
「
常

用

漢

字

表

の

字

体

・
字

形

に

関

す

る

指

針

」

に

つ

い

て
丸

山

　

力

一
　

は

じ

め

に

「
常

用

漢

字

表

の

字

体

・
字

形

に

関

す

る

指

針

」
（
文

化

審

議

会

国

語

分

科

会

報

告

）

が

、

平

成

二

十

八

年

二

月

二

十

九

日

に

発

表

さ

れ

た

。

こ

の

指

針

は

、
「
伝

統

的

な

漢

字

の

文

化

が

理

解

さ

れ

に

く

く

な

り

、
手

書

き

文

字

と

印

刷

文

字

の
字

形

の

ど

ち

ら

か

一
方

が

正

し

い

と

み

な

さ

れ

た

り

、

本

来

は

問

題

に

し

な

く

て

よ

い
漢

字

の

形

状

に

お

け

る

細

部

の

差

異

が

正

誤

の

基

準

と

さ

れ

た

り

す

る

と

い

っ
た

状

況

が

生

じ

て

い

る

」

（
第

１

章

。
１

）

こ

と

を

、

改

善

す

る

た

め

に

作

成

。
発

表

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、
「
当

指

針

の
内

容

が

社

会

一
般

に

行

き

渡

り

、
特

に

、
教

育

関

係

者

が

持

つ

て

お

く

べ

き

基

礎

的

な

国

語

の

知

識

と

し

て

共

有

さ

れ

る

こ

と

、

さ

ら

に

、

不

特

定

多

数

の

人

々
を

対

象

と

す

る

よ

う

な

入

学

試

験

、
採

用

試

験

、
各

種

の

検

定

試

験

等

に

お

い

て

、
漢

字

の
字

体

・

字

形

の

正

誤

を

判

断

す

る

際

の

統

一
的

な

よ

り

ど

こ

ろ

と

し

て

活

用

さ

れ

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

」

（
第

１

章

・
４

）

て

い

る

。

確

か

に

、

こ

の

指

針

の

内

容

が

教

育

関

係

者

や

一
般

の

人

々

に

基

礎

的

な

知

識

と

し

て

共

有

さ

れ

、

学

校

で

の

書

き

取

リ

テ

ス

ト

や

漢

字

検

定

な

ど

で

漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

よ

り

ど

こ

ろ

と

し

て

活

用

さ

れ

れ

ば

、

こ

れ

ま

で

長

き

に

わ

た

っ

て

問

題

と

な

っ

て

き

た

、

手

書

き

さ

れ

た

漢

字

の

細

部

の

差

異

に

こ

だ

わ

っ
た

正

誤

基

準

が

見

直

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

当

然

そ

の

正

誤

基

準

の

見

直

し

は

、

学

校

と

り

わ

け

細

部

の

差

異

に

こ

だ

わ

っ
た

漢

字

指

導

が

な

さ

れ

る

校

の

漢

字

指

導

の

在

り

方

に

も

大

き

な

影

響

を

与

え

る

こ

と

に

漢

字

指

導

は

お

お

む

ね

正

し

い

方

向

に

向

か

っ

て

い

く

と

考

え

。

し

か

し

こ

の

指

針

に

は

明

確

に

判

断

が

示

さ

れ

て

い

な

い

と

あ

っ
た

り

、

ま

た

「
字

形

比

較

表

」

に

何

の

説

明

も

な

い

ま

ま

て

示

さ

れ

た

手

書

き

文

字

の

字

形

か

ら

、

指

針

の

考

え

を

推

測

れ

ば

な

ら

な

い

と

こ

ろ

が

あ

つ
た

り

（
一
例

を

挙

げ

る

と

、

第

４

・
０

。
ア

「
点

画

が

交

