
と

推

短

が

と

し

の

ポ

っ

て

表

さ次

字

の

吐

の

の

漢

に

例

で

あ

そ

の

漢

字

い

う

そ

れ

字

の

く

明

ユ川″
こ

皆

に

の

と

測

さ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

指

針

の

考

え

で

は

二

本

の

横

画

の

長

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

の

は

士

だ

け

で

、

他

の

構

成

要

素

て

「
士

」

を

持

つ
漢

字

二

十

二

字

は

、

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

イ

ン

ト

と

し

な

い

、

言

い

換

え

る

と

活

字

で

は

「
士

」

の

形

に

な

い

る

部

分

を

、

上

の

横

画

を

長

く

下

の

横

画

を

短

く

明

確

に

書

き

な

く

て

も

誤

り

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

に

構

成

要

素

と

し

て

「
土

」

を

持

つ
漢

字

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

漢

中

で

の

「
上

」

の

位

置

が

調

・
寺

。
街

・
坂

・
封

。
怪

・
型

・
圧

・

よ

う

に

様

々

で

あ

り

、
し

か

も

字

数

も

非

常

に

多

く

、
「
つ
ち

へ
ん

」

字

を

含

め

る

と

常

用

漢

字

の

中

に

百

宇

近

く

あ

る

。

そ

の
内

、

オ

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

待

。
調

を

含

め

て

も

十

字

だ

け

る

。
（
Ｑ

４４
に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

寺

は

、
オ

の

例

と

重

複

し

て

い

る

。
）

十

字

と

オ

の

※

１

の

「
横

画

の

長

短

が

問

題

に

さ

れ

な

い

の

は

、

の

右

部

や

上

部

の

狭

い

部

分

に

は

ま

る

よ

う

な

場

合

が

多

い

」

と

説

明

、
そ

れ

に

「
字

形

比

較

表

」
か

ら

推

測

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

だ

け

の

手

掛

り

か

ら

で

は

、

構

成

要

素

と

し

て

「
土

」

を

持

つ
漢

中

で

、

そ

の

「
土

」

の

部

分

の

二

本

の

横

画

の

上

を

短

く

下

を

長

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

指

針

が

考

え

て

い

る

漢

字

ど

の
字

な

の

か

は

よ

く

分

か

ら

な

い
。

の

指

針

が

出

さ

れ

た

こ

と

に

よ

つ

て

、

そ

こ

に

示

さ

れ

た

考

え

が

浸

透

し

て

い

け

ば

、

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

基

準

が

適

切

な

も

な

り

、

個

人

差

も

ほ

と

ん

ど

な

く

な

っ

て

い

く

だ

ろ

う

。

そ

の

こ

こ横卜
χＦ

″
ゴ確構も一不なので味取こヽ

つ素えヽ」るユ″″
で」

と

は

確

か

士

と

土

は

漢

字

の

構

さ

な

け

れ

疑

間

に

明

で

あ

る

。

百

字

近

く

漢

字

を

例

例

に

挙

げ

ろ

う

。　
オ

葉

も

曖

味

と

い

う

意

部

」

と

も

堅

の

よ

う

な

る

と

い

構

成

要

色

々

な

考

素

の

「
上

も

の

で

あ

う

考

え

方

通

用

字

体

必

ず

「
土

指

針

の

大

き

画

の

長

短

の

要

素

と

し

て

な

ら

な

い

の

な

考

え

を

示

成

要

素

と

し

あ

る

の

で

あ

し

て

い

る

と

か

っ

た

の

か

※

１

の

「
漢

、
「漢

字

の

右

か

と

は

思

う

れ

る

。

ま

た

漢

字

の

下

部

こ

と

な

の

か

の

「
土

」

を

方

が

あ

る

こ

は

字

源

的

に

か

ら

、

「
士

」

あ

る

。

そ

れ

部

首

は

「
つ

と

書

か

な

け

か
も
立思
圭
我

違

い

に

の

「
土

だ

ろ

う

し

て

い

て

「
土

る

。　
指

こ

ろ

も

。　
　

，つ
　
つ

字

の

右

部

の

狭

が

、
「漢

漢

字

の

に

「
土

、
「
つ
ち

ど

う

書

と

は

想

は

士

で

の

よ

う

に

対

し

ち

」

で

れ

ば

な

で

あ

り

、

貢

献

で

あ

る

。

し

か

し

、

よ

っ

て

別

の

字

に

な

る

の

だ

か

ら

、

」

も

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

か

、

と

い

っ
た

誰

も

が

懐

き

そ

う

な

な

い

こ

と

は

、

指

針

の

大

き

な

欠

陥

」

を

持

つ
漢

字

は

常

用

漢

字

の

中

に

針

の

第

２

章

・
３

、

４

に

は

多

数

の

あ

る

の

に

、

な

ぜ

わ

ず

か

十

字

し

か

と

例

示

を

増

や

す

べ

き

で

あ

っ
た

だ

部

や

上

部

の

狭

い

部

分

」

と

い

う

言

い

部

分

や

漢

字

の

上

部

の

狭

い

部

分

」

字

の

上

部

の

狭

い

部

分

や

漢

字

の

右

下

部

と

は

書

か

れ

て

い

な

い

か

ら

、

」

が

あ

る

場

合

に

は

長

短

が

問

題

に

へ
ん

」
の

こ

と

に

も

触

れ

て

い

な

い

。

き

表

す

べ

き

な

の

か

、

こ

の

こ

と

に

像

で

き

る

。

例

え

ば

、

在

の

構

成

要

あ

つ
た

も

の

が

「
土

」

に

変

化

し

た

に

書

い

て

も

誤

り

と

は

し

な

い

と

い

、

在

に

字

形

の

似

て

い

る

圧

は

屋

の

