
『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

５９
号

・

一
〇

二

～

一
〇

八

頁

掲

載

漢

字

の
正

誤

を

判

断

す

る
観

点

国

新

潟

県

立

塩

沢

商

工

高

等

学

校

教

諭

　

丸

山

　

力

本

誌

第

五

七

号

に

掲

載

さ

れ

た

拙

稿

「
漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

観

点

」

で

、

私

は

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

と

し

て

以

下

の

四

つ

を

挙

げ

、

［

。
国

に

つ

い

て

考

え

を

述

べ

た

ｃ

［

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

宇

口

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

口

必

ず

突

き

出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

宇

四

画

数

と

字

体

こ

の

小

論

で

は

、
常

用

漢

字

に

限

っ

て

、
口

。
四

を

考

え

て

み

た

い

。

口

必

ず

突

き

出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

文

部

省

（
現

文

部

科

学

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

（
１

）

た

。

そ

の

中

に

次

の

よ

う

な

記

述

が

あ

っ
た

。

「
事

」

を

「
事

」

と

書

い

て

も

さ

し

つ

か

え

あ

り

ま

せ

ん

。

「
雪

」

を

「
雪

」

と

書

い

て

も

さ

し

つ

か

え

あ

り

ま

せ

ん

。

「
事

」

は

『
康

熙

字

典

』

に

お

い

て

も

、

そ

こ

に

示

さ

れ

て

い

る

字

体

は

「
事

」

で

あ

る

。

し

か

し

『
康

熙

宇

典

』

の

巻

頭

に

は

、

康

熙

帝

の

勅

命

を

受

け

て

陳

邦

彦

と

い

う

人

が

楷

書

で

書

い

た

「
御

製

康

熙

宇

典

序

」

と

い

う

序

文

が

付

い

て

い

て

、

そ

の

序

文

の

中

で

は

「
事

」

は

「
士
当
了
」
と

書

か

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

康

熙

帝

も

『
康

熙

宇

典

』

を

編

纂

し

た

学

者

た

ち

も

、

印

刷

文

字

の

字

体

と

筆

写

の

字

体

と

が

異

な

る

こ

と

を

認

め

て

い

た

こ

と

が

窺

え

る

。

事

は

伝

統

的

に
告
夢
Ｊ
と

い

う

字

体

で

書

き

継

が

れ

て

き

た

が

、

事

と

同

じ

よ

う

に

「
一
」

の

部

分

を

「
ヨ
」

と

横

に

突

き

出

さ

ず

に

書

か

れ

て

き

た

漢

宇

に

は

、

常

用

漢

字

で

は

（
以

下

に

挙

げ

る

漢

字

は

全

て

常

用

漢

字

。

そ

う

で

な

い

場

合

に

は

常

用

漢

字

で

な

い

こ

と

を

明

示

す

る

。
）

妻

・
唐

が

あ

る

。

妻

は
吉

て

、

唐

は

き

層

と

書

か

れ

て

き

た

。

ま

た

君

。
争

・
康

・
逮

・
庸

な

ど

は

、

「
子
」

を

突

き

出

す

こ

と

も

突

き

出

さ

な

い

こ

と

も

あ

つ
た

。

君

は

逮

は
「　
千
「

は

、　
雪

と

書

い

つ

漢

宇

る

が

、

急

・
侵

（
当

の

字

体

も

雪

と

隠

て

伝

統

は

ほ

と
君

。君

、争
（旧
字
体
は
争
）
は
０
テ

ι
７
、康
生
廉

二
晨

、

逮

・ヱ

庸
は
店
二
鳩
な
ど
と
書
か
れ
て
き
た
。

ノ

」
に

つ

い

て

は

、
「
ヨ
」
の

部

分

が

「
ヨ
」
と

突

き

出

て

い

る

「
雪

」

の

旧

字

体

で

あ

る

。

旧

字

体

は

誤

字

で

は

な

い

か

ら

、

雪

を

雪

て

も

誤

り

と

は

な

ら

な

い

。

雪

と

同

様

に

「
コ
」

の

部

分

を

持

は

隠

・
穏

・
帰

。
急

・
侵

・
浸

。
寝

・
尋

・
掃

。
当

・
婦

で

あ

当

を

除

い

て

他

の

漢

字

は

全

て

旧

字

体

で

は

、

隠

・
穏

・
婦

。

。
浸

・
寝

。
尋

・
掃

・
婦

と

「
ヨ
」

の

部

分

が

「
ヨ
」

で

あ

る

。

旧

字

体

は

営

。
）

ま

た

逆

向

き

の

「
ヒ
」

の

部

分

を

持

つ
虐

の

旧

虐

で

、

「
匡
」

の

部

分

が

「
Ｅ
」

と

突

き

出

て

い

る

。

し

か

し

、

・
穏

・
婦

・
急

・
侵

・
浸

・
寝

・
尋

・
掃

・
婦

お

よ

び

虐

は

、

全

的

な

楷

書

で

は

「
詈
」

「
Ｅ
」

の

部

分

を

突

き

出

し

て

書

く

こ

と

ん

ど

な

い

。

し

た

が

っ

て

正

確

に

い

う

と

雪

は

印

刷

文

字

の

旧



宇

体

で

は

あ

る

が

、

筆

写

の

字

体

と

は

い

え

な

い

。

で

は

、　
現

代

の

学

校

教

育

で

事

や

雪

を

正

し

い

字
　
（
○

）

と

し

て

よ

い

だ

ろ

う

か

。

結

論

を

い

う

と

、

私

は

学

校

教

育

で

は

事

や

雪

を

正

し

い

と

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

（
×
）

と

考

え

る

。

当

用

漢

字

字

体

表

は

常

用

漢

字

表

に

代

わ

つ
た

が

、

常

用

漢

宇

表

が

内

閣

告

示

さ

れ

た

後

に

、

文

部

科

学

省

は

『
総

合

当

用

漢