わ

る

よ

う

に

書

く

こ

と

も

、

交

わ

ら

う

に

書

く

こ

と

も

あ

る

も

の

」

に

例

と

し

て

は

挙

げ

ら

れ

て

い

に

、

登

・
兆

。
瞭

は

「
字

形

比

較

表

」

に

は

る

斗
・
♯
Ｑ

・
Ｌ皓

術

と

書

き

の
字

形

が

示

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

こ

と

か

ら

「
入

」

の

五

「
兆

」

の

三

画

日

、

「
奈

」

の

四

画

目

・
五

画

日

な

ど

も

「
交

わ

に

書

く

こ

と

も

」

あ

る

と

推

測

で

き

る

。

こ

れ

ら

は

当

然

、

ア

し

て

挙

げ

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

で

あ

る

。
）
と

、
分

く

い

と

こ

ろ

が

多

々

あ

る

。
そ

れ

を

そ

の

ま

ま

に

し

て

お

け

ば

、

こ

に

見

解

の

相

違

、

と

も

す

る

と

曲

解

が

生

じ

か

ね

な

い

。

そ

指

針

に

は

誤

り

さ

え

も

あ

る

ｃ

そ

の

誤

り

は

、

指

針

の

内

容

に

影

響

を

与

え

る

も

の

で

は

な

い

が

、

国

の

出

す

も

の

で

、

今

後

教

育

の

全

て

の

基

準

と

な

る

も

の

に

誤

り

が

あ

る

こ

と

は

、

指

頼

性

に

影

響

を

与

え

か

ね

ず

、

実

に

残

念

で

あ

る

。

こ

の

小

論

で

、

ま

ず

指

針

で

は

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

重

要

な

点

て

述

べ

る

。

次

に

指

針

で

は

明

確

な

判

断

が

示

さ

れ

て

い

な

い

教

育

小

中

な

り

ら

れ

こ

ろ

例

と

し

な

２

立早

な

い

な

い

い

，つ

画

目

る

よ

に

例

か

り

必

ず

の

上

大

き

の

漢

上
―
　

ノヽ

Λ
午
μ

σ私

に

つ

い は 信 宇 な
｀

そ に と う  ｀
手 の よ  け し が る

｀
学



と

こ

ろ

て

い

な

こ

ろ

に

か

ら

指

り

分

か

で

漢

字

フ０

。

二

ど

に

お

１

）漢

こ

ま

し

て

と

い

だ

か

と

は

し

て

ベ
　
ッ

か

で

ベ
　
ッ

針

で

し

て

る

細

と

が

に

し

対

に

識

さ

点

で

×
、

ず

起

純

で

の

組

誤

が

ま

、

そ

字

が

ば

田

が

そ

こ

の

と

い

は

そ

し

て

ペ
　
ル

持

っ

部

の

問

題

を

付

そ

れ

け

る

け

れも

と

が

れ

に

対

意

味

を

・

由

。

れ

ぞ

れ

四

字

の

う

形

状

の

細

部

み

る

と

の

一違

い

た

表

意

差

異

を

に

し

な

け

て

、

を

防

ぐ

細

部

の

ば

な

ら

う
　
一　
つ

あ

る

。

字

は

、　
読

申

と

意

味

は

中

部

の

異

で

字

に

当

す

で

あ

と

な

よ

い

の

基

こ

ま

を

明

の

で

針

で

は

我

卜 正 卜 単 ま ら う 認 絶 字 こ け う 指

、

指

針

の

分

か

り

に

く

い

と

こ

い

と

こ

ろ

に

つ

い

て

は

私

の

考

つ

い

て

は

指

針

の

記

述

や

「
字

針

の

考

え

を

明

ら

か

に

す

る

。

り

易

く

活

用

し

や

す

い

も

の

に

の

正

誤

基

準

に

見

解

の

相

違

が

市
ハ右月漢部口ｕ一

上走て同し↓４まこきあみ半
‐

単

ろ

を

指

摘

し

、

判

断

が

示

さ

れ

え

を