あ

る

か

ら

、

構

成

要

素

の

「
土

」

は

ら

な

い
。

在

も

字

源

は

ど

う

あ

れ

現



〈
「
の

そ

う

と

い

か

ら

批

判

が

明

ま

に
一　
の

わ

れ

と

思ユ剛

な

る

え

を

ち

ヘ

横

画

の
横

（
指

中

に

る

待

部

や
「
土

な

い

ノ
＼

ｃ

書

く

。
　
だ

え

に

指

針

の

ま

と

は

不

統

と

思

っ

た

心

に

て

考

（
「　
つ

ま

、

に

上

字

の

て

い

の

右

字

の

例

示

活

字

の

字

形

で

は

「
土

」

な

の

だ

か

ら

、

必

ず

「
土

」

と

書

す

る

と

在

の

「
土

」

も

圧

の

「
土

」

も

共

に

必

ず

「
土

」

と

う

こ

と

で

理

解

し

や

す

い

、

と

い

う

よ

う

な

考

え

方

も

あ

る

指

針

が

そ

の

一
方

の

考

え

方

を

示

し

た

と

し

て

も

、

そ

の

考

的

な

意

見

が

出

さ

れ

る

こ

と

は

当

然

あ

り

得

る

。

し

か

し

、

確

な

考

え

方

を

示

さ

な

け

れ

ば

、

そ

の

異

な

る

考

え

方

は

そ

放

置

さ

れ

、

そ

こ

に

必

ず

問

題

が

生

じ

、

混

乱

が

収

ま

る

こ

。

指

針

の

目

的

が

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

基

準

の

混

乱

・

是

正

に

あ

る

の

だ

か

ら

、

指

針

は

考

え

う

る

中

で

最

も

妥

当

る

考

え

方

を

示

し

て

、

そ

こ

に

も

つ
と

踏

み

込

む

べ

き

で

あ

う

。

曖

味

に

し

た

こ

と

は

実

に

残

念

で

あ

る

。

述

の

よ

う

に

指

針

に

は

手

掛

り

が

乏

し

い

の

で

、

私

見

が

中

け

れ

ど

も

、

構

成

要

素

と

し

て

「
土

」

を

持

つ
漢

字

に

つ

い

述

べ

る

。

ま

ず

「
土

」

が

漢

字

の

左

部

に

あ

る

坂

・
場

な

ど

ん

」
の
漢

字

、
常

用

漢

字

に

は

三

十

字

ほ

ど

あ

る

）
の

「
土

」

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

、

つ
ま

り

明

確

画

を

短

く

下

の

横

画

を

長

く

書

か

な

く

て

も

誤

り

と

は

し

な

針

は

「
つ
ち

へ
ん

」

の

漢

字

を

構

成

要

素

「
土

」

を

持

つ
漢

も

入

れ

て

い

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。
）
次

に

、
オ

に

例

示

さ

れ

。
調

・
捨

。
週

・
遠

、

寺

・
街

・
等

・
周

・
園

な

ど

「
漢

字

上

部

の

狭

い

部

分

」

に

「
土

」

が

は

ま

っ

て

い

る

よ

う

な

漢

」
は

、
横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。
（

さ

れ

て

い

る

宇

か

ら

考

え

る

と

、

「
漢

字

の
右

部

や

上

部

の
狭

い
部

分

」

は

、
「
漢

字

の
右

部

の
狭

い
部

分

や

漢

字

の
上

部

の
狭

い
部

分

」
と

い
う

意

味

か

と

思

わ

れ

る

ｃ

寺

は

、

第

２
章

・
４

・
田

・
ア

「
複

数

の
横

画

を

有

す

る

漢

字

に

お

け

る

、

横

画

の
長

短

に

関

す

る

も

の
」

の
と

こ

ろ

に

は

、

手

書

き

の

上
寸

と

い
う

字

形

が

示

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

オ

に

例

示

さ

れ

て

い

る

十

字

の
構

成

要

素

の

「
土

」

は

字

源

的

に

は

全

て

上

で

は

な

い
。
）
指

針

に

は

全

く

例

に

挙

げ

ら

れ

て

い
な

い
が

、
煙

・
径

・
陸

。

佳

・
握

。
粧

・
座

な

ど

「
土

」

が

漢

字

の
右

下

部

に

あ

る

字

（
佳

は

右

上

部

に

も

あ

る

）

の

「
土

」

は

横

画

を

正

誤

判

断

の
ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い
。

（
こ

こ

に

挙

げ

た

七

字

の
中

で

、
座

の

「
土

」
だ

け

が

字

源

的

に

は

土

で

あ

り

、
「
字

形

比

較

表

」
に

は

て

い

る

。

座

は

第

２

章

。
４

・
０

。
ア

の

「
そ

の

他

」

の

と

こ

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

粧

の

「
土

」

は

字

源

的

に

は

る

。

佳

の

右

部

の

「
圭

」

は

、

そ

れ

が

漢

字

の

中

央

に

あ

る

街

は

、
下

の

「
土

」
が

「
ナ

」
の

よ

う

な

形

に

な

っ

て

い

る

活

字

が

封

の

左

下

部

も

同

様

で

あ

る

が

、

封

の

左

部

の

「
圭

」

は

字

源

圭

で

は

な

い
。
）
漢

字

の

左

下

部

に

「
土

」
が

あ

る

致

。
毀

・
封

な

「
土

」
の

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い
。
（

「
つ
ち

へ
ん

」

を

構

成

要

素

「
土

」

と

考

え

て

い

な

い

よ

う

で

ら

、

こ

の

左

下

部

の

「
ナ

」

も

「
土

」

と

は

考

え

て

い

な

い

と

る

。
）

漢

字

の

下

部

（
脚

の

位

置

）

に

「
土

」

が

あ

る

字

、

常

用

は

基

・
型

・
堅

。
墾

・
塞

・
塾

・
塑

。
堕

・
墜

・
塗

・
堂

・
壁

座

、及
と

い

う

字

形

が

示

さ

れ

２

`漢 思 あ 指 ど 的 多 な 士 ろ

に

例
一
／

で

あ

ど

で

こ

ま

ま
）
、

針

は

る

か

Ｄ

　