字

表

（
増

訂

版

）
』

に

相

当

す

る

も

の

を

出

し

て

い

な

い

。

そ

れ

は

、
当

用

漢

字

字

体

表

。
ま

え

が

き

。
〔
使

用

上

の

注

意

事

項

〕

と

比

較

す

る

と

格

段

に

詳

し

く

な

つ

た

前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説
　
を

持

つ
常

用

漢

宇

表

そ

れ

自

体

が

、
『
総

合

当

用

漢

字

表

（
増

訂

版

）
』

の

役

割

を

果

た

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

・
第

２

明

朝

体

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

で

は

、
様

々

な

具

体

例

で

明

朝

体

と

手

書

き

（
筆

写

の

楷

書

）

の

違

い

が

示

さ

れ

て

い

て

、

「
常

用

漢

字

表

で

は

、

個

々

の

漢

字

の

字

体

（
文

字

の

骨

組

み

）

を

、

明

朝

体

の

う

ち

の

一
種

を

例

に

用

い

て

示

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

こ

れ

に

よ

っ

て

筆

写

の

楷

書

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

を

改

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

。
」

（
傍

点

は

筆

者

）

と

説

明

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

こ

に

は

事

や

雪

と

書

い

て

よ

い

と

い

う

例

は

示

さ

れ

て

お

ら

ず

、

事

や

雪

と

書

い

て

も

さ

し

つ

か

え

な

い

と

い

う

考

え

は

、

現

在

の

常

用

漢

宇

表

に

は

継

承

さ

れ

て

い

な

い

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

考

え

を

私

は

支

持

す

る

。

事
を
○
と
す
る
と
、，５
な
）
・
ぢ
口
も
当
然
〇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一

　

　

　

　

．
，
′

ノ

そ

れ

で

は

君

や

康

は

ョ
ル

・
Ｆヽ
保

と

書

い

て

○

な

の

か

。

他

に

も

差

は

半

月

と

書

か

れ

て

い

た

。

逆

に

庶

は

七

画

目

の

横

画

が

長

く

評ヽ
黒

・
と

書

か

れ

て

い

た

。

角

は

縦

画

が

長

く

ク
用

，
と

書

か

れ

て

い

た

し

、

再

"7~

暮

す

♯

は

な

ど

と

書

か

れ

て

い

た

。

こ

れ

ら

の

字

を

○

に

す

る

の

か

、

×
に

す

る

の

か

、

ど

う

判

断

し

た

ら

よ

い

の

か

。

現

在

の

印

刷

文

字

の

字

体

と

伝

統

的

な

楷

書

の

字

体

に

は

、

大

き

な

隔

た

り

が

あ

る

ｃ

書

道

の

世

界

で

は

伝

統

的

な

楷

書

の

字

体

が

継

承

さ

れ

て

い

る

し

、

そ

れ

を

書

く

こ

と

は

全

く

問

題

が

な

い

。

し

か

し

現

在

の

学

校

教

育

に

は

「
筆

写

の

楷

書

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

」
と

し

て

、

伝

統

的

な

楷

書

の

字

体

は

継

承

さ

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、

事

を

○

に

は

で

き

な

い

。

常

用

漢

字

表

は

平

成

二

十

二

年

に

改

定

さ

れ

た

が

、

そ

の

際

に

新

し

く

常

用

漢

字

と

な

つ
た

字

の

中

に

は

、

印

刷

文

字

と

手

２

書

き

文

字

に

お

け

る

表

現

の

差

が

字

体

の

違

い

に

及

ぶ

漢

字

が

あ

り

、

そ

の

こ

と

が

①

字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

２

明

朝

体

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

。
３

筆

写

の

楷

書

字

形

と

印

刷

文

字

字

形

の

違

い

が

、
字

体

の

違

い

に

及

ぶ

も

の

に

示

さ

れ

て

い

る

。
だ

が

そ

こ

に

示

さ

れ

て

い

る

例

は

、

改

定

以

前

か

ら

常

用

漢

字

で

あ

っ
た

漢

字

の

字

体

と

、

新

し

く

常

用

漢

字

と

な

っ
た

漢

字

の

字

体

と

に

、

整

合

性

を

持

た

せ

る

た

め

の

も

の

に

す

ぎ

ず

、

伝

統

的

な

楷

書

の

字

体

を

認

め

た

も

の

で

は

雪

は

旧

宇

体

で

あ

り

、

前

述

の

通

り

旧

字

体

は

誤

字

で

は

な

い

。

し

た

が

つ

て

、

あ

る

意

図

を

も

つ

て

自

分

の

文

章

に

旧

字

体

を

使

う

こ

と

な

い



は
　
一

い
　
の

字

体

′ツ
了

な

り

旧

字

め

るこで

準

に

る

。

こ

と①

体

の

る

か

希
「い
　
。

市
り

，
‐

察

祭

→
孝

→不

は

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

ど

ち

ら

で

も

よ

い

。

耳

は

耳

が

偏

の

位

置

に

あ

る

漢

字

（
取

・
恥

な

ど

）
。
労

の

位

置

に

あ

る

漢

字

（
餌

）
・

そ

の

他

の

位

置

に

あ

る

漢

字

（
摂

。
聞

な

ど

）

で

も

、

単

独

の

漢

字

と

し

て

も

Ｔ
イ

　

