ

の

誓

詞

の

中

に

和

と

い

う

字

が

あ

り

、
／
一ド

の

よ

う

に

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

字

形

は

江

戸

後

期

の

鷹

山

の

書

に

だ

け

見

ら

れ

る

特

別

な

字

形

で

は

な

く

、

昔

か

ら

書

か

れ

て

き

た

一
般

的

な

字

形

で

あ

る

。

し

か

し

近

年

で

は

全

く

目

に

し

な

い

宇

形

で

も

あ

る

。

日

常

目

に

す

る

印

刷

文

字

の

字

形

で

は

、

和

の

本

の

右

払

い

は

短

く

止

め

て

い

る

。

ま

た

我

々

は

普

通

そ

の

よ

う

に

書

く

。

だ

か

ら

現

在

で

は

ほ

と

ん

ど

の

人

が

在
尺
」
と

い

う

宇

形

に

違

和

感

を

覚

え

る

だ

ろ

う

。

現

代

の

人

が

違

和

感

を

覚

え

る

字

形

は

、

そ

れ

が

歴

史

的

に

書

き

継

が

れ

て

き

た

字

形

で

あ

る

と

し

て

も

、

そ

れ

だ

け

で

現

在

に

お

い

て

も

通

用

す

る

正

し

い

宇

形

で

あ

る

と

コ

】

言

い

切

れ

な

い

。

（
書

道

の

世

界

で

ノ
米

一
と

書

く

こ

と

に

は

何

の

問

題

も

な

い

。

こ

こ

で

は

学

校

で

の

漢

字

教

育

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

。
）

′
一“〈一
は

ど

う

し

て

正

し

い

と

言

い

切

れ

な

い

の

か

。

印

刷

文

字

宇

形

の

和

と

′
相

を

比

較

す

る

と

、

違

い

は

禾

の

右

払

い

の

長

さ

の

違

い

に

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

で

は

禾

の

右

払

い

を

ど

こ

ま

で

短

く

す

正

②

次る

０

こ

字

で

あ

う

判

断

つ

い

て

わ

れ

る

く

、　
共

三
　

漢

字

の
全

体

的

な

形

の
正

誤

判

断

漢

字

の

全

体

的

な

形

の

正

誤

判

断

に

つ

い

て

は

、

次

の

①

の

認

識

が

最

も

重

要

で

あ

る

。

し

い

と

思

わ

れ

る

字

形

と

比

較

し

て

、

正

誤

を

判

断

す

る

に

、

教

員

が

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

考

え

と

こ

ろ

の

あ

る

漢

字

は

、

そ

こ

を

確

認

し

て

正

誤

を

判

断

つ

い

て

は

、
計
一瑛
一組

の

よ

う

に

組

み

立

て

が

正

し

く

な

い

字

る

こ

と

は

、

述

べ

た

と

お

り

で

あ

る

。
′熱
合

の

よ

う

な

宇

し

た

ら

よ

い

の

か

。

次

の

第

二

段

で

詳

細

に

検

討

す

る

。

は

、

教

員

な

ら

誰

も

が

正

し

い

認

識

を

持

っ

て

い

る

よ

う

が

、

キ

の

は

ね

の

よ

う

に

誤

っ

た

認

識

を

持

つ
教

員

が

実

通

の

認

識

が

形

成

さ

れ

て

い

な

い

。

第

四

段

で

検

討

す

る

て

い

す

る

。

が

誤

は

ど

②

こ

に

思

に

多

2



る

と

、

現

代

の

人

の

目

に

も

違

和

感

が

な

く

な

り

、

誰

も

が

正

し

い

宇

で

あ

る

と

断

言

で

き

る

よ

う

に

な

る

だ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

を

決

め

る

の

は

不

可

能

で

あ

る

。

だ

か

ら

′Ｃ

と

い

う

字

を

○

と

は

言

い

切

ィ
コ
引

れ

な

い

が

、

ま

た

×
と

も

言

い

切

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

の

正

誤

の

判

断

は

採

点

す

る

者

に

委

ね

ら

れ

る

（
委

ね

る

し

か

な

い

）
。

和

だ

け

で

な

く

全

て

の

漢

字

に

、

和

と

同