Ｌ

ユ
イ

↓
κ

字

で

墓

・



墨

。
塁

の

十

五

字

は

、
「
土

」

の

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

す

る

。

つ
ま

り

、

脚

の

位

置

に

「
土

」

が

あ

る

と

そ

の

形

が

は

っ
き

り

す

る

の

で

、

明

確

に

「
土

」

の

横

画

の

上

を

短

く

下

を

長

く

書

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の

十

五

字

は

全

て

、

基

は

其

（
音

符

）

＋

土

、

型

は

刑

（
音

符

）

十

土

、

堅

は

取

（
音

符

）

＋

土

と

い

う

よ

う

に

、

■

（
音

符

）

十

土

（
意

符

）

の

形

声

文

字

で

あ

る

。

た

だ

し

至

は

下

部

に

「
土

」

が

あ

る

が

、

形

声

文

字

で

は

な

く

、

矢

を

下

向

き

に

し

た

も

の

に

横

線

を

加

え

、

矢

が

地

面

に

到

達

し

た

状

態

を

表

す

指

事

文

字

で

あ

り

、

下

部

の

「
一
」

が

地

面

、

そ

れ

以

外

が

下

向

き

の

矢

の

部

分

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

至

の

「
土

」

は

字

源

的

に

上

で

は

な

い

の

で

、

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い
。
「
至

」
が

音

符

と

な

っ

て

い

る

形

声

文

字

の

室

・
窒

も

「
土

」

の

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

も

う

一
字

、

茎

も

「
土

」

の

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。
茎

は

童

の

通

用

宇

体

で

、
「
土

」
は

字

源

的

に

は

上

で

は

な

い
。

茎

の

「
蚤

」

は

形

声

文

字

で

あ

る

径

。
経

・
軽

な

ど

の

音

符

と

な

っ

て

い

る

。
以

上

を

ま

と

め

る

と

下

部

（
脚

の

位

置

）

に

「
土

」

の

あ

る

常

用

漢

字

は

十

九

字

あ

る

が

、

そ

の

内

の

至

・
室

・

窒

・
茎

の

四

宇

だ

け

は

、
「
土

」

の
横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

（
型

は

、

第

２

章

。
４

・
田
１

ア

の

「
そ

の

他

」

に

例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、
「
士

」

と

「
土

」

に

つ

い

て

は

そ

れ

だ

け

を

独

立

さ

せ

て

オ

で

説

明

し

て

い

る

し

、

「
そ

の

他

」

に

は

形

や

研

も

挙

げ

ら

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

構

成

要

素

「
土

」

の

部

分

で

は

て

よ

い

に

例

と

形

が

示

る
　
「
土

社

の

四

を

述

ベ

横

画

の

似

て

い

も

横

画

て

は

違

に

吐

と

二

字

だ

二

字

と

は
　
「
土

様

に

考

の

ポ

イ

な

い

漢

ら

指

針

が

音

符

の
　
「
士

こ

と

は

、

一
升

」

し

て

挙

挙

げ

ら

て

い

る

持

つ
漢

け

は

説

、
在

の

を

正

誤

様

に

考

短

を

正

考

え

方

あ

る

が

、　
吐

は

が

音

符

音

符

で

、　
吐

と

に

す

る

の
芋

・

一上　
　
（
立
日

声

文

字

横

画

の

で

き

な

な例しさ」字る長てのつ社十
′

も」えヽン字ユ
月
″の」首

ノ
＼

・
どてしルイをだ・ど短同長たでで二

■
Ш

ユ
川″て

Ｉ
Ｐ」ノ

′
／π万の工日

の

部

分

の

二

本

の

横

画

の

長

短

を

問

題

に

し

な

く

げ

ら

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

至

も

同

じ

く

ア

れ

、
「
字

形

比

較

表

」
に

は

至

一宜

ご

こ

こ

ま

で

の

分

類

で

常

用

漢

字

に

百

字

近

く

字

を

ほ

ぼ

説

明

で

き

た

が

、

ま

だ

在

。
圧

・
吐

明

か

ら

漏

れ

て

い

る

。

こ

の

四

字

に

つ

い

て

考

「
土

」

は

字

源

的

に

は

士

で

あ

る

の

で

、

「
土

」

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

圧

は

在

と

字

形

え

た

方

が

分

か

り

や

す

い

と

思

う

の

で

、
圧

の
「

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

在

と

圧

に

つ

も

あ

る

と

は

思

う

が

、

私

は

こ

う

考

え

た

い

。

、
「
土

」
が

右

部

に

あ

る

の

は

常

用

漢

字

で

は

こ

土

（
音

符

）

＋

口
、

社

は

土

（
音

符

）

十

ネ

で

の

形

声

文

字

で

あ

る

。

社

は

現

在

の

音

読

み

か

あ

る

こ

と

は

分

か

り

に

く

い

け

れ

ど

も

、

吐

と

社

の

二

字

の

「
土

」

は

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

。

こ

の
考

え

方

は

「
Ｈ

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

宇

・
越

で

示

し

た

考

え

方

と

同

じ

で

あ

る

。

だ

符

）

十

人

（
意

符

）

の

形

声

文

字

で

あ

る

仕

（

は

常

用

漢

字

で

は

こ

の

仕

の

一
字

だ

け

で

あ

る

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

と

し

い

。

以

上

で

「
士

」
「
土

」

に

つ

い

て

の

説

明

は

と

い

う

字あえゝのユ
刀土

」

次ヽ
ン
　

，

σ

　