耳

―

と

五

画

日

の

左

下

か

ら

右

斜

め

上

へ

の

払

い

の

先

が

、

縦

画

を

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

よ

い

。

非

も

耳

と

同

じ

。

単

独

の

非

で

も

、

非

を

要

素

と

し

て

持

つ
字

（
罪

。
俳

な

ど

）

向でをま体こうま．「
′

常こ常デ

に

構

わ

な

い

。

し

か

し

学

校

教

育

で

は

旧

字

体

は

教

え

て

い

な

あ

る

か

ら

、

旧

宇

体

で

書

か

れ

た

字

を

○

に

は

で

き

な

い

。

旧

○

に

す

る

と

、

例

え
ば

争

を

０
子

と

書

い

て

も

○

に

な

る

が

、

〇

に

す

る

の

か

と

な

つ

て

、

正

誤

の

判

断

は

ま

す

ま

す

複

雑

に

収

拾

が

つ

か

な

く

な

る

。

教

員

に

は

伝

統

的

な

楷

書

の

字

体

や

に

対

す

る

正

確

な

知

識

が

必

要

に

な

る

が

、

こ

れ

を

教

員

に

求

と

は

で

き

る

も

の

で

は

な

い

。

考

え

る

と

、　
事

や

雪

を

○

に

で

き

な

い

こ

と

が

分

か

る

。

、　
横

画

や

縦

画

な

ど

を

突

き

出

す

突

き

出

さ

な

い

は

、　
何

を

基

る

か

と

い

う

と

、

そ

れ

は

常

用

漢

宇

表

に

示

さ

れ

た

字

体

で

あ

用

漢

字

表

に

示

さ

れ

た

字

体

を

基

準

に

す

る

が

、

次

に

述

べ

る

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

１

明

朝

ザ

イ

ン

に

つ

い

て

。
２

点

画

の

組

合

せ

方

に

つ

い

て

。
④

交

わ

交

わ

ら

な

い

か

に

関

す

る

例

　

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る
　

聴

↑

で

も

四

画

日

の

左

下

か

ら

右

斜

め

上

へ

の

払

い

の

先

が

縦

画

を

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

ど

ち

ら

で

も

よ

い

。

例

に

は

挙

げ

ら

れ

て

い

な

い

が

兆

な

ど

も

三

画

の

先

が

縦

画

を

突

き

出

す

こ

と

も

あ

り

え

る

。

い

ず

れ

も

筆

の

流

れ

か

ら

起

こ

る

こ

と

で

あ

っ

て

、

許

容

す

ベ

き

で

あ

る

。

祭

の

五

画

目

の

先

が

六

画

目

の

斜

め

の

画

を

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

よ

い

こ

と

は

、

祭

を

要

素

と

し

て

持

つ

際

。

察

・
擦

に

も

当

て

は

ま

る

。

例

に

は

挙

げ

ら

れ

て

い

な

い

が

入

（
は

つ

が

し

ら

）

や

京

（
常

用

漢

字

で

は

な

い

）

の

四

画

目

・
五

画

日

も

同

様

で

あ

る

。

存

の

例

は

在

に

も

当

て

は

ま

る

。

孝

の

例

は

孝

を

要

素

と

し

て

持

つ
酵

・
教

に

も

当

て

は

ま

る

。

だ

が

孝

は

子

十

老

〔
省

略

〕

の

会

意

文

字

で

あ

る

（
酵

は

酉

＋

孝

〔
音

符

〕

の

形

声

文

字

）

が

、

教

の

孝

は

二
十

（
拳

は

子

＋

交

〔
音

符

〕

の

形

声

文

字

で

、

交

は

屋

根

の

む

ね

の

千

本

の

よ

う

に

物

を

組

み

合

わ

せ

た

形

の

象

形

文

字

）

で

字

源

は

同

じ

で

は

な

い

。　
ま

た

孝

の

例

は

ン
を

要

素

と

し

て

持

つ
老

や

考

。
者

、　
そ

れ

を

要

素

と

し

て

持

つ
字

（
拷

。
暑

な

ど

）

に

も

当

て

は

ま

る

。

要

す

る

に

ン

の

下

の

ス

ペ

ー

ス

が

狭

い

た

め

、

そ

こ

に

書

く

字

の

左

上

の

端

が

ン

の

四

画

日

の

斜

画

に

か

か

る

（
突

き

出

す

）

こ

と

も

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
身

は

単

独

の

漢

字

と

し

て

は

身

と

突

き

出

し

、
身

を

要

素

と

し

て

持

つ
漢

宇

（
窮

。
射

・
謝

）

は

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

よ

い

。

例

に

は

挙

げ

ら

れ

て

い

な

い

が

才

も

身

と

同

じ

。

単

独

の

漢

字

と

し

て

は

十
小

と

突

き

出

し

、
才

を

要

素

と

し

て

持

つ
漢

字

（
材

・
財

・
閉

）

は

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

よ

い

。

非
↑

ブト
T

ラ
イ子

→
イ子

射
↑
射
↑
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②

常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

２

明

朝

体

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

。
２

筆

写

の

楷

書

で

は

、

い

ろ

い

ろ

な

書

き

方

が

あ

る

も

の

。
⑥

そ

の

他
　
に

外

．
‐

劇
ハ
・　
Л
が
．

．及
イ

:

口tゴ

1/
4し

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

ど

ち

ら

で

も

よ

い

。

外

は

注

意

を

要

す

る

漢

字

で

あ

る

。

外

は

卜

十

夕

〔
月

〕

（
音

符

）

の

形

声

文

字

で

、

う

ら

な

い

の

た

め

に

、

か

め

の

甲

か

ら

肉

を

か

き

取

る

さ

ま

か

ら

、

は

ず

す

。
そ

と

の

意

味

を

表

す

。

外

の

「
卜

」

は

「
卜

」

で

あ

る

。

卜

（
常

用

漢

字

で

は

な

い

）
は

、
―

と

突

き

出

さ

な

い

で

書

く

が

、
外

だ

け

は

例

外

的

に

ヾ
卜

と

突

き

出

し

て

書

く

こ

と

が

あ

る

。
そ

の

こ

と

が

常

用

漢

字

表

の

前

書

き

に

例

と

し

て

示

さ

れ

た

。

常

用

漢

字

で

卜

を

要

素

と

し

て

持

つ

漢

字

は

、

外

の

他

に

は

掛

・
赴

・
訃

・
朴

の

四

字

で

あ

る

。

こ

の

四

字

の

卜

の

部

分

は

突

き

出

さ

な

い

。

女

は

単

独

の

漢

字

と

し

て

も

、

女

が

偏

の

位

置

に

あ

る

漢

字

（
好

。
姉

な

ど

）

で

も

、

そ

の

他

の

位

置

に

あ

る

漢

字

（
安

・
委

・
数

・
努

・
楼

な

ど

）

で

も

、

突

き

出

し

て

も

突

き

出

さ

な

く

て

も

よ

い

。

③

糾

・
叫

の

「
斗

」

と

収

の

「
＝

」

は

、

ひ

も

が

も

つ

れ

合

っ

て

い

る

形

の

象

形

文

字

で

、

字

源

的

に

は

ま

つ
た

く

同

じ

も

の

で

あ

る

ｃ

そ

れ

が

現

行

の

字

体

（
新

宇

体

）

は

収

の

「
＝

」

は

二

画

で

、

糾

・
叫

の

「
斗
」

は

三

画

。

筆

順

も

異

な

り

、

形

も

＝
Ｈ

ＩＩ
十

と

微

妙

な

違

い

が

あ

る

。
（
旧

宇

体

で

は

筆

順

は

異

な

る

が

、

牧

の
１
も

、

糾

。
叫

の
斗
も

二

画

。

糾

、

叫

の

旧

字

体

は

、

糾

・
糾

。
糾

、

叫

。
叫

。
叫

な

ど

と

辞

典

き

出

し

た

も

の

も

あ

る

（
凸

版

書

体

）

こ

と

、

収

を

書

く

場

合

に

二

画

目

か

ら

三

画

ロ

ヘ
と

移

る

と

き

に

筆

の

流

れ

と

し

て

二

画

目

の

先

が

縦

画

を

突

き

出

し

て

し

ま

う

こ

と

も

あ

る

か

ら

、

・‥一収

と

突

き

出

さ

な

く

て

も

、

収

　