様

に

い

く

つ

も

正

誤

の

判

断

に

関

わ

る

箇

所

が

想

定

さ

れ

る

。

文

部

省

主

任

教

科

書

調

査

官

な

ど

を

務

め

、

平

成

二

十

三

年

に

亡

く

な

っ
た

書

家

で

漢

字

宇

体

研

究

の

第

（
２

）

一
人

者

・
江

守

賢

治

氏

は

三

十

年

以

上

も

前

に

出

版

さ

れ

た

著

書

で

「
日

」

の

字

を

例

に

挙

げ

て

、

ど

こ

ま

で

平

た

く

（
つ
ぶ

れ

た

）

な

っ

て

い

る

の

を

○

に

す

る

か

、

ど

こ

ま

で

い

び

つ

に

な

っ

て

い

る

の

を

○

に

す

る

か

、

「
広

い

範

囲

で

話

し

あ

つ

て

、

な

る

べ

く

個

人

差

を

な

く

す

る

こ

と

が

必

要

な

の

で

は

な

い

か

。

私

は

不

幸

に

し

て

、

ま

だ

こ

の

種

の

研

究

結

果

を

印

刷

物

の

形

で

見

た

こ

と

が

な

い

」

と

述

べ

て

い

る

が

、

そ

の

よ

う

な

研

究

は

で

き

る

も

の

で

は

な

い

。

最

も

単

純

な

字

形

の

一
と

い

う

漢

宇

さ

え

、
　

／
　

と

書

い

た

り

、
　
ヽ
　

と

書

い

た

り

し

た

ら

、

○

に

す

る

の

か

、

×
に

す

る

の

か

。

そ

の

角

度

を

規

定

す

る

こ

と

な

ど

で

き

な

い

。

ど

こ

ま

で

を

正

し

い

と

み

る

か

は

、

採

点

す

る

者

の

個

人

差

が

で

る

し

、
そ

れ

で

よ

い

（
そ

う

す

る

し

か

な

い

）
の

で

あ

る

。

し

か

し

、

ど

こ

ま

で

を

正

し

い

と

み

る

か

は

採

点

す

る

者

に

委

ね

る

と

い

つ

て

も

、

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

な

い

と

こ

ろ

を

除

い

た

上

で

、

そ

れ

以

外

の

と

こ

ろ

を

採

点

す

る

者

に

委

ね

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

こ

は

注

意

を

要

す

る

点

で

あ

る

。

キ

の

縦

画

の

は

ね

や

木

ｏ
本

（
き

へ
ん

）

の

縦

画

の

と

め

は

、

印

刷

文

字

字

形

の

デ

ザ

イ

ン

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

る

か

ら

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

い

。

そ

れ

で

は

ノ腿

う
の

よ

う

な

字

の

正

誤

を

ど

う

判

断

す

る

の

か

。

そ

の

判

断

を

す

る

場

合

に

規

準

と

な

る

の

は

、

識

別

性

（
他

の

文

字

の

形

と

ま

ぎ

れ

な

い

）

で

あ

る

。

和

を

′
樋
年

と

書

い

て

も

他

の

文

字

と

ま

ぎ

れ

る

こ

と

の

な

い

識

別

性

が

あ

り

、

和

と

読

め

る

と

考

え

れ

ば

〇

、

そ

う

で

な

け

れ

ば

×
に

す

る

が

、

私

は

こ

の

識

別

性

を

で

き

る

な

ら

お

お

ら

か

に

考

え

た

い

。

そ

れ

に

は

三

つ

の

理

由

が

あ

っ

て

、

漢

宇

に

は

《
絶

対

的

な

基

準

と

な

る

字

形

》

な

ど

存

在

し

な

い

と

い

う

の

が

第

一
の

理

由

で

あ

る

。

各

漢

字

辞

典

に

親

字

と

し

て

示

さ

れ

て

い

る

宇

に

も

、

デ

ザ

イ

ン

の

差

が

あ

り

、

そ

の

字

形

は

完

全

に

同

一
で

は

な

い

。

辞

典

に

示

さ

れ

て

い

る

も

の

は

、

標

準

的

な

字

形

と

思

わ

れ

る

字

形

で

あ

る

。

ま

し

て

手

書

き

で

は

同

じ

漢

字

を

書

い

て

も

、

筆

画

の

角

度

。
そ

り

・

曲

げ

や

長

さ

の

比

率

が

一
致

す

る

文

字

に

な