、Ｃ

ら同断らユ
月
″士）た終



わ

る次

え

る

除

い

五

字

に

対

と

ん

の

妃

わ

る

い

よ

※

１

立
日
　
た
こ

長

短

が

あ

圭
日
い

て

書

と

未

を

正

こ

れ

示

しそ

要

素

に

構

成

要

素

と

し

て

「
末

」

と

「
未

」

を

持

つ
漢

字

に

つ

い

て

考

。

「
末

」

と

「
未

」

を

構

成

要

素

と

し

て

持

つ
漢

字

は

、

末

。
未

を

て

常

用

漢

字

に

は

抹

・
味

・
魅

・
妹

・
味

の

五

字

が

あ

る

。

こ

の

は

全

て

「
末

」

「
未

」

が

音

符

の

形

声

文

字

で

あ

り

、

そ

の

上

、

抹

し

て

は

抹

、

味

に

は

味

、

妹

に

は

妹

、

味

に

は

味

の

よ

う

に

、

ほ

ど

見

か

け

な

い
字

で

あ

る

け

れ

ど

も

（
学

校

教

育

で

は

夏

の

架

王

の

名

・
妹

喜

で

妹

を

見

か

け

る

程

度

か

）
、
横

画

の

長

短

が

入

れ

替

と

別

字

に

な

る

漢

字

が

存

在

す

る

。
（魅

と

い

う

漢

字

は

存

在

し

な

う

で

あ

る

。
）
指

針

に

は

前

述

の

と

お

り

第

２

章

・
４

・
０

。
オ

の

に

「
構

成

要

素

と

し

て

の

『
末

』

と

『
未

』

は

、

音

符

（
漢

字

の

表

す

部

分

）

と

な

っ

て

い

る

ケ

ー

ス

が

多

い

こ

と

な

ど

の

た

め

、

が

入

れ

替

わ

る

よ

う

に

書

か

れ

る

こ

と

が

少

な

い

」

と

い

う

記

述

る

が

、
「
書

か

れ

る

こ

と

が

少

な

い

」
か

ら

、
長

短

を

入

れ

替

え

て

た

ら

誤

り

と

な

る

の

か

、
「
少

な

い

」
け

れ

ど

も

長

短

を

入

れ

替

え

い

て

も

よ

い

の

か

、

こ

の

表

現

で

は

は

っ
き

り

し

な

い

。

私

は

末

は

当

然

と

し

て

、

抹

。
味

・
魅

。
妹

。
味

の

五

字

も

横

画

の

長

短

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

す

る

べ

き

で

あ

る

と

考

え

る

。

理

由

は

、

も

「
［

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

」

の

芋

・
宇

・
越

で

た

と

お

り

で

あ

る

。

の

他

に

、

壬

と

王

は

横

画

の

長

短

で

識

別

さ

れ

て

い

た

が

、

構

成

と

し

て

の

「
王

」
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

一
王

」

に

変

化

り

し

て

、

常

用

漢

字

に

は

「
王

」

の

形

は

残

っ

て

い

な

い

。

そ

こ

と

王

（
二

字

と

も

常

用

漢

字

で

は

な

い

）

だ

け

は

横

画

の

長

短

を

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

、

常

用

漢

字

の

任

・
妊

・
廷

・
淫

な

ど

は

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

に

し

な

い

。

字

源

的

に

は

妊

の

「
壬

」

は

壬

、

廷

・
涯

の

「
壬

」

は

工

で

あ

る

。

口

画

数

と

字

体

漢

字

は

辞

書

で

示

さ

れ

た

画

数

ど

お

り

に

書

く

の

が

原

則

で

あ

（
常

用

漢

字

表

に

は

画

数

が

示

さ

れ

て

い

な

い

。
）
し

か

し

、
廷

（

に

よ

う

）

や

Ｆ

（
こ

ざ

と

へ
ん

。
お

お

ざ

と

）

は

二

画

で

書

く

の

辞

書

で

は

三

画

と

な

つ

て

い

て

、

辞

書

で

の

画

数

と

手

書

き

の

画

一
致

し

な

い

漢

字

が

あ

る

と

い

う

問

題

が

あ

る

。

も

う

一

つ
、

常

字

表

の
①

宇

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

２

に

「
改

訂

常

用

漢

字

表

で

個

々

の

漢

字

の
字

体

（
文

字

の

骨

組

み

）

を

、

明

朝

体

の

う

ち

の

を

例

に

用

い

て

示

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

こ

れ

に

よ

つ

て

筆

写

の

に

お

け

る

書

き

方

の

習

慣

を

改

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

」

る

が

、

そ

の

改

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

「
筆

写

の

楷

書

に

る

書

き

方

の

習

慣

」

を

、

画

数

と

の

関

連

で

ど

う

考

え

る

か

と

い

題

が

あ

る

。
　
一
例

を

挙

げ

る

と

、

１

（
あ

し

へ
ん

）

は

七

画

で

あ

れ

ど

も

、

楷

書

で

も

‐

口

〕

甲
‐
ロ
ー

甲
ル
　
と

六

画

日

と

七

画

目

け

て

書

い

て

、

六

画

で

書

く

習

慣

が

あ

る

。

そ

う

書

く

こ

と

は

改

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

書

き

方

の

習

慣

と

言

え

る

の

か

、

言

い

換 め を る う お と 楷 一 は 用 数 に え る   任 全 正 で し

た壬誤てんユ
川
″

実
、
ャ

　

争
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日
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ノ
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る