述

べ

、

分

か

り

に

く

い

と

形

比

較

表

」

に

示

さ

れ

た

宇

形

そ

れ

に

よ

っ

て

こ

の

指

針

が

よ

な

り

、

で

き

る

だ

け

全

て

の

人

な

く

な

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

れ

ら

れ

て

い
な

い

こ

と

字

に

は

「
本

来

は

問

題

に

し

な

く

て

よ

い

漢

字

の

形

状

の

差

異

が

正

誤

の

基

準

と

さ

れ

た

り

す

る

」

（
第

１

章

・

こ

る

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

そ

れ

を

考

え

て

み

た

い
。

も

ア

ル

フ

ア

ベ

ツ
ト

に

し

て

も

、

手

書

き

す

れ

ば

厳

密

じ

形

状

に

な

る

こ

と

は

な

い
。
だ

か

ら

、
「
同

じ

文

字

と

る

範

囲

で

、
無

数

の

形

状

を

持

ち

得

る

」
（第

１

章

。
２

）

同

じ

で

あ

る

。

し

か

し

英

語

で

は

こ

の

ａ
の

形

状

が

変

の

ｂ

の

縦

線

の

部

分

が

短

い

か

ら

×
、

な

ど

と

い

う

こ

な

い
。

そ

れ

は

ア

ル

フ

ア

ベ

ツ
ト

の

形

が

漢

字

と

比

較

る

と

い

う

理

由

か

ら

で

は

な

く

、

英

語

で

は

ア

ル

フ

ア

合

わ

せ

、

す

な

わ

ち

単

語

の

ス

ペ

ル

が

正

し

い

か

ど

う

断

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

表

音

文

字

で

あ

る

ア

ル

フ

ア

語

と

い

う

ひ

と

ま

と

ま

り

の

ア

ル

フ

ア

ベ

ッ

ト

が

意

味

を

表

し

、

発

音

を

表

す

。

そ

の
単

語

の

中

の

ａ
や

ｂ

の

形

状

は

そ

れ

が

ａ
、

ｂ

と

読

み

取

れ

さ

え

す

れ

ば

よ

い

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

ａ
、

ｂ

の

形

状

の

細

部

の

差

異

が

問

題

に

さ

れ

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

い

の

で

あ

る

。

な 差 た 正 く 問 文 に
｀

の の 識 別 甲 持 し

れ 指 い 異 め 誤 て 題 宇 相 漢 差 細 別 の 。 ち 漢

々 は あ 示
｀

準 形 じ る る お 正 差 央 を い み 一

そ

字

一
字

が

英

語

の

単

語

に

相

当

し

、
　
一
字

一

（
発

音

）

を

持

つ
表

意

文

字

で

あ

る

。

例

え

う

常

用

漢

字

は

、

形

状

は

非

常

に

似

て

い

る

持

ち

、
別

の

読

み

を

持

つ
別

の

漢

字

で

あ

る

。

の

縦

画

が

上

下

に

突

き

出

て

い

る

か

ど

う

か

異

で

な

さ

れ

、

書

き

取

リ

テ

ス

ト

に

お

い

て

誤

が

判

断

さ

れ

る

。

こ

れ

を

英

単

語

と

比

較

け

る

形

状

の

細

部

の

差

異

は

、

英

単

語

の

ス

こ

と

が

分

か

る

。

漢

字

は

こ

う

し

た

特

質

を

た

め

に

、

ど

の
漢

字

に

お

い

て

も

形

状

の

細

得

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

が

行

き

過

ぎ

る

と

、

状

に

お

け

る

細

部

の

差

異

に

こ

と

さ

ら

に

目

に

し

た

り

す

る

こ

と

に

な

る

。

だ

か

ら

こ

そ

漢

字

の