る

こ

と

な

ど

あ

り

え

な

い

。

第

二

は

、

学

校

を

卒

業

し

社

会

に

出

れ

ば

、
　
一
般

社

会

で

は

漢

字

の

細

部

へ

の

こ

だ

わ

り

な

ど

ほ

と

ん

ど

な

く

な

る

と

い

う

の

が

そ

の

理

由

で

あ

る

。

正

し

い

漢

字

と

し

て

必

ず

押

さ

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

ポ

イ

ン

ト

は

あ

る

が

、

そ

れ

以

外

は

学

校

で

も

お

お

ら

か

に

考

え

る

ベ

き

で

あ

る

。

第

二

は

、

そ

も

そ

も

漢

字

（
文

字

）

は

伝

達

の

手

段

に

過

ぎ

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

誰

が

見

て

も

同

じ

字

と

し

て

認

識

さ

れ

3
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な か て
°

生 は を と し だ れ は

る

な

漢

字

漢

字ど

し

、

れ

る

て

も

極

端

と

ん

払

い

て

い

ら

、

の

本

の

細

こ

ま

そ

れ

，刀ほ

と

な

字

ど

起

は

短

る

の

採

点

そ

の

質

が

部

に

で

を

で

よ

識

別

ん

ど

を

書

き

な

く

止

で

あ

に

大

分

に

る

の

ま

、

か

は

採

点

に

考

な

ぜ

い

な

す

る

徒

は

わ

ざ

こ

と

果

た

で

は

ほ

と

、　
採

に

大

え

る

な

ら

し

カ

和

の

そ

う
口
ヽ

／
ル
で

は

杞

ｃ
　
そ

の

か

れ

た

が

で

る

に

思

わ

採

点

し

り

す

る

と

は

ほ

下

の

右

目

に

し

は

し

な

四
　

漢

字

の
正

誤

を

判

断

す

る
ポ

イ

ン
ト

ー

の

縦

画

の

は

ね

を

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

考

え

、

は

ね

て

い

な

い

と

×
に

す

る

教

員

が

未

だ

に

多

く

い

る

。

そ

の

誤

り

を

正

す

に

は

、

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

を

明

確

に

示

す

こ

と

し

か

方

法

は

な

い

。

人

と

入

、

千

と

千

、

見

と

貝

、

若

と

苦

な

ど

よ

く

似

て

い

る

漢

字

を

識

別

し

、

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

は

す

で

に

教

員

に

共

有

さ

れ

て

い

る

が

、

明

確

に

示

さ

れ

て

い

な

い

ポ

イ

ン

ト

も

あ

る

。

私

は

そ

の

主

な

も

の

を

、

次

の

四

つ

と

考

え

て

い

る

。

［

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

（
現

代

中

国

で

最

も

規

範

的

な

字

典

と

さ

れ

る

『
新

華

字

典

』

で

の

字

形

は

瓦

で

四

画

で

あ

る

。
）
こ

の

よ

う

な

問

題

を

ど

う

考

え

た

子

ら

よ

い

か

。

口
■

四

に

つ

い

て

は

、

字

数

に

制

限

が

あ

る

た

め

、

こ

の

小

論

で

述

べ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。
　
こ

こ

で

は

［
Ｉ

国

に

限

っ

て

述

べ

る

。

０
一
必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
漢

字

を

考

え

る

前

提

に

な

る

の

は

、

拙

稿

「
漢

字

検

定

と

漢

字

教

育

」

で

述

べ

た

、

次

の

認

識

で

あ

る

。

③
筆

記

用

具

の
変

化

（
進

化

）

が

、

象

書

・
隷

書

・
楷

書

と

い

う

漢

字

の
書

体

の
変

化

を

引

き

起

こ

し

た

。

現

代

は

筆

記

用

具

が

前

代

の

毛

筆

と

は

全

く

里
（
質

の

筆

先

に

弾

力

性

の

な

い

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

に

代

わ

っ