と

る

。

指

と

柿

え

て
「
高

に

示

上

げヽ
ノ汽

［）

用

漢
一
般

っ

た

使

い

な

い

が

三

た

め

を

定

に

改

ゴ

、

書

か

と

い

六

画

そ

う

書

い

て

も

誤

り

で

は

な

い

と

言

え

る

の

か

と

い

う

問

題

で

あ

針

で

は

第

３

章

の

Ｑ

５１
で

「
牙

」
、
Ｑ

５２
で

衷

、
Ｑ

５３
で

柿

（
か

き

）

（
こ

け

ら

）

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。　
Ｑ

５４
で

は

「
２

画

に

見

も

１

画

と

み

な

す

」

印

刷

文

字

に

お

け

る

デ

ザ

イ

ン

上

の

表

現

と

」
に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。
そ

れ

ら

の

説

明

と

「
字

形

比

較

表

」

さ

れ

て

い

る

字

形

を

基

に

、

問

題

と

な

る

漢

字

を

一

つ

一

つ
取

り

て

説

明

す

る

。

廷

。
Ｆ

は

二

画

で

書

い

て

よ

い

。
三

画

で

書

く

必

要

は

な

い

。

「
常

字

表

で

は

画

数

や

筆

順

を

定

め

て

い

な

い

が

、

説

明

に

お

い

て

、

に

広

く

用

い

ら

れ

て

い

る

画

数

や

筆

順

に

従

い

、
『
○

画

目

』
と

い

言

い
方

等

を

便

宜

的

に

用

い

る

場

合

が

あ

る

」
（指

針

の

見

方

及

び

方

）
と

あ

る

通

り

、
「
○

画

目

」
と

い

う

言

い

方

で

し

か

説

明

で

き

こ

と

が

あ

り

、

廷

が

三

画

で

あ

れ

ば

当

然

四

画

に

な

る

は

ず

の

及

画

で

あ

る

な

ど

と

い

う

矛

盾

も

起

こ

る

の

だ

か

ら

、

漢

宇

教

育

の

に

も

、

今

後

改

定

す

る

際

に

は

常

用

漢

宇

表

で

矛

盾

の

な

い

画

数

め

て

ほ

し

い

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

画

数

を

矛

盾

の

な

い

も

の

め

て

も

、

そ

れ

で

矛

盾

が

全

て

な

く

な

る

わ

け

で

は

な

い
。

例

え

漢

字

を

画

数

ど

お

り

に

書

か

な

か

っ
た

と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

が

れ

た

字

か

ら

見

て

取

れ

な

け

れ

ば

、

誤

り

（
×
）

に

は

な

ら

な

い

う

矛

盾

は

残

る

。

臣

は

七

画

で

あ

る

が

、

一

Ｔ

巧
二
Ｉ

Ｉ
Ｉ
臣

と

で

書

い

て

も

、

そ

の

六

画

で

書

い

た

西
医

と

い

う

字

が

七

画

で

書

い
た

Ｅ
」
と
い
う
字
と
見
分
け
が
で
き
ず
、
紛
れ
も
な
く
臣
と
読
め
る

の

で

あ

れ

ば

、

×
に

は

で

き

な

い
。

ほ

と

ん

ど

の

場

合

、

漢

字

を

書

く

過

程

ま

で

は

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

か

ら

、
漢

字

は

書

か

れ

た

（
で

き

あ

が

つ
た

）

字

形

か

ら

正

誤

を

判

断

す

る

す

る

し

か

な

い

。

②

こ

れ

も

辞

書

で

の

画

数

と

手

書

き

の

画

数

が

一
致

し

な

い

漢

字

で

あ

る

。
「高

」
は

辞

書

で

は

十

一
画

で

ム

の

部

分

を

三

画

に

数

え

る

が

、

手

書

き

で

は

一
般

的

に

ム

の

部

分

は

二

画

で

書

く

。
こ

れ

に

つ

い

て

は

、

Ｑ

５４
で

「
『
―
ハ

』

の

よ

う

に

書

い

て

も

誤

り

で

あ

る

と

は

言

え

な

い

も

の

の

、
『
離

』

や

『
璃

』

で

は

、
『
ム

』

の

形

で

手

書

き

す

る

と

覚

え

て

お

き

ま

し

ょ

う

」

と

説

明

し

て

い

る

。

「
瓜

」

は

六

画

と

す

る

辞

書

が

多

い

が

、
『
康

熙

字

典

』

で

五

画

（
ム

の

部

分

を

二

画

に

数

え

る

）

と

な

つ

て

い

た

の

で

、

現

在

で

も

五

画

に

お

一
一′

）

し

て

い

る

辞

書

が

あ

る

。
「
瓜

」
を

構

成

要

素

と

し

て

持

つ
常

用

漢

字

は

孤

・
弧

の

二

字

で

あ

る

が

、

指

針

に

は

「
瓜

」

の

説

明

は

全

く

な

く

、

「
字

形

比

較

表

」

に

孤

菰

、
汲

換

と

い

ｉ

」

の

部

分

を

六

画

で

書

い

た

字

形

が

示

さ

れ

て

い

る

だ

け

で

あ

る

。

そ

の

こ

と

か

ら

指

針

で

は

「
瓜

」

を

バ
Ａ
．

と

五

画

で

書

く

こ

と

は

認

め

て

い

な

い

、

誤

り

と

考

え

て

い

る

と

推

測

で

き

る

。

（
「
例

と

し

て

掲

げ

た

手

書

き

文

字

の
字

形

は

、

飽

く

ま

で

も

そ

の

漢

宇

に

お

い

て

実

現

し

得

る

字

形

の

ご

く

一
部

で

あ

り

、
標

準

の

字

形

と

し

て

示

す

も

の

で

は

な

い

」
（
字

形

比

較

表

・
表

の

各

欄

に

つ

い

て

）
と

あ

る

の

で

、

「
字

形

比

較

表

」

に

例

示

さ

れ

て

い

な

い

書

き

方

を

、

必

ず

し

も

否

定

し

て

い

る

の

で

は

な

い

と



も

考

え

書

い

た

な

い

と

③

Ｑ

い

い

し

構

成

要

二

字

が

い

た

字

は

牙

の

デ

ザ

イ

ま

た

用

漢

字

三

字

で

四

画

で

④

違

い

て

も

違

・
緯

傑

の

三

を

三

画

表

」

に

は

十

字

い

て

も

瓜

。
人

マ
ー
「
Ｙ
　
　

　
　

　
　

『ビ
，

マ

を

五

画

で

認

め

て

い

考

え

る

。
）

書

い

て

も

も

よ

い

。

雅

。
邪

の

四

画

で

書

刷

文

字

で

用

さ

れ

る

な

る

。　
常

概

・
既

の

を

死

と

三

画

で

書

は

、　
偉

・

違

・
韓

・

と

「
ヰ

」

ら

れ

る

が

、

の

よ

う

に

一
瓜

」

の

部

分

字

形

が

示

さ

れ

て

い

な

い

の

で

、

そ

う

書

く

こ

と

を

考

え

て

お

く

。

他

の

構

成

要

素

に

つ

い

て

も

同

様

に

５１
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
牙
を
工
４
と
五
画
で

、

芽

の
構

成

要

素

「
牙

」

を

４
４

と

四

画

で

書

い

て

素

と

し

て

「
牙

」

を

持

つ
常

用

漢

字

は

、

芽

の
他

に

あ

り

、
「
字

形

比

較

表

」

に

売
脇

・

一椰
〕
と

「
牙

一
を

一ム
／
、　
　
　
　

ノ́
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

形

も

示

さ

れ

て

い

る

。

（
「
牙

」

と

い

う

宇

形

は

、

印

他

に

用

い

る

こ

と

は

で

き

な

い

「
特

定

の

字

種

に

適

ン

」

で

あ

る

。
）

構

成

要

素

「
死

」

は

率
ん

と

四

画

で

書

く

と

誤

り

に

で

「
発

」

を

構

成

要

素

と

し

て

持

つ
漢

字

は

、

慨

。

あ

る

が

、
三

字

と

も

「
宇

形

比

較

表

」
に

「
死

」
の

部

分

書

い

た

字

形

は

示

さ

れ

て

い

な

い
。

や

傑

の

構

成

要

素

「
ヰ

」

は

四

画

で

あ

る

が

、
本
‐
と

よ

い

。

構

成

要

素

と

し

て

「
ヰ

」

を

持

つ
常

用

漢

字

・
衛

・
韓

・
傑

・
降

・
瞬

・
舞

・
隣

の

十

字

で

あ

り

、

　́

　