問

題

に

し

な

く

て

も

よ

い

形

状

に

お

し

、

明

確

な

正

誤

の

判

断

基

準

が

示

さ

れ

な

る

。

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

が

、

非

常

に

重

要

な

こ

が

文

字

を

手

書

き

す

る

と

き

に

使

用

す

る

筆

2



記

用

具

の

変

化

で

あ

る

。

指

針

で

は

歴

史

て

象

書

体

、

隷

書

体

、

草

書

体

、

行

書

体

ら

れ

、
第

２

章

。
１

・
ｍ

で

簡

単

に

楷

書

の

筆

記

用

具

の
変

化

に

全

く

触

れ

て

い

な

い

体

と

い

う

書

体

の

変

化

は

筆

記

用

具

の

変

一

「

一　

一

た

の

で

あ

り

、

現

代

の

筆

記

用

具

は

前

代

弾

力

性

の

な

い

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

に

代

き

さ

れ

た

漢

字

の

字

形

に

大

き

な

変

化

を

十

（
て

へ
ん

）

と

牛

（
う

し

へ
ん

）

は

、

は

ね

た

形

、

牛

の

縦

画

は

と

め

た

形

に

な

筆

で

書

く

と

毛

筆

の

筆

先

に

は

弾

力

性

が

画

（
左

か

ら

右

斜

め

上

へ
の

は

ら

い

）

に

牛

の

縦

画

に

も

自

然

と

は

ね

跡

が

つ
く

。

書

道

字

典

に

載

っ

て

い

る

キ

・
牛

の

楷

書

か

に

見

て

取

れ

る

。

才

と

牛

の

縦

画

の

形

で

は

キ

ｏ
牛

を

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

で

書

ボ

ー

ル

ペ

ン

の

筆

先

に

は

弾

力

性

が

な

い

つ
け

よ

う

と

し

な

け

れ

ば

、

オ

・
牛

の

縦

ん

ど

つ
か

な

い
。

■

・
牛

の

縦

画

は

両

方

見

え

る

。

そ

の

こ

と

を

小

林

一
仁

氏

は

著

指

導

』

の

中

で

、
「
現

今

は

ボ

ー

ル

・
ペ

ン

用

具

が

主

流

と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

に

即

す や 書 と 画 の く に や そ 移 あ つ 印 も わ の 化
°

説
｀

的

さユ
月
″

さ）まててヽ
ヽ
ズユ

刀こま字′
＼ゝ

共
′
４識こてをペこ

に

形

成

楷

書

体

明

が

な

象

書

体

（
進

化

毛

筆

と

っ

て

い

た

ら

し

刷

文

字

て

い

る

る

の

で

る

と

き

の

こ

と

行

書

の

差

は

全

と

ど

う

で

、　
意

に

は

共

も

と

め

『
バ

ツ

シ

ヤ

ー

れ

ば

、

れ

た

書

例

と

し

れ

て

い

隷

書

体

が

引

き

異

質

の

、　
そ

れ

い

る

。

は

■

の

、　
キ

・

縦

画

か

■

の

縦

名

跡

を

形

な

ど

見

ら

れ

る

か

。

し

て

は

は

ね

跡

書

い

た

つ

け

な

ン

な

ど

れ

に

よ

体

と

し

て

挙

げ

る

が

、

、　
楷

書

起

こ

し

筆

先

に

が

手

書

例

え

ば

縦

画

は

牛

を

毛

ら

次

の

画

に

も

集

め

た

に

明

ら

な

い

。

鉛

筆

や

ね

跡

を

は

ほ

と

よ

う

に

い

漢

字

の

筆

記

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

」

と

一　

１
寸
　

一

述

べ

て

い

る

。

―

に

つ

い

て

は

指

針

は

第

３

章

。
Ｑ

７２
で

、
「
折

」

の

場
ツ

　