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

漢

字

の
字

形

に

変

化

（
４
）

が

起

こ

る

の

は

当

然

で

あ

る

。

役

割

を

十

ら

れ

て

い

わ

る

こ

と

い

と

み

る

い

う

と

、

お

お

ら

か

出

な

い

。

徒

は

ま

ず

日

常

目

に

い

る

。　
生

ら

、　
わ

ざ

差

が

出

る

し

て

い

る

の

で

あ

る

な

い

だ

ろ

う

か

。

書

ん

ど

意

味

が

な

い

。

点

す

る

者

の

個

人

差

き

な

差

が

出

る

よ

う

と

、

実

際

に

は

誰

が

和

を

／
相
健

・
と

書

い

た

ら

、

判

断

に

迷

う

こ

印

刷

文

字

字

形

は

、

い

う

字

形

を

い

つ

も

と

書

く

よ

う

な

こ

と

憂

に

過

ぎ

な

い

。

四

画

数

と

字

形

瓦

は

五

画

な

の

で

、

口

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

宇

日

必

ず

突

き

出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

文

部

省

は

「
当

用

漢

字

宇

体

表

」

（
昭

和

二

十

四

年

）

の

告

示

後

に

、

教

育

現

場

に

誤

り

や

行

き

過

ぎ

が

な

い

よ

う

に

解

説

書

『
総

合

当

用

漢

字

表

（
増

訂

版

）
』

（
昭

和

二

十

六

年

）

を

出

し
（　
３

そ

Vた

の

中

に

は

事

を

事

と

書

い

て

も

さ

し

つ

か

え

な

い

と

あ

っ
た

。　
そ

の

よ

う

な

問

題

を

ど

う

考

え

た

ら

よ

い

か

。

百
偽
　
と
四
画
で
書
く
と
誤
字
に
な
る
の
か
。



ま

認

識

フ０

。

な

い

使

い

だ

か

こ

れ

こ

ま

が

理

ボ

ー

画

に

き

に

ペ
　
ン

も

あ

別

のそ

い
　
つヽ

チ

ャ

で

あ

と

は

を

判

で

は

ず

こ

の

認

識

が

全

教

員

に

共

有

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

①

の

が

共

有

さ

れ

れ

ば

、

そ

れ

で

は

ね

の

問

題

は

ほ

と

ん

ど

解

決

さ

れ

そ

も

そ

も

楷

書

の

原

型

で

あ

る

小

蒙

や

隷

書

に

、　
は

ね

は

存

在

し

。

は

ね

は

楷

書

の

特

徴

を

な

す

も

の

で

、

や

わ

ら

か

い

毛

の

筆

を

、

紙

に

文

字

を

書

く

よ

う

に

な

つ

て

生

じ

た

も

の

に

過

ぎ

な

い

。

ら

は

ね

と

漢

字

の

字

体

（
文

字

の

骨

組

み

）

と

の

関

係

は

薄

い

。

が

分

か

れ

ば

、

毛

筆

の

文

字

を

基

に

作

ら

れ

た

印

刷

文

字

の

字

形

ね

が

あ

る

か

ら

と

い

つ

て

、

は

ね

に

こ

だ

わ

る

必

要

の

な

い

こ

と

解

で

き

る

。

現

代

の

筆

記

用

具

は

筆

先

に

弾

力

性

の

な

い

鉛

筆

や

ル

ペ

ン

で

あ

る

。

筆

先

に

弾

力

性

の

あ

る

毛

筆

で

書

け

ば

、

次

の

進

む

と

き

に

つ

く

は

ね

跡

が

、　
鉛
摩
華

や

ボ

ー

ル

ペ
　
ン

で

書

く

と

つ

く

い

。

印

刷

文

字

の

字

形

を

見

慣

れ

た

日

に

は

、

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

で

書

い

た

は

ね

跡

の

な

い

宇

に

多

少

の

違

和

感

を

覚

え

る

こ

と

ろ

う

が

、

印

刷

文

字

の

字

形

と

手

書

き

の

字

形

は

似

て

は

い

て

も

も

の

で

あ

る

。

印

刷

文

字

の

字

形

に

囚

わ

れ

て

は

な

ら

な

い

。

れ

で

は

、

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

は

ど

の

漢

字

か

と

と

、

そ

れ

は

は

ね

跡

が

デ

イ

ス

テ

イ

ン

ク

テ

ィ

ブ

　