　

　

・
　

・
　

　

　

Ｆ

Ｅ

ヽ

字

に

つ

い

て

は

「
字

形

比

較

表

」
に

執
一薯
一
・

場
碑

・
渤
笥

で

書

い

た

宇

形

も

示

さ

れ

て

い

る

。

他

の

七

字

は

「
字

形

比

較

「
ヰ

」

を

三

画

で

書

い

た

字

形

は

示

さ

れ

て

い

な

い

が

、

「
ヰ

」

に

共

通

す

る

構

成

要

素

な

の

で

あ

る

か

ら

、
「
ヰ

」
を

三

画

で

書

よ

い

と

考

え

ら

れ

る

ｃ

（
「
牛

」

と

い

う

字

形

は

、

印

刷

文

字

で

か

た

は

韓

の

他

に

用

い

る

こ

と

は

で

き

な

い

「
特

定

の
字

種

に

適

用

さ

れ

る

デ

ザ

イ

ン

」

で

あ

る

ｃ
）

⑤

「
以

」

は

五

画

で

あ

る

が

、
原

と

四

画

で

書

い

て

も

よ

い
。

構

成

要

素

と

し

て

一
以

」

「
宇

形

比

較

表

」

に

を

持

つ
常

用

漢

字

は

、

′

ノヽ、

以

。
似

の

二

字

で

あ

り

、

を

四

画

で

書

い

た

字

形

も

フ下

さ

れ

て

い

る

⑥

「
瓦

」

は

五

画

で

あ

る

が

、
万
円
と

四

画

で

書

い

て

も

よ

い
。

構

成

要

素

と

し

て

「
瓦

」

を

持

つ
常

用

漢

字

は

、

瓦

。
瓶

の

二

字

で

あ

り

、

一九

・
　

）れ

，と

「
瓦

」

を

四

画

で

書

い

た

字

形

も

「
字

形

比

較

表

」

に

⑦

糾

。
叫

の

構

成

要

素

「
斗

」

は

三

画

で

あ

る

が

、
ュ
ー
と

二

画

で

書

い

て

も

よ

い

。

構

成

要

素

と

し

て

「
斗

」

を

持

つ
常

用

漢

字

は

、

糾

・

叫

の

二

字

で

あ

り

、

叫

は

「
字

形

比

較

表

」

に

滅
「

と

「
斗

」

を

二

画

で

書

い

た

字

形

も

示

さ

れ

て

い

る

。

糾

に

つ

い

て

は

「
斗

」

を

二

画

で

書

い

た

字

形

は

示

さ

れ

て

い

な

い

が

、
「
斗

」
は

叫

と

共

通

す

る

構

成

要

素

で

あ

る

か

ら

、

糾

の

「
４

」

も

二

画

で

書

い

て

も

よ

い

と

考

え

ら

れ

る

。

（
「
明

朝

体

に

お

い

て

、
『
収

』

の

『
１

』

の

部

分

は

、
『
叫

』
、
『
糾

』

な

ど

の

右

側

部

分

と

形

が

似

て

い

る

た

め

３

画

で

あ

る

と

誤

解

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

が

、

２

画

で

あ

る

。
」

（
第

２

章

・
３

・
０

。
ウ

の

※

）

と

あ

る

と

お

り

、
糾

・
叫

の

「
斗

」
は

三

画

、
収

の

「
１

」
は

二

画

で

あ

る

。

だ

が

「
斗

」
と

「
１

」
は

字

源

的

に

は

同

じ

も

の

で

あ

り

、

旧

字

体

で

は

共

に

二

画

で

あ

つ
た

。

そ

れ

が

通

用

字

体

で

形

が

微

妙

に

異

な

る

も

の

フ]｀

さ

れ

て

い

る

ン

るソ人

と
　
一
以

」

6



と

な

り

、

画

数

も

違

う

も

の

に

な

っ
た

。

な

お

、

収

は

第

２

章

。
４

・

０

。
ア

「
点

画

が

交

わ

る

よ

う

に

書

く

こ

と

も

、

交

わ

ら

な

い

よ

う

に

書

く

こ

と

も

あ

る

も

の

」

の

「
そ

の

他

」

に

例

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

で

、

品
体

の

よ

う

に

一
画

目

の

縦

画

と

二

画

目

が

交

わ

る

よ

う

に

書

い

て

も

よ

い
。
）

③

「
屁

」
が

左

部

（
偏

の

位

置

）

に

あ

る

距

。
跡

な

ど

と

露

の

「
ユ

」

を

甲
レ

と

六

画

で

書

く

こ

と

、

政

の

「
正
」

を

ル

と

四

画

で

書

く

こ

と

、

疎

の

「
子

」

を

７
レ

と

四

画

で

書

く

こ

と

、

卸

。
御

の

「
缶

」

を

年
Ｆ

と

六

画

で

書

く

こ

と

、

延

・
誕

の

「
正
」

を

イ
Ｌ

と

四

画

で

書

く

こ

と

、
紫

・
雌

・
武

。
賦

の

「
止

」
を

上
レ

と

三

画

で

書

く

こ

と

、

お

よ

び

印

の

「
Ｆ

」
を

／レ

（
一レ

）
と

三

画

で

書

く

こ

と

は

誤

り

と

な

る

。

い

ず

れ

も

「
字

形

比

較

表

」

に

そ

の

よ

う

に

書

い

た

宇

形

は

示

さ

れ

て

い

な

い

。

（
印

は

「
字

形

比

較

表

」
に
　

痺́
―

と

い

う

字

形

が

示

さ

れ

て

い

る

。

三

画

で

書

い

て

い

る

よ

う

に

見

え

な

い

こ

と

も

な

い

が

、

四

画

で

書

い

て

い

る

と

取

っ

て

お

く

。
）

以

上

で

、

辞

書

に

示

さ

れ

て

い

る

画

数

と

手

書

き

の

画

数

が

一
致

し

な

い

漢

字

、

辞

書

の

画

数

よ

り

一
画

少

な

く

な

る

書

き

方

も

あ

る

漢

字

に

つ

い

て

の

説

明

を

終

わ

る

。

前

述

し

た

よ

う

に

「
字

形

比

較

表

」

に

字

形

が

示

さ

れ

て

い

な

い

も

の

は

誤

り

と

判

断

し

た

が

、

な

ぜ

「
牙

」

を

江
′１

と
書

く

こ
と

は

よ

く

て
、
「
死
」
を

犀
ん

と
書

く

と

誤

り

に
な

る

の
か

（
中

国

で
は

「
牙
」
は

「
牙
」
、
「
死
」
は

「
死
」
と

い
う

字

体

で
四

画

で

あ

る

）
、
認

め

る

も

の

と

認

め

な

い

も

の

と

を