・輩
響
，
と

い

う

手

書

き

の

よ

の

縦

画

を

は

ね

た

字

形

と

は

ね

て

い

な

い

字

形

を

具

体

的

に

例

示

し

、
「
ど

ち

ら

で

書

い

て

も

、
他

の

漢

字

と

し

て

読

み

間

違

え

ら

れ

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

漢

字

の

判

別

に

関

わ

ら

な

い

よ

う

な

違

い

を

も

つ

て

、

正

誤

を

決

め

る

べ

き

で

は

な

い

」

と

述

べ

て

い

て

、

キ

の

縦

画

を

は

ね

な

く

て

も

誤

り

で

は

な

い

と

い

う

考

え

方

を

明

示

し

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

の

後

に

「
た

だ

し

、
『
て

へ
ん

』

に

関

し

て

は

、

文

字

を

書

く

手

や

筆

記

用

具

の

動

き

か

ら

す

れ

ば

は

ね

る

方

が

自

然

で

き

す

。

ま

た

、

戦

後

の

教

科

書

を

見

て

も

、
『
う

し

へ
ん

』

に

は

、

は

ね

て

い

る

も

の

と

は

ね

て

い

な

い

も

の

が

両

方

見

ら

れ

る

の

に

対

し

、
『
て

ヘ

ん

』

で

は

、

は

ね

て

い

な

い

例

が

な

い

な

ど

、

は

ね

た

形

で

書

く

方

が

慣

用

と

し

て

定

着

し

て

い

る

と

い

う

見

方

も

で

き

ま

す

」

と

い

う

記

述

が

あ

る

。

戦

後

の

教

科

書

で

―

が

全

て

は

ね

た

形

で

あ

る

の

は

、
当

用

漢

字

字

体

表

（
昭

和

二

十

四

年

）

で

示

さ

れ

た

■

の
字

形

が

は

ね

て

あ

つ
た

た

め

に

、
印

刷

文

字

の

字

形

が

全

て

は

ね

た

宇

形

に

な

っ
た

か

ら

で

あ

る

。

慣

用

と

し

て

定

着

し

て

い

る

か

の

よ

う

に

見

え

る

の

は

、

印

刷

文

字

の

―

の

は

ね

に

目

を

付

け

、

そ

こ

に

何

か

し

ら

の

意

味

が

あ

る

と

思

い

込



ん

だ

教

員

た

ち

が

、

は

ね

跡

を

つ
け

て

書

く

よ

う

に

学

校

で

指

導

し

て

き

た

た

め

で

あ

る

。
　
一
方

の

牛

に

両

方

あ

る

の

は

、

当

用

漢

字

字

体

表

で

は

は

ね

て

い

な

い
字

形

が

示

さ

れ

た

が

、

牛

の

縦

画

か

ら

次

の

画

ヘ

と

文

字

を

書

く

手

や

筆

記

用

具

の

動

き

は

オ

と

全

く

同

じ

で

あ

る

か

ら

は

ね

る

方

が

自

然

で

あ

り

、

ま

た

当

用

漢

字

字

体

表

の

「
ま

え

が

き

」

に

も

常

用

漢

字

表

の

「
③

字

体

に

つ

い

て

の

解

説

」

に

も

、

キ

の

縦

画

を

は

ね

て

書

く

こ

と

も

あ

る

と

い

う

こ

と

が

例

示

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

才

と

キ

の

縦

画

を