フ

イ

ー

ー

（
驚

∽
二
月

〓
く
ｌ

①
盟

弩

Φ

示

差

的

特

徴

）

に

な

っ

て

い

る

漢

宇

る

。

具

体

的

に

い

う

と

千

と

成

の

二

字

で

、

千

は

千

と

、

成

は

戊

ね

の

あ

る

な

し

で

識

別

さ

れ

る

。

は

ね

が

二

字

を

識

別

し

、

正

誤

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

で

あ

る

。

し

か

し

千

と

成

は

と

も

に

常

用

漢

字

な

く

、

常

用

漢

字

に

限

る

と

予

と

成

が

音

符

（
声

符

）

の

形

声

文

あ

る

宇

。
芋

・
越

の

三

字

と

な

る

。

常

用

漢

字

で

は

こ

の

三

字

以

、

は

ね

跡

が

な

い

こ

と

で

誤

字

と

し

て

は

な

ら

な

い

。

丁

と

丁
（
下

字

）
も

は

ね

の

あ

る

な

し

で

識

別

さ

れ

て

い

た

が

、
丁

は

現

在

全

く

れ

な

い

字

で

あ

る

か

ら

、

丁

の

縦

画

の

は

ね

は

正

誤

を

判

断

す

る

ン

ト

に

し

な

い

。

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

は

大

学

時

代

に

天

を

二
へ

と

上

の

横

画

を

短

く

書

い

た

た

め

に

、

―

卜

の

再

提

出

を

命

じ

ら

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

当

時

の

私

は

そ

う

て

も

全

く

問

題

の
な

い

こ

と

を

知

ら

な

か

つ
た

の

で

、

妙

な

こ

と

う

と

は

思

い
な

が

ら

も

書

き

直

し

て

提

出

し

た

。

本

で

Ｔ
八

と

上

の
横

画

を

長

く

書

く

よ

う

に

な

っ
た

の

は

、

昭

和

字

で

外

は

の

上由

使

わ

ポ

イ

国

私

レ

ポ

童
日
い

を

言［口

二

十

横

画

と

思

よ

つヽ

印

刷

え

ら中

と

い

字

形〈
「

教

え

は う 国 れ 文 で い が 四て

年

に

当

用

漢

宇

字

体

表

が

告

示

さ

れ

、

そ

こ

で

示

さ

れ

た

上

の

長

い

天

と

い

う

字

形

を

、

教

員

た

ち

が

絶

対

的

に

正

し

い

も

の

込

ん

で

、

そ

う

書

く

よ

う

に

指

導

す

る

よ

う

に

な

つ

て

か

ら

の

（
５
）

あ

る

。

明

治

の

初

め

か

ら

昭

和

二

十

年

ま

で

の

学

校

教

育

で

は

字
の
字
形
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
工
八

（
６

）

て

い

た

。

で

は

歴

史

的

に

見

て

、

初

唐

の

楷

書

か

ら

上

の

横

画

が

長

い

天

字

形

で

書

か

れ

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

く

、

『
新

華

字

典

』

の

、　
天
と

下

の

横

画

の

方

が

長

い

字

形

に

な

っ

て

い

る

。

学

校

で

天

と

い

う

字

を

上

の

横

画

を

長

く

書

か

な

け

れ

ば

×
と

い

る

教

員

が

、

ど

れ

ほ

ど

い

る

か

は

は

っ
き

り

し

な

い

が

、

印

と

書

く

よ

う

に

教

「○



刷

文

字

る

こ

と

考

え

ら

る

ポ

イ

ポ

イ

ン

そ

れ

漢

字

は

ら

な

い

て

い

る

と

こ

の

仕

・
吐

そ

の

の

〈
本
立思

常

用

漢

隷

・
喜

読

の

「

い

吉

は

現

在

で

も

ユ
ロ

と

書

か

れ

て

い

る

し

、

壮

も

以上

れ

て

き

た

。

詰

。
結

は

吉

が

、

荘

。
装

は

壮

が

音

符

の

形

声

文

字

。

そ

れ

以

外

の

漢

宇

の

「
士

」

の

部

分

は

、

宇

源

的

に

士

と

は

無

関

係

で

あ

る

。

（
志

の

「
士

」

の

部

分

は

、

寺

の

「
土

」

の

部

分

と

字

源

的

に

は

同

じ

で

あ

る

。
）

次

に

「
土

」

に

つ

い

て

考

え

る

。

こ

れ

は

な

か

な

か

難

し

い

。

と

い

の

字

形

の

と

お

り

に

書

く

よ

う

に

指

導

す

る

教

員

が

多

く

い

か

ら

推

測

す

る

と

、

そ

う

教

え

て

い

る

教

員

が

相

当

数

い

る

と

れ

る

。

天

と

い

う

字

の

よ

う

に

横

画

の

長

短

を

正

誤

を

判

断

す

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

な

い

字

で

あ

り

な

が

ら

、

教

員

が

そ

こ

を

卜

と

考

え

て

い

る

字

が

他

に

も

あ

り

そ

う

で

あ

る

。

で

は

、