ど

う

い

う

基

準

で

決

め

た

の

か

は

全

く

分

か

ら

な

い
。

そ

の

説

明

が

指

針

に

は

な

い
。

な

お

私

は

こ

こ

に

示

し

た

書

き

方

は

全

て

認

め

て

よ

い

と

考

え

て

い

る

。

お

わ

り

に

３

立早

・　
Ｑ

す

こ

と

の

、

丁

寧

に

応

じ

て

、

と

を

十

分

こ

と

が

Ｑ

の

一
点

一

な

い

こ

と

れ

る

場

合

木

と

い

う

の

書

い

た

と

評

価

す

、

そ

れ

は

価

（
正

誤

も

、　
中

学

、

小

学

校

こ

と

は

あ

小

学

校

段

書

写

の

能

導

な

ど

も

た

字

形

に

え

る

必

要

の

と

こ

ろ

寧

に

書

く

。

し

か

し

」

と

い

う

画

を

と

め

う

字

の

縦

が

あ

っ

て

は

な

ら

な

全

く

別

の

校

。
大

学

は

別

の

基

い

。　
木

と

常

生

活

や

る

た

め

、

り

、　
指

導

が

行

わ

れ

」

と

あ

る

し

述

べ

ら

で

あ

る

こ

字

形

に

沿

え

ば

教

科

に

指

導

し

が

つ

い

て

う

よ

う

な

る

。　
丁

寧

。

正

誤

の

で

も

共

通

る

場

合

も

針

で

も

認

五

第

生

か
一
画

況

に

る

こ

同

じ

文

字

で

も

行

わ

り

に

児

童

誤

り

た

ら

と

評

校

で

っ

て

い

う

ｒＯ

´
一
　

「

９
“
―

で

き

る

書

く

指

指

導

し

に

踏

ま

ｒЭ

∫
へ

‘
ト

２

じ

夕

画

を

丁

で

あ

る

も

あ

る

字

の

縦

木

と

い

る

こ

と

あ

っ

て

）

と

は

校

・
高

段

階

で

り

得

な

で

は

、

を

育

成

わ

れ

て

っ

た

評

あ

り

ま

も

繰

り

導

が

大

指

導

し

と

が

、

書

く

よ

に

は

ね

よ

い

と

こ

と

で

題

で

あ

一
般

社

で

評

価

う

字

は

習

活

字

を

場

面

場

合

、
　
こ

て

い

は

言

た

評

体

の

と

き

た

な

と

だ

書

く

準

は

も

の

る

な

て

い

こ占
い

状あと士
よ
　
″
′

ユ
刀おし導学あとよ

階力行沿ユ
ヵ
″

で』
日

＋
ｆ

「
こて画も問準

指 す 会 る あ い 跡 う 例 た 切 返 す 価 お す 日

学文のるユ
川″

し・／
●

ル

」つ圭
日

たここ基のあめ

動一一やもしル
４るう価ル

」
こらと指′―

「
でどる



う

に

、

縦

画

を

と

め

ら

、

小

学

校

の

教

員

も

（
教

科

書

体

の

と

と

は

あ

つ

て

も

い

い

と

し

て

は

な

ら

な

い

か

け

た

と

し

て

も

、

×
で

は

な

い

。

も

し

え

を

植

え

付

け

て

し

が

行

わ

れ

る

場

合

も

こ

れ

ま

で

小

学

校

に

た

教

員

が

多

数

い

た

場

面

や

状

況

に

応

じ

場

合

も

あ

る

」

と

い

注
（
１

）

な

ら

な

い

て

書

い

て

も

は

ね

て

書

い

て

も

い

い

は

縦

画

を

と

め

て

書

く

よ

う

に

指

導

お

り

に

縦

画

を

と

め

て

書

く

よ

う

に

が

）
、
児

童

が

は

ね

て

書

い

た

か

ら

と

。
「
は

ね

な

い

よ

う

に

書

こ

う

ね

」
と

あ

く

ま

で

も

評

価

と

し

て

は

○

で

あ

×
に

す

れ

ば

、

児

童

に

漢

宇

に

対

す

ま

い

か

ね

な

い
。
「
指

導

し

た

字

形

に

あ

る

」

こ

と

を

肯

定

す

る

か

の

よ

う

、

と

め

、

は

ね

な

ど

に

こ

だ

わ

つ

て

こ

と

に

配

慮

し

て

の

も

の

で

あ

ろ

う

て

、

指

導

し

た

字

形

に

沿

っ
た

評

価

う

考

え

こ

そ

は

間

違

い

で

あ

り

、

改

指

針

。
第

２

章

。
４

・
②

。
ア

で

構

成

要

素

「
佳

」

を

持

つ
漢

字

の

書

き

表

し

方

の

例

に

「
言

語

」

が

挙

げ

ら

れ

、

構

成

要

素

「
言

」

を

持

つ
例

に

「
集

難

」

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

逆

で

構

成

要

素

「
言

」

を

持

つ

の

が

「
言

語

」
、

構

成

要

素

「
佳

」

を

持

つ

の

が

「
集

難

」

で

あ

る

。

同

じ

く

第

２

章

・
４

。
②

・
ア

の

◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

に

、
構

成

要

素

「
工

」
を

持

つ
例

と

し

て

「
座

」

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

「
座

」

は

構

成

要

素

「
庁

」

を

持

つ

例

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
「
座

」
に

つ

い

て

は

第

２

章

・

４

・
０

。
ア

の

◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

で

も

構

成

要

素

「
二

」
を

持

つ
例

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、
構

成

要

素

「
庁

」
を

持

つ
例

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ま

た

第

２

章

・
４

。
田

。
オ

の

◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

に

、
構

成

要

素

「
士

」
を

持

つ
漢

字

の

例

と

し

て

「
待

」
「
調

」
が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

の

二

字

は

表

の

下

段

、

「
土

」

を

構

成

要

素

に

持

つ
例

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ま