書

き

分

け

る

必

要

な

ど

全

く

な

い

し

、

現

代

の

筆

記

用

具

は

筆

先

に

弾

力

性

の

な

い

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

で

あ

る

の

に

、

キ

の

縦

画

は

毛

筆

で

書

い

た

時

の

よ

う

に

は

ね

跡

を

付

け

て

書

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

す

る

こ

と

に

は

意

味

が

な

い
。

筆

記

用

具

は

変

化

し

た

の

に

、
現

在

で

も

印

刷

文

字

の

書

体

・
字

形

、

漢

字

の

書

き

方

な

ど

に

は

毛

筆

を

使

つ

て

書

い

て

い

た

影

響

が

色

濃

く

残

っ

て

い

る

。

例

え

ば

小

学

校

の

教

科

書

で

使

わ

れ

て

い

る

教

科

書

体

は

手

書

き

に

近

い

書

体

で

あ

る

と

は

い

え

、

そ

の

書

体

で

表

さ

れ

る

漢

字

の

線

に

は

細

い

と

こ

ろ

太

い

と

こ

ろ

が

あ

り

、

特

に

終

筆

の
右

払

い

が

強

調

さ

れ

る

字

形

に

な

つ

て

い

つ

て

、

そ

の
字

形

は

ま

ぎ

れ

も

な

く

毛

筆

で

書

い

た

字

形

で

あ

る

。

文

書

作

成

な

ど

に

一
番

使

用

さ

れ

て

い

る

明

朝

体

も

、
印

刷

文

字

と

し

て

独

自

の

発

展

を

し

て

き

た

と

は

い

え

、

そ

の

元

と

な

っ

て

い

る

の

は

や

は

り

毛

筆

で

書

い

た

字

形

で

あ

る

。

我

々

は

普

段

毛

筆

を

使

つ

て

書

く

こ

と

は

な

く

、

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

を

使

っ

て

ほ

と

ん

ど

線

の

太

さ

が

一
定

の
等

線

体

と

呼

ば

れ

る

こ

と

も

あ

る

文

字

が

毛

筆

で

の

う

ち

に

ま

た

漢

が

あ

る

。

か

ら

左

に

と

も

あ

る

右

か

ら

左

右

に

書

く

書

い

た

り

は

り

毛

筆

て

書

い

た

や

ボ

ー

ル

習

慣

は

忘

現

代

の

い

鉛

筆

や

ば

、　
そ

れ

習

慣

も

変

れ

な

く

て

さ

ら

に

字

形

に

対

形

を

絶

対

視 す も は わ に ボ 主 れ ぺ の で 十 習 に こ は 例 字 大 書 を

て字影きて一不つでｎ日るなしシ
●

筆ペてそなつ立思百
口（
左
“じ

形墨
日

方第圭
曰

さてきをとらて記ン童
日し

・
／
●重識向

童
曰
い

い

た

き

な

の

童
日

え

ば

こつ
　
つ

と

が

は

ら

慣

が

二

画

は

狭

で

あ

ン

で

去

ら

要

な

―

レ

ト
よ
　
つ

る

。

な

ら

う
　
一

る

美

す

る

な

が

ら

に

近

い

を

受

け

の

習

慣

２

立早
　
。

く

こ

と

れ

て

い

書

く

の

た

の

で

は

ら

わ

こ

ろ

で

毛

筆

で

難

な

く

い

く

こ

用

具

は

に

な

っ

か

れ

る

は

必

然

要

な

こ

が

変

化

を

助

長

、　
幼

も

の

、　
そ

も

毛

４

　