と

突

き

出

し

て

も

よ

い

。

④

史

・
吏

。
更

と

吏

。
更

を

要

素

と

し

て

持

つ
漢

宇

（
使

・
梗

・
硬

・

便

）

は

中
入

・

古
人

。

百
人
と

突

き

出

し

、

会

を

要

素

と

し

て

持

つ
漢

字

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

（
倹

。
剣

・
険

。
検

・
験
）
は

〈
ス

と
突
き
出
さ
な

い
。
こ
れ
は
印
刷

↓

文

字

の

字

体

も

そ

う

な

つ

て

い

る

し

、

字

源

が

全

く

違

う

か

ら

で

あ

る

。

史

・
吏

。
更

は

象

文

で

は

ф
ミ

。
す

ミ

・
愚
一式

で

、
史

。
吏

。
更

の
人

（
ミ

）

の

部

分

は

右

手

を

表

し

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

倹

・
剣

・
険

・
検

・
験

率
・

は

そ

れ

ぞ

れ

倹

・
剣

。
険

・
槍

。
験

の

新

字

体

で

、

会

は

金

（
人
一
＋

兄

＋

兄

の

会

意

文

字

）

を

簡

略

に

し

た

も

の

で

あ

る

。

以

上

の

四

点

に

注

意

す

る

。

突

き

出

す

か

突

き

出

さ

な

い

か

で

、

中

・
由

・
甲

・
田

は

別

の

漢

字

に

な

る

。

柵

・
冊

の

「
冊

」

と

、

嗣

・
偏

・
論

な

ど

の

「
冊

」

は

、

字

源

的

に

は

同

じ

（
文

字

を

書

き

つ
け

る

た

め

に

、

ひ

も

で

編

ん

だ

ふ

だ

の

象

形

）

で

も

、

突

き

出

す

か

突

き

出

さ

な

い

か

形

が

異

な

る

。

申

と

電

の

「
電
」

と

俺

の

「
宅

」

も

宇

源

的

に

は

同

じ

（
い

な

ず

ま

の

象

形

）

で

あ

る

が

、

や

は

り

形

が

異

な

る

。

漢

字

は

長

い

間

に

字

源

的

に

は

同

じ

で

あ

つ

て

も

異

な

る

形

に

な

つ
た

り

、

逆

に

宇

源

的

に

は

違

っ

て

い

′ ^

ヌ

女

古

叱

ロヒ

ロ

と

あ

る

。

外

・
女

・
叱

は

に

よ

つ

て

異

な

っ

て

い

て

統

一
さ

れ

て

い

な

い

。
）
し

か

し

叫

も

■

も

字

源

的

に

は

同

じ

で

あ

る

こ

と

、
現

行

の

印

刷

文

字

の

中

に

は

（　
３

）

収
へ
と
突



る

も

の

が

同

一
の

形

に

な

っ

て

い

る

も

の

が

多

数

あ

る

。

漢

宇

に

お

い

て

字

源

の

同

じ

も

の

が

同

一
の

形

と

な

っ

て

他

と

紛

れ

な

け

れ

ば

、

漢

字

の

正

誤

の

判

断

は

単

純

で

明

快

な

も

の

に

な

る

で

あ

ろ

う

が

、

残

念

な

が

ら

そ

う

な

つ

て

は

い

な

い

。

そ

う

で

な

い

以

上

、

現

在

の

漢

字

の

字

体

を

あ

る

が

ま

ま

の

も

の

と

し

て

受

け

入

れ

て

、

漢

字

の

正

誤

の

判

断

に

か

か

わ

る

ポ

イ

ン

ト

と

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

て

は

な

ら

な

い

と

こ

ろ

と

を

、

論

拠

を

明

確

に

示

し

な

が

ら

区

分

け

す

る

し

か

な

四

画

数

と

字

体

漢

字

の

画

数

は

、
　
一
筆

で

書

け

る

点

画

を

一
画

と

数

え

て

、

決

め

ら

れ

る

。

そ

の

画

数

ど

お

り

に

漢

字

を

書

く

の
が

原

則

で

あ

る

。

し

か

し

現

行

の
漢

宇

辞

典

に

は

、
　
一
筆

で

書

け

る

点

画

を

一
画

と

す

る

と

い
う

決

ま

り

に

、
い

く

つ
か

合

わ

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

。
例

え

ば

、

ヽ

廷

（
え

ん

に

ょ

う

）

は

・
／

■
人

と

二

画

で

書

く

の

に

、

日

本

の

辞

典

で

は

三

画

に

し

て

い

る

。

（
現

代

中

国

で

最

も

規

範

的

な

字

典

と

さ

れ

る

『
新

華

宇

典

』

で

は

、

廷

は

二

画

。
）

廷

が

三

画

で

あ

れ

ば

四

画

に

な

る

は

ず

の

及

は

三

画

、

三

画

に

な

る

は

ず

の

乃

（
乃

は

常

用

漢

字

で

は

な

い

が

、

秀

な

ど

の

部

分

と

な

っ

て

い

る

）

は

二

画

で

あ

る

。

漢

字

を

画

数

に

合

わ

せ

て

書

か

な

く

て

は

な

ら

な

い

と

す

る

と

、

た

の

マ
／

と

及

の

■
／

。
乃

の

■
Ｊ

を

書

き

分

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

た

と

え

書

き

分

け

よ

う

と

し

た

と

し

て

も

、

出

来

上

が

っ

た

字

か

ら

は

区

別

は

難

し

い

で

あ

ろ

う

し

、

そ

も

そ

も

廷

を

三

画

で

書

く

必

要

な

ど

全

く

な

い

。

廷

を

三

画

に

数

え

る

と

こ

ろ

に

こ

そ

問

題

が

あ

る

。

ま

た

、

Ｆ

（
こ

ざ

と

へ
ん

。
お

お

ざ

と

）

も

日

本

の

辞

典

で

は

三

画

（
『
新

華

字

典

』

で

は

二

画

）

に

し

て

い

る

が

、

二

画

で

書

く

も

の

で

あ

る

。

『
字

彙

』

（
梅

鷹

維

　