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

ど

の

漢

字

か

と

い

う

と

、

考

え

方

は

［

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

漢

字

の

場

合

と

同

じ

で

、

横

画

の

長

短

が

示

差

的

特

徴

に

な

っ

漢

字

で

あ

る

。

具

体

的

に

い

う

と

、

士

と

土

、

末

と

未

、

そ

れ

四

字

が

音

符

に

な

っ

て

い

る

形

声

文

字

で

、

常

用

漢

字

で

は

。
社

・
抹

・
味

。
魅

。
妹

・
味

の

計

十

二

字

で

あ

る

。

他

の

字

に

つ

い

て

、

ま

ず

「
士

」

か

ら

考

え

る

。

古

は

士

と

口

文

字

、

壮

は

士

が

意

符

で

引

が

音

符

の

形

声

文

字

で

あ

る

が

、

字

で

「
士

」

の

部

分

が

漢

字

の

内

に

あ

る

壱

・
殻

。
穀

・
款

・

・
詰

。
結

・
鼓

・
樹

。
膨

・
志

・
誌

・
声

。
荘

。
装

。
売

・
続

・

士

」

の

部

分

と

同

様

に

、

上

の

横

画

を

長

く

書

か

な

く

て

も

よ

乖

（
音

符

）

の

形

声

文

字

で

あ

る

が

、

土

と

他

の

部

分

が

一

上

の

形

が

不

明

確

に

な

っ

て

い

る

の

で

、

横

画

の

長

短

を

正

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

し

な

い

。
『
新

華

字

典

』

で

は

垂

は

垂

と

い

四

本

の

横

画

の

う

ち

一
番

下

が

最

も

短

い

）

で

あ

り

、

歴

史

と

ん

ど

′ユ

一

（
４
土
Ц

）

と

書

か

れ

、

上

が

部

首

で

あ

る

と

い

見

ら

れ

な

い

し

、

上

の

三

本

の

横

画

の

長

短

も

現

在

の

印

刷

と

は

異

な

っ

て

い

る

。

士

（
意

符

）

と

■

（
音

符

）

の

形

声

坂

の

よ

う

に

上

が

偏

と

な

っ

て

い

る

字

は

、

二

本

の

横

画

の

確

で

な

く

て

よ

い

。

至

は

「
土

」

が

脚

の

位

置

に

あ

る

が

、

と

到

達

点

を

表

す

一
か

ら

な

る

指

事

文

字

で

、

至

の

「
土

」

に

は

上

で

は

な

い

。
〓
土

と

書

い

て

も

誤

字

で

は

な

い

。

は

士

と

才

（
音

符

）

の

形

声

文

字

で

、

在

の

「
土

」

は

字

源

で

は

な

く

士

で

あ

る

。

圧

は

屋

の

新

字

体

で

あ

る

か

ら

、

と

も
三量

か

く ぁ  的 土
°

は 多
L

°
る 塗 に が 異 左 く の

つ́

の

型

の

上

部

か

ら

声

文

漢

宇

塑

。

位

置

画

を

土

と

し

て

判

断

形

（

ま

ま

識

は

字

形

で

も

は

明

倒

形

源

的在

は

上

も
　
「
土

よ

う

に

、　
坂

で

で

あ

る

字

で

、

、

旦
（
体

堕

・
墜

に

土

が

短

く

書

部

分

の

漢

側

、

論

も

字

の

い

う
。
堂

と

そ

そ

こ

蚤

・

、　
字

型

で
（
立思

置

）

は

基
。
塁

り

す

す

る

佳

。

の

内

は

下

符

）

に

あ

・
型

の

十

る

の

ポ

イ

致

。

で

は

あ

る

の

形

い

る

塾

・

脚

の

の

横

垂

も

体

化

誤

を

う

字

６

的

に

つヽ

立思

文

字

文

字

長

短

矢

の

は

字

的

に

圧

の

を の  と 下 あ 怪 字 は

、　
寺

。
坂

の

内

に

あ

で

は

右

下

ろ

う

が

、

部

（
脚

の

常

用

漢

字

壁

・
墓

。

形

が

は

っ

正

誤

を

判
ｎ
ノ土Ｌ

■六
ｒ

で里
雲

き“
＝

味
↓

圧

。
傲

。
掛

。

で

の

位

置

が

寺

部

な

ど

様

々

で

と

■

（
音

符

）

っ

て

独

立

し

て

。
堅

。
墾

・
塞

。

五

字

だ

け

は

、

で

、

明

確

に

上

ン

ト

に

す

る

。



「
土

」

は

字

源

的

に

は

土

で

あ

る

が

、

在

と

圧

の

字

形

は

よ

く

似

て

い

る

の

で

、

二

字

を

区

別

せ

ず

に

、

共

に

「
土

」

の

横

画

の

長

短

は

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

漢

字

の

内

で

右

側

（
芳

の

部

分

）

の

下

部

に

「
土

」
が

あ

る

煙

。
怪

。

陛

・
挫

・
陸

な

ど

も

、

横

画

の

長

短

を

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

狭

い

と

こ

ろ

で

な

の

で

、

横

画

の

長

短

は

明

確

で

な

く

て

よ

い

。

こ

の

中

の

「
土

」

も

字

源

的

に

土

で

な

い

も

の