・

も

、

る

が

が

難

あ

る

ず

に

の

は

は

書

書

け

と

に

毛

筆

た

の

文

字

の

こ

い

時

で

あ

の

字

筆

で

，
″　
・

横

画

、
　

こ

し

い

。　
園

と

め

ね

や

く

の

る

の

な

る

で

は

で

あ

の

字

と

で

す

る

、　
知

れ

て

に

起

」

の

か

ら

で

は

の

よ

の

縦

り

す

難

し

と

こ

的

に

も

の

の

ら

ず

知

い

る

。

因

す

る

三

画

目

右

に

書

ほ

ぼ

水

う

に

左

画

を

と

る

の

も

い

の

で

ろ

も

、

は

こ

う

多

く

ら

ず

か

ら

目

に

る

た

め

に

形

に

囚

わ

書

く

こ

と

イ

に

「
風

と

し

て

左

れ

は

毛

筆

の

で

、
　
一

の

十

画

目

て

書

い

た

は

ら

い

が

が

難

し

い

で

、　
将

来

だ

ろ

う

。

な

い

。　
筆

る

。　
筆

記

形

は

変

化

あ

り

、　
そ

先

に

弾

力

性

の

な

用

具

が

変

化

す

れ

す

る

。

書

き

方

の

の

変

化

を

受

け

入

もまノ
＼

平ユ
″
″

めと八
日

塗
ツし

と

は

、

活

字

の

字

形

に

影

響

を

受

け

、

し

、

そ

の

美

意

識

の

変

化

が

活

字

の

字

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

例

え

ば

指

針 た 筆 め や て ら に こ 右 の

■



の

第

２

章

・
４

。
②

・
ウ

に

糸

（
い

い

と

例

示

さ

れ

て

い

る

（
当

用

漢

宇

示

さ

れ

て

い

た

し

、

常

用

漢

字

表

の

も

例

示

さ

れ

て

い

る

）
が

、
「
い

と

ヘ

書

く

時

に

簡

単

に

書

く

た

め

の

方

便

思

つ

て

い

る

人

は

正

式

に

は

活

字

の

て

、

テ

ス

ト

な

ど

で

簡

略

に

玄

゛

と

り

で

あ

る

と

考

え

る

。

教

員

の

中

に

る

。

し

か

し

、
「
い

と

へ
ん

」
を

０
ご

た

め

の

方

便

で

は

な

い
。

″仏
Ｆ

と

書

よ

り

美

し

い

か

ら

、

そ

の

よ

う

に

書

に

は

、

康

熙

帝

み

ず

か

ら

こ

の
字

典

彦

と

い

う

人

に

命

じ

て

書

か

せ

た

御

康

熙

字

典

の

見

出

し

の

字

形

は

鼈
嫁
の
よ
う
に
糸
で
あ
る
が
、
そ
の
序

磁
豪
薔

文

の

中

に

あ

る

「
い

と

へ
ん

」

の

漢

字

は

の

よ

う

に

全

て

ノ名
゛

と

書

か

れ

て

い

て

、
ふ
小

と

書

い

た

字

は

一
字

も

な

い

。

皇

帝

か

ら

命

じ

ら

れ

た

も

の

に

急

い

で

簡

単

に

書

く

字

形

を

用

い

る

は

ず

は

な

く

、

′／静

と

書

い

た

方

が

立

派

に

美

し

く

見

え

る

の

で

陳

邦

彦

は

そ

う

書

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

初

唐

の

三

大

家

・
欧

陽

詢

の

楷

法

の

極

則

と

い

わ

れ

る

九

成

宮

酷

泉

銘

に

は

率́
オ

と

書

い

た

字

も

ま

ざ

っ

て

い

る

が

、

同

じ

欧

陽

詢

の

作

品

で

も

皇

甫

府

君

碑

や

化

度

寺

塔

銘

の

字

に

は

′象
小

と

書

か

れ

た

字

は

な

く

、

企

て

が

′払
゛

で

あ

る

。

虞

世

南

の

孔

子

廟

堂

と

下

の
横

画

が

長

い

。
ま

た

、

ヽ
一
ア
′

小

学

校

で

は

４
婢
Ｔ

と

菱

形

の
中

に

納

ま

る

よ

う

に

、

下

の

「
羊
」
∫

画

の
上

を

長

く

下

を

短

く

書

き

な

さ

い

と

指

導

す

る

教

員

も

い

る

で

あ

る

が

、

古

名

跡

で

は

ほ

と

ん

ど

が

な
覺
耐

（
一顔

真

卿

）

の

よ

う

半
」

の

下

の
横

画

が

長

い
。

の
漢

字

に

つ

い

て

は

割

愛

す

る

が

、

漢

字

を

教

え

る

立

場

に

あ

る

、
日
ご

ろ

か

ら

古

名

跡

を

見

る

な

ど

し

て

、
美

意

識

を

磨

い

た

り

、

な

書

き

方

を

学

ん

だ

り

し

て

お

く

必

要

が

あ

る
。

、

漢

字

の
字

形

。
宇

体

に

つ

い

て

は

、

江

守

賢

治

氏

の

『
解

説

字

典

』
（
三

省

堂

　

一
九

九

八

年

）
を

は

じ

め

と

し

た

著

作

や

野

崎

邦

の

『
漢

字

字

形

の
問

題

点

』
（
天

来

書

院

　

二

〇

一
三

年

）
が

大

変

に

な

る

。

と

へ
ん

宇

体

表

「
り

字

ん

」
を

と

思

っ

よ

う

に

書

く

こ

も

そ

う

と

書

く

い

た

字

く

の

で

の

た

め

製

康

熙

）

を

／
ゝ
ヽヽ、
と

の

「
ま

え

が

体

に

つ

い

て

／０
´゙

と

書

く

て

い

る

人

が

４
″
「
と

書

く

と

は

適

切

で

考

え

て

い

る

の

は

急

い

で

の

方

が

／ス
小

あ

る

。

康

熙

に

作

っ

た

序

字

典

序

が

付

書

い

て

き

」

に

の

解

説

の

は

急

多

い

。

べ

き

で

は

な

い

者

が

多

簡

単

に

と

書

い

宇

典

の

文

を

、

い

て

い

蛯

も

よ

も

例

」

に

い

で

そ

う

あ

つ

、　
誤

く

い

書

く

た

字

巻

頭

陳

邦

フ０
。

幸

は

の

横

しよ

う

に

　