一
六

一
二

年

）

の

凡

例

に

、

Ｐ

（
ふ

し

づ

く

り

）

と

区

別

す

る

た

め

に

Ｆ

を

二

画

に

数

え

た

と

い

う

旨

が

書

か

れ

て

い

る

よ

う

に

、

Ｆ

は

二

画

で

書

く

も

の

で

あ

る

の

に

、

使

宜

的

に

三

画

と

数

え

る

の

で

あ

る

。

そ

の

『
宇

彙

』

の

画

数

が

『
康

熙

字

典

』

（
一

七

一
六

年

）

に

引

き

継

が

れ

、

『
康

熙

字

典

』

を

基

準

に

し

た

日

本

の

漢

字

辞

典

で

は

Ｆ

を

三

画

に

し

て

い

る

。

だ

か

ら

、

ド

を

辞

典

で

は

三

画

に

し

て

あ

る

か

ら

と

い

つ

て

、

三

画

で

書

く

必

要

な

ど

全

く

な

い

。

画

数

と

漢

字

の

字

体

に

つ

い

て

考

え

る

と

き

、

ま

ず

考

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

、

廷

や

Ｆ

の

よ

う

に

辞

典

の

画

数

に

矛

盾

が

あ

る

々
）

と

い

う

点

で

あ

る

。

も

う

一

つ

は

、
「
筆

写

の

楷

書

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

」
と

し

て

、

現

代

で

も

行

わ

れ

て

い

る

書

き

方

の

問

題

で

あ

る

。

例

え

ば

足

が

偏

と

な

っ

て

い

る

距

・
跡

な

ど

の

足

（
あ

し

へ
ん

）

は

七

画

で

あ

っ

て

も

、

‐

ロ

ロ

ロ
ー

ロ
ト

ワ
Ｆ

　
と

六

画

で

書

く

の

が

、

現

代

で

も

普

通

の

書

き

方

で

あ

る

。

常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

・

第

２

明

朝

体

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

に

「
常

用

漢

字

表

で

は

、

個

々

の

漢

字

の

字

体

（
文

字

の

骨

組

み

）

を

、

明

朝

体

の

う

ち

の

一
種

を

例

に

用

い

て

示

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

こ

れ

に

よ

つ

て

筆

写

の

楷

書

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

を

改

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な



い

。
」

（
傍

線

は

筆

者

）

と

あ

る

こ

と

は

前

記

し

た

が

、　
こ

の

Ｉ

を

六

画

で

書

く

よ

う

な

習

慣

は

、

常

用

漢

字

表

で

そ

れ

を

「
改

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

」

と

述

べ

て

い

る

「
筆

写

の

楷

書

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

」

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

以

上

の

二

点

を

踏

ま

え

、

漢

字

を

具

体

的

に

明

示

し

て

考

え

を

述

ベ

よ

い

。

常

用

漢

字

で

は

高

を

要

素

と

し

て

持

つ
璃

・
離

の

二

字

が

そ

れ

に

あ

た

る

。

（
『
新

華

字

典

』

で

は

高

は

十

画

。
）

④

常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①

字

体

に

つ

い

て

の

解

説

・
第

１

明

朝

体

の

デ

ザ

イ

ン

に

つ

い

て

。
４

特

定

の

字

種

に

適

用

さ

れ

る

デ

ザ

イ

ン

差

に

つ

い

て

に

牙

正二
/」

き

ば

と

あ

る

。

牙

は

四

画

で

あ

る

が

、

牙

ヽ
　
　
　
　
　
　
　
ッ
　
　
　
　
　
　
　

，

て

持

つ
常

用

漢

字

の

芽

・
雅

・
邪

で

は

え

る

。　
牙
と

牙

は

デ

ザ

イ

ン

差

で

あ

る

画

の

牙
を

牙

と

四

画

で

一
牙

。

一酪
拝

・

華

字

典

』

で

は

芽

・
雅

・
邪

の

牙

の

部

死
）

も

牙

（
牙
）

と

同

様

と

す

る

。

死

画

だ

が

、

死

を

要

素

と

し

て

持

つ
常

用

体

は

■

に

な

り

五

画

に

数

え

る

。

死

と

る

。

①

で

書

由

は

き

で②

に

数

よ

う

で

も

で

も

（
えヽ

。　
庭

述

の

フ０
。

（
常

る

辞

連

続

体

は

画

で

五 字 に え 瓜 あ 前 く 廷

て

も

よ

い

が

そ

れ

に

あ

た

③

呂

。
高

・
高

（
三

字

と

も

常

用

漢

字

で

は

な

い

）
の

部

首

は

内

（
内