が

あ

る

。

さ

ら

に

、

寺

・
達

の

よ

う

に

漢

字

の

内

で

上

部

に

あ

る

「
土

」

は

、

次

に

示

す

①

。
②

。
③

の

漢

字

（
基

本

要

素

に

も

な

る

）

や

漢

字

の

基

（
７

）

本

要

素

の

横

画

と

同

様

に

、

印

刷

文

字

の

字

形

で

は

下

の

横

画

が

長

く

な

っ

て

い

る

が

、

そ

の

長

短

は

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

例

え

ば

寺

を

圭

ヽ

と

上

の

「
土

一

を

「
士

一

の

よ

う

に

書

く

の

は

、

今

１

■

日

極

め

て

一
般

的

で

あ

る

し

、

漢

字

の

内

で

上

部

に

あ

る

「
土

」

は

ほ

と

ん

ど

全

て

字

源

的

に

は

土

で

は

な

い

。

①

二

本

の

横

画

に

注

目

二

・
工

・
立

・
並

。
共

・
土
（
昔

）
・
井

上

（
告

Ｙ

缶

・
舌
（
揺

）
・
矢

・

失

・
夫

・
示
（
余

Ｙ

示

・
平

・
半

。
十

。
干

。
午

。
牛

・
朱

・
来

・
先

・

元

・
云

（
会

）
。
一人
（
振

）
。
去
　
。
赤

・
≠
（
老

）
。
手

・
毛
　
。
行

・
元
（
発

）
。

米
（
巻

）
・
牙

。
死
（
既

）
。
ヰ
（
偉

）
。
号
（
汚

）
。
一万
（
誇

）
。
升
（
形

）
。
井

（
併

）
・

美
（
咲

）
・　
夫

（
峡

）
・
市
（
制

）

②

上

の

二

本

・
下

の

二

本

・
上

下

の

二

本

の

横

画

に

注

目

寺
　
・
幸

・
走
　
・
土ス
（
遠

）
・
缶
（
卸

）
　

　

里
　
。
重
　
・
幸

（
筆

）
・
実

（
漢

）
・

奉

・
奏

　

亜

・
豆

。
車

二

日
丁

其

・
五

・
互

・
正

③

三

本

。
四

本

の

横

画

に

注

目

三
　
・
王

・
主
　
・
生
　
・
羊

・
土
（
美

）
・
金
　
・
夫
（
実

）
。
来
（
寒

）
。
土
（
溝

）
・

土
（
青

）
。
一並
（
霊

）
。
業
（
業

）
・
美
（
僕

）
。
夫

（
春

）
・
末

（
耕

）
・
美

（
浅

）
・
井

（
邦

）
・
華

（
峰

）
。
一呈
（
謹

）
　

　

手
（
拝

）

（
括

弧

内

は

そ

の

基

本

要

素

を

部

分

と

し

て

持

つ
漢

字

の

例

）

こ

こ

に

挙

げ

た

漢

字

や

漢

字

の

基

本

要

素

は

、

全

て

印

刷

文

字

の

字

形

で

は

一
番

下

の

横

画

が

最

も

長

く

な

っ

て

い

る

。

ま

た

壬

と

二
も

横

画

の

長

短

で

識

別

さ

れ

て

い

た

が

、

漢

字

の

部

分

と

し

て

の

工

の

字

形

は

壬

に

吸

収

さ

れ

て

廷

の

よ

う

に

王

が

壬

に

変

化

し

た

り

、　
呈

の

よ

う

に

王

が

王

に

変

化

し

た

り

し

て

、

常

用

漢

字

に

は

二

の

形

は

残

つ

て

い

な

い

。

そ

こ

で

壬

だ

け

は

上

の

横

画

が

長

い

と

こ

ク

ろ

を

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

し

（
た

だ

し

壬

は

常

用

漢

字

で

は

な

い

）
、

常

用

漢

字

の

任

・
妊

。
廷

・
淫

な

ど

は

全

て

横

画

の

長

短

を

ポ

イ

ン

ト

と

し

な

い

。

ウ
立
　
と

書

い

て

も

良

い

と

す

る

。

（
歴

史

的

に

ノ

旬

は

そ

う

書

か

れ

る

こ

と

も

あ

つ
た

し

、

識

別

に

困

る

こ

と

も

な

い

。
）

字

源

的

に

は

任

。
妊

の

「
壬

」

は

壬

、

廷

・
淫

の

「
壬

」

は

王

で

あ

る

。

他

の

漢

字

の

横

画

に

つ

い

て

は

、

常

用

漢

字

表

の

前

書

き

。
①

字

体

に

つ

い

て

の

解

説

で

、

雪

・
雪

・
雪

、

満

。
満

、

無

。
無

、

斎

・
斎

を

デ

ザ
イ
ン
の
差
と
述
べ
て
い
る
。
天
・
垂
は
工
（
。４
苦

と
、
年
は
上
十
と

書

か

れ

て

き

た

。　
ま

た

善

や

言

は

労

や

偏

に

な

る

と
　
（
繕

。
議

な

ど

）
、

横

画

の

長

さ

は

皆

同

じ

よ

う

に

な

り

長

短

は

不

明

確

に

な

る

が

、

善

・



言

で

あ

る

こ

と

は

明

確

に

認

識

で

き

る

。

ど

の

横

画

を

一
番

長

く

、

ど

の

横

画

を

一
番

短

く

書

く

な

ど

決

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

た

が

っ

て

こ

れ

ら

の

漢

字

に

つ

い

て

は

正

誤

は

識

別

性

で

判

断

し

、

横

画

の

長

短

を

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

し

な

い

。

五

　