た

第

２

章

・
４

・
０

。
ア

の

◇

上

記

を

含

め

、
同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

で

、
構

成

要

素

「
鳥

」
を

持

つ
漢

字

の

例

と

し

て

「
倉

創

な

ど

」
と

な

っ
て

い

る

が

、

構

成

要

素

「
鳥

」

を

持

つ

の

は

表

で

は

そ

の

下

段

の

「
鳥

島

鳴

な

ど

」

で

あ

り

、

「
倉

創

な

ど

」

の

と

こ

ろ

ｒ／

は

構

成

要

素

と

し

て

「
倉

」
を

立

て

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ま

た

第

２

章

・
４

・
０

。
イ

の
◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

で

構

成

要

素

「
目

」
を

持

つ
例

に

「
助

」

「
祖

」

「
組

」

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

が

、

「
査

」

が

「
そ

の

他

」

の

と

こ

ろ

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

だ

か

ら

、
「
助

」
「
祖

」
「
組

」

も

「
そ

の

他

」

の

と

こ

ろ

に

挙

げ

る

べ

き

で

あ

る

。

さ

ら

に

第

２

章

。
４

・
四

・
ア

の

◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

に

、
構

成

要

素

「
園

」
を

持

つ
漢

字

の

例

と

し

て

「
園

遠

な

ど

」
と

な

っ

て

い

る

が

、
構

成

要

素

は

「
園

」

で

は

な

く

て

「
章

」
で

あ

る

。
ま

た

第

２

章

。
４

・
０

・
ア

「
は

ら

つ

て

書

く

こ

と

も

、
と

め

て

書

く

こ

と

も

あ

る

も

の

」

の

◇

上

記

を

含

め

、

同

様

に

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

漢

字

の

例

に

、

の

で

あ

し

た

と

指

導

す

い

っ

て

い

う

一言

る

。

絶

る

誤

っ

沿

っ
た

な

記

述

指

導

し

が

、
「
指

が

行

わ

め

な

け

る

か

き

で

る

こ

誤

り

葉

は

対

に

た

考

評

価

ま

、

て

き

導

の

れ

る

れ

ば



（
２

）

（
３

）

（
４

）

（
５

）

（
６

）

構

成

要

素

「
未
」

を

持

つ
漢

字

の

例

と

し

て

「
参

」

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

「
参

」

は

五

画

目

を

と

め

て

書

く

こ

と

が

あ

る

と

わ

か

る

が

、

「
参

」

は

同

じ

表

の

「
そ

の

他

」

の

と

こ

ろ

に

も

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

か

ら

「
参

」

は

六

、

七

、

人

画

目

の

「
多
」

を

と

め

て

書

く

こ

と

が

あ

る

と

い

う

こ

と

な

の

か

推

測

し

て

「
字

形

比

較

表

」
を

見

て

も

、

そ

ん

な

字

形

は

示

さ

れ

て

い

な

い
。
と

な

る

と

「
参

」
を

「
そ

の

他

」

に

挙

げ

た

の

は

誤

り

で

あ

っ
た

と

も

考

え

ら

れ

る

。
ど

ち

ら

か

は

判

断

で

き

な

い
。

（
第

２

章

・
４

・
四

・
ア

で

は

「
参

」

の

三

、

四

、

五

画

目

を

構

成

要

素

「
未
」

と

し

て

い

る

が

、

第

２

章

・
４

・
０

・
ウ

で

は

「
参

」

の

同

じ

と

こ

ろ

の

構

成

要

素

が

「
大

」

に

な

っ

て

い

て

統

一
さ

れ

て

い

な

い

。
）

ほ

か

に

も

様

々
な

疑

問

点

が

あ

る

が

、

他

は

割

愛

す

る

。

藤

枝

晃

著

『
文

字

の

文

化

史

』

（
岩

波

書

店

　

一
九

七

一
年

）

人

〇

、
　
一
五

五

頁

参

照

『
大

書

源

』

（
二

玄

社

　

三

〇

〇

七

年

）

や

伏

見

沖

敬

編

『
角

川

書

道

宇

典

』

（
角

川

書

店

　

一
九

七

七

年

）

を

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

参

照

前

掲

注

（
３

）
『
大

書

源

』
、
『
角

川

書

道

字

典

』

の

他

、
『
五

腔

字

類

増

補

机

上

版

』
（
西

東

書

房

　

一
一
〇

〇

四

年

）
、
『
日

本

名

跡

大

字

典

』

（
角

川

書

店

　

一
九

人

一
年

）

な

ど

を

参

照

し

た

が

、
『
五

腔

字

類

増

補

机

上

版

』

に

一
字

だ

け

Ｑ

３４
に

示

さ

れ

た

も

の

に

似

た

字

形

の
字

が

、
六

朝

碑

の
字

形

と

し

て

掲

載

さ

れ

て

い

た

。

『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

五

九

号

に

掲

載

さ

れ

た

拙

稿

「
漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

観

点

国

」
で

は

、
四

つ

の

ポ

イ

ン

ト

を

挙

げ

て

い

た

が

、
そ

の
内

の

一

つ

「
必

ず

突

き

出

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

宇

」

に

つ

い

て

は

、

指

針

の

第

２

章

・
４

・

０

。
ア

の

例

示

で

は

ぼ

解

決

さ

れ

て

い

る

。
詳

し

く

は

拙

稿

を

ご

覧

い

た

だ

き

た

い
。

『
大

漢

和

辞

典

』

（
大

修

館

書

店

）
、
『
現

代

漢

和

辞

典

』

（
大

修

館

書

店

）

な

ど

。

（
７

）

/ブ