）

で

、

内

（
内

）

は

五

画

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

呂

は

九

画

、

高

は

九

画

、

高

は

十

一
画

。

高

の

内

の

部

分

は

四

画

の

よ

う

に

見

え

る

が

、

内

と

同

じ

と

し

て

五

画

に

数

え

る

。

印

刷

文

字

の

字

体

は

高

と

な

つ

て

い

る

が

、

内

の

部

分

は

五

画

に

数

え

る

の

で

あ

る

か

ら

市

国

と

書

い

て

も

ん

に

ょ

う

）
。
Ｆ

（
こ

ざ

と

へ
ん

。
お

お

ざ

と

）

は

二

画

や

響

な

ど

廷

。
Ｆ

を

要

素

と

し

て

持

つ
漢

字

も

含

む

。

理

通

り

。

日

本

の

漢

字

辞

典

は

建

・
Ｆ

を

二

画

に

改

め

る

ベ

も 瓜 し 典 用

漢

字

で

は

が

多

い

が

て

数

え

る

で

あ

っ

て

よ

い

の

で

常

用

漢

字

る

。

（
『
新

を

要

り

五

雅

・

よ

い

四

画ま

な

い

既

で

な

い

）

の

画

数

は

、

現

行

の

字

体

で

は

六

画

、
『
康

熙

字

典

』

で

は

瓜

の

上

の

部

分

を

ム

の

の

で

五

画

に

し

て

い

る

。

そ

の

関

係

で

現

在

も

五

画

に

数

え

る

辞

典

も

あ

る

。

瓜

は

六

画

あ

る

か

ら

、
／
一ハ

と

書

い

て

も

、
／
パ

と

書

で

は

瓜

を

要

素

と

し

て

持

つ

孤

・
弧

の

二

字

華

宇

典

』

で

は

瓜

の

字

体

は

瓜

で

五

画

。
）

と

考

え

ら

れ

る

の

で

、

慨

・
概

・
既

を

と

書

い

て

（
『
新

華

字

典

』

で

は

慨

・
概

・
既

の

光

の

部

分

の

字

体

は

尭

で

四

画

。
）

⑤

常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

１

明

朝

体

の

デ

ザ

イ

ン

に

つ

い

て

。
４

特

定

の

字

種

に

適

用

さ

れ

る

デ

ザ

イ

ン

差

に

つ

い

て
　
に

静
腎

・

語
甘

ｏ

一拝

．，
と

あ

る

。

ヰ

と

牛

は

デ

ザ

イ

ン

差

で

あ

る

か

ら

、　
四

画

の

ヰ

の

部

分

は

キ

と

三

画

で

書

い

て

も

よ

い

。

常

用

漢

字

で

は

ヰ

を

要

素

と

し

て

持

つ
偉

・
違

。
緯

。
衛

・
韓

。
傑

。
降

・

瞬

・
舞

・
隣

の

十

字

が

そ

れ

に

当

た

る

。

（
『
新

華

字

典

』

で

は

ヰ

の

字

も

よ

い は
Vた

じ
°

邪 画 素
｀ は 兎 キ    司  の  に  と

字 四 ⌒  新 五 数 し

正二
/」

慨

・
概

・
既

、

字

体

は

牙

に

な

の

だ

か

ら

、

芽

。

″
ア
一
　
ル
」
圭
［　
い
　
′、

もヽ

分

の

字

体

は

牙

で

（
常

用

漢

字

で

は

漢

字

の

慨

・
概

・

発

は

デ

ザ

イ

ン

差

`



体

は

全

て

キ

で

三

画

。
）

⑥

常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
①
字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

１

明

朝

体

の

デ

ザ

イ

ン

に

つ

い

て

。
２

点

画

の

組

合

せ

方

に

つ

い

て

。
③
接

触

の

位

置

に

関

す

る

例

に

印

ヽ
・

印

ヽ
と

あ

る

ｃ

印

は

横

画

の

接

触

の

位

置

が

縦

画

の

末

端

に

な

っ

て

も

よ

い

だ

け

で

な

く

印

と

縦

画

を

は

ね

て

書

く

こ

と

も

あ

る

。

印

の

標

準

的

な

筆

順

は

ノ

′‐

‘
‐
／卜

′曰

缶
Ｔ

で

画

数

は

六

画

で

あ

る

が

ダ

～

ケ

角

印

（
三

一

Ｆ

臼

印

‐
）

と

い

う

筆

順

で

五

画

に

書

い

て

も

よ

い

。

（
『
新

華

字

典

』

で

は

印

の

字

体

は

印

で

五

画

。
）

⑦

瓦

は

五

面

で

あ

る

が

二

Ｆ

瓦

瓦

と

四

画

で

書

い

て

も

よ

い

。

瓦

を

要

素

と

し

て

持

つ
瓶

に

も

当

て

は

ま

る

。

（
『
新

華

字

典

』

の

瓦

の

字

体

は

瓦

で

四

画

。
）

③

足

が

偏

の

位

置

に

あ

る

距

・
蹴

・
跡

。
践

。
踪

・
跳

。
踏

。
躍

・

踊

。
路

と

露

は

七

画

の

足

を

７
ル

と

六

画

で

書

い

て

も

よ

い

。
足

・
促

。

捉

の

足

は

七

画

で

書

く

。

⑨

正

が

偏

の

位

置

に

あ

る

政

は

五

画

の

正
を

一

ＴＩ

Ｔ
‐

Ｔ
Ｆ

　