お

わ

り

に

中

国

で

は

紙

が

発

明

さ

れ

て

書

物

の

形

が

い

っ

た

ん

巻

物

に

き

ま

（
８

）

る

と

、
便

利

な

冊

子

の

形

に

な

る

の

に

実

に

七

、
人

百

年

も

か

か

つ
た

。

巻

物

は

読

み

終

わ

る

た

び

に

元

通

り

に

巻

き

返

す

の

が

厄

介

で

あ

る

し

、
　

一
巻

の

途

中

の

箇

所

を

見

た

い

と

き

に

も

と

て

も

不

便

で

あ

る

。

す

こ

し

の

工

夫

と

手

間

で

便

利

な

冊

子

が

作

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

誰

も

が

そ

れ

を

思

い

つ

か

な

か

っ

た

．

こ

の

よ

う

に

人

間

は

時

と

し

て

従

前

の

形

に

囚

わ

れ

て

思

考

停

止

に

陥

る

こ

と

が

あ

る

。

手

書

き

の

漢

字

の

字

形

に

つ

い

て

も

、

そ

う

言

え

そ

う

で

あ

る

。

筆

記

用

具

は

従

前

の

毛

筆

か

ら

鉛

筆

。
ボ

ー

ル

ベ

ン

ヘ
と

異

質

の

も

の

に

変

化

し

た

。

ま

た

、

と

め

，
は

ね

や

横

画

の

長

短

の

違

い

で

別

の

字

に

な

る

の

は

数

字

に

す

ぎ

な

い

の

に

、

印

刷

文

字

の

字

形

の

と

め

。
は

ね

や

横

画

の

長

短

に

囚

わ

れ

過

ぎ

て

い

な

い

だ

ろ

う

か

。

号

　

二

〇

一
二

年

）

参

照

江

守

賢

治

著

『
漢

字

の

○

×
』

（
日

本

習

宇

普

及

協

会

　

一
九

七

七

年

）

一
四

頁

参

照

文

部

省

編

集

『
総

合

当

用

漢

字

表

（
増

訂

版

）
』

（
文

教

協

会

　

一
九

五

一
年

）

九

二

頁

参

照

藤

枝

晃

著

『
文

字

の

文

化

史

』
（
岩

波

書

店

　

一
九

七

一
年

）

人

○

頁

・

一
五

五

頁

参

照

小

林

一
仁

著

『
バ

ツ

を

つ

け

な

い

漢

字

指

導

』

（
大

修

館

書

店

　

一
九

九

八

年

）

三

六

頁

に

、

「
現

今

は

ボ

ー

ル

・
ベ

ン

や

シ

ヤ

ー

ペ

ン

な

ど

の

筆

記

具

が

主

流

と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

に

即

す

れ

ば

、
こ

れ

に

よ

る

自

然

な

使

わ

れ

方

で

生

み

出

さ

れ

る

特

徴

の

あ

る

文

字

の

形

（
つ

ま

り

跳

ね

や

払

い

が

表

さ

れ

な

い

で

、
そ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

止

め

て

表

さ

れ

る

形

）
が

、

い

ず

れ

文

字

の

形

と

い

う

文

化

の

主

流

と

な

る

こ

と

に

な

る

」

Ｌ

あ

る

。

原

田

種

成

編

『
漢

宇

小

百

科

辞

典

』

（
三

省

堂

　

一
九

人

九

年

）

二

九

頁

参

照

江

守

賢

治

著

『
解

説

字

体

辞

典

』

（
三

省

堂

　

一
九

人

六

年

）

三

一
～

二

五

頁

参

照

漢

字

の

基

本

要

素

は

人

百

ほ

ど

あ

る

と

い

う

し

詳

し

く

は

小

駒

勝

美

著

『
漢

字

は

日

本

語

で

あ

る

』

（
新

潮

社

　

三

〇

〇

八

年

）

一

一
六

頁

参

照

前

掲

注

（
４

）
『
文

字

の

文

化

史

』

一
五

四

頁

参

照

注（
１

）

拙

稿

「
漢

字

検

定

と

漢

字

教

育

」

（
『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

五

四

（

２

）

（

３

）

（

４

）

（

５

）

（

６

）

（

７

）

（

８

）
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