と

四

画

で

書

い

て

も

よ

い

。

症

・
証

・
正

・
征

・
整

の

正

は

五

画

で

書

く

。

⑩

延

・
誕

の

正
は

五

画

で

あ

る

が

、
／

／
１

／
Ｔ

／
Ｌ

と

四

画

で

書

い

て

も

よ

い
。
（『
新

華

字

典

』

の

延

・
誕

の
字

体

は

延

・
涎
で

正
は

四

画

。
）

①

疋

が

偏

の

位

置

に

あ

る

疎

は

五

画

の

子
を

７

７
１

プト

７
Ｆ

と

四

画

で
書

い

て

も

よ

い
。
疑

・
擬

・
凝

・
婿

・
旋

・
礎

の

疋

は

五

画

で

書

く

。

⑫
以
は
五
画
で
あ
る
が
、
レ
い
Ⅳ
ス
　
と
四
画
で
書
い
て
も
よ
い
。

以

を

要

素

と

し

て

持

つ
似

に

も

当

て

は

ま

る

。

（
『
新

華

字

典

』

の

以

の

字

体

は

以

で

四

画

。
）

⑬

止

は

四

画

で

あ

る

が

、

紫

・
雌

・
武

・
賦

の

よ
は

，―

卜
，
ル
レ

と

二

画

で

書

い

て

も

よ

い
。

企

・
肯

。
歳

。
止

・
社

・
歯

・
渋

・
渉

。
捗

・

頻

・
歩

・
齢

。
歴

の

上

は

四

画

で

書

く

。

①

卸

・
御

の
缶

は

七

画

で

あ

る

が

、
ア

ル

な

た
Ｔ

仁
‥
と
レ

と

六

画

で

童
曰

⑮

糾

・
叫

の

■

と

収

の

１

は

宇

源

的

に

は

同

じ

も

の

で

あ

る

が

、　
現

行

の

字

体

（
新

字

体

）

で

は

糾

・
叫

の

斗

は

三

画

で

、

収

の

１

は

二

画

で

あ

る

こ

と

は

前

記

し

た

。

し

か

し

糾

・
叫

の

三

画

の
斗

は

、
Ｌ

‘Ｌ
「

と

二

画

で

書

い

て

も

よ

い
。

た

だ

し

筆

順

は

収

の

―

　
‥ＩИ

と

い

う

筆

順

と

は

異

な

る

。
（『
新

華

字

典

』

で

は

糾

・
叫

。
収

の
字

体

は

刻

・
叫

。

７

牧

で

、

三

字

と

も

１
は

二

画

。
）

お

わ

り

に

昭

和

二

十

四

年

に

当

用

漢

字

字

体

表

が

告

示

さ

れ

、

そ

た

字

体

を

引

き

継

い

で

、

昭

和

五

十

六

年

に

は

常

用

漢

字

れ

て

、

日

本

に

初

め

て

正

字

が

定

ま

る

こ

と

に

な

つ

た

。

表

で

は

九

十

五

字

が

追

加

さ

れ

た

が

、

当

用

漢

字

字

体

表

字

体

が

改

め

ら

れ

た

の

は

一
字

で

、

燈

が

灯

と

な

っ
た

だ

そ

の

後

、

常

用

漢

字

表

は

平

成

二

十

二

年

に

改

定

さ

れ

た

追

加

は

あ

っ
た

も

の

の

字

体

に

変

更

は

な

い

。

現

在

の

日

て

も

よ

い

こ

に

示

さ

れ

表

が

告

示

さ

（
常

用

漢

字

で

示

さ

れ

た

け

で

あ

る

。
）

が

、　
漢

字

の

本

に

お

い

て



は

、

常

用

漢

字

表

に

示

さ

れ

て

い

る

字

体

こ

そ

が

漢

字

の

正

式

な

字

体

で

、

正

字

で

あ

る

。

旧

字

と

か

本

字

と

か

い

わ

れ

る

漢

字

も

、

そ

の

字

体

が

常

用

漢

字

表

に

示

さ

れ

て

い

る

字

体

と

違

っ

て

い

れ

ば

、

正

字

に

対

し

て

は

異

体

字

と

い

え

る

。

異

体

字

は

誤

字

で

は

な

い

が

、

学

校

教

育

で

は

全

く

学

習

す

る

こ

と

は

な

い

か

ら

、

使

用

も

し

な

い

。

そ

の

点

か

ら

も

旧

宇

体

の

雪

は

学

校

教

育

で

は

○

に

は

で

き

な

い

。

事

も

事

の

異

体

字

と

し

て

Ｏ

に

で

き

な

い

。

私

が

こ

の

小

論

で

漢

字

の

正

誤

に

つ

い

て

考

え

を

述

べ

る

こ

と

が

で

た

の

は

、

当

用

漢

字

字

体

表

が

告

示

さ

れ

て

六

十

年

以

上

た

ち

、

日

本

に

正

字

が

定

着

し

た

か

ら

で

あ

る

。

正

字

が

定

ま

ら

な

け

れ

ば

、

正

誤

を

判

断

す

る

基

準

を

示

す

こ

と

は

で

き

な

か

っ
た

。

正

岡

子

規

は

『
墨

汁

一
滴

』

（
明

治

三

十

四

年

）

の

中

で

、

「
字

引

を

し

ら

べ

見

る

に

余

ら

の

書

け

る

楷

書

は

大

半

誤

れ

る

事

を

知

り

た

れ

ば

左

に
　
一　
つ

一
一　
つ

誤

り

や

す

き

一す
を

記

し

て

世

の

誤

を

同

じ

く

す

る

人

に

示

す

」

と

し

て

、

「
達

の

字

の

下

の

処

の

横

画

も

三

本

な

り

、

二

本

に

非

ず

」

と

述

べ

て

い

る

。　
子

規

は

達

を

達

と

書

い

て

い

た

。

夏

日

漱

石

も

『
坊

つ
ち

や

ん

』

（
明

治

二

十

九

年

）

の

原

稿

を

見

る

と

達

を

達

（
４
）

と

書

い

て

い

る

。

明

治

の

終

り

頃

に

は

達

と

書

く

の

が

一
般

的

で

あ

っ

た

の

が

分

か

る

。

現

在

の

視

点

で

見

れ

ば

誤

字

と

な

る

達

も

、

社

会

全

体

に

達

と

い

う

字

体

が

正

字

と

し

て

認

知

さ

れ

て

お

ら

ず

、

多

く

の

人

が

達

と

書

い

て

い

た

明

治

の

時

代

で

は

誤

字

に

は

な

ら

な

い

。

社

会

全

体

に

正

字

の

定

着

が

あ

つ

て

、

は

じ

め

て

正

誤

の

基

準

を

作

る

こ

と

が

で

き

る

。

明

確

な

漢

字

の

正

誤

基

準

が

存

在

し

な

い

ま

ま

に

、

漢

字

の

知

識

を

は

か

る

検

定

の

方

が

先

に

社

会

に

定

着

し

、

漢

字

教

育

の

混

乱

に

拍

車

を

掛

け

て

い

る

今

こ

そ

、

明

確

な

基

準

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

注（
１

）

文

部

省

編

集

『
総

合

当

用

漢

宇

表

（
増

訂

版

）
』

（
文

教

協

会

　

一
九

五

一
年

）

九

五

頁

参

照

『
大

書

源

』

（
二

玄

社

　

一
一
〇

〇

七

年

）

や

江

守

賢

治

著

『
解

説

宇

体

辞

典

』

（
三

省

堂

　

一
九

八

六

年

）

を

参

照

文

化

庁

文

化

部

国

語

課

『
字

体

・
字

形

差

一
覧

』

（
文

化

庁

　

一
九

九

七

年

）

四

六

頁

参

照

「
直

筆

で

読

む

『
坊

つ

ち

や

ん

』
」

（
集

英

社

　

三

〇

〇

七

年

）

六

九

頁

参

照

な

い（

２

）

（

３

）

（

４

）
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