「
他

者

は

多

様尚

体

辞

臣

氏

参

考

碑

、

緒

遂

良

の

雁

塔

聖

教

序

の

中

に

は

数

十

字

「
い

と

へ
ん

」

の
字

が

あ

る

が

全

て

，仏
゛

で

あ

る

。
古

名

跡

の

ほ

と

ん

ど

は

／払
ヽヽ、
な

の

で

あ

る

。

普

段

見

て

い

る

活

字

の

字

形

に

囚

わ

れ

、
・仏
い
と

書

い

た

字

よ

リ

ノ）が

と

書

い

た

字

の

方

が

整

っ

て

い

て

美

し

い

と

感

じ

ら

れ

る

よ

う

に

現

代

人

の

美

意

識

は

変

化

し

、

そ

し

て

そ

の

美

意

識

の

変

化

が

活

字

の

字

形

を

絶

対

視

す

る

傾

向

を

さ

ら

に

助

長

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

こ

と

は

、

勿

論

い

と

へ
ん

に

限

っ
た

こ

と

で

は

な

い
。

私

は

大

学

時

代

の

レ

ポ

ー

ト

で

、

天

を

手
〈

と

下

の

横

画

を

長

く

書

い

た

た

め

に

再

提

出

さ

せ

ら

れ

た

経

験

が

あ

る

．

古

名

跡

の

ほ

と

ん

ど

は

下

の

横

画

が

長

く

、

康

熙

字

典

で

も

見

出

し

は

〓Ａ一と
上
の
横
画
が
長
い

』

が

、
御

製

康

熙

字

典

序

の

中

の

天

は

重
ハ



「
字

体

は

骨

組

み

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

が

実

際

に

印

刷

さ

れ

た

り

、

手

で

書

か

れ

た

り

す

る

場

合

は

、

活

字

独

特

の

装

飾

的

デ

ザ

イ

ン

や

、

人

そ

れ

ぞ

れ

の

書

き

方

の

癖

や

筆

勢

な

ど

で

肉

付

け

さ

れ

た

形

で

表

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

あ

る

一

つ

の
字

体

が

印

刷

さ

れ

た

り

書

か

れ

た

り

し

て

具

体

的

に

出

現

す

る

文

字

の

形

は

一
定

で

は

な

く

、

同

じ

文

字

と

し

て

認

識

さ

れ

る

範

囲

で

、

無

数

の

形

状

を

持

ち

得

る

と

言

え

る

。

仮

に

、

文

字

の

形

の

整

い

方

が

十

分

で

な

く

、

丁

寧

に

書

か

れ

て

い

な

い

場

合

に

も

、
ま

た

、
美

し

さ

に

欠

け

稚

拙

に

書

か

れ

て

い

る

場

合

に

も

、

そ

の

文

字

が

備

え

て

お

く

べ

き

骨

組

み

を

過

不

足

な

く

持

っ

て

い

る

と

読

み

取

れ

る

よ

う

に

書

か

れ

て

い

れ

ば

、

そ

れ

を

誤

っ
た

と

判

断

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。
」

（
第

１

章

・
２

）

「
書

か

れ

た

文

字

の

字

形

が

整

っ

て

い

な

い

場

合

、

そ

よ

つ

て

は

、

あ

る

線

を

境

に

漢

字

の

骨

組

み

が

読

み

取

れ

と

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

そ

の

よ

う

な

場

合

に

は

、

と

し

て

判

断

さ

れ

る

お

そ

れ

が

あ

り

ま

す

か

ら

、

注

意

が

（
第

３

章

・
Ｑ

３５
）

こ

の
考

え

方

は

、

表

現

の
違

い

こ

そ

あ

る

が

、

全

国

漢

が

編

集

す

る

『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

五

七

号

（
二

に

掲

載

さ

れ

た

拙

稿

「
漢

字

の

正

誤

を

判

断

す

る

観

点

」

の

考

え

と

全

く

同

じ

で

あ

る

。

つ
ま

り

手

書

き

さ

れ

た

漢

形

状

を

持

ち

得

る

が

、

そ

の

漢

字

特

有

の
字

体

（
骨

組

み

識

別

性

（
他

の

文

字

の

形

と

ま

ぎ

れ

な

い

）

が

あ

れ

ば

誤

い

、

○

に

す

る

と

い

う

考

え

方

で

あ

る

。

と

め

、

は

ね

な

細

部

が

正

誤

の

判

断

基

準

に

な

る

の

は

字

体

の

違

い

に

関

場

合

に

限

ら

れ

る

。
（
こ

れ

を

裏

返

し

て

言

う

と

、
と

め

、

字

体

の
違

い

に

関

わ

つ

て

く

る

漢

字

は

ど

の

漢

字

か

が

、

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。
）
ま

た

、
書

か

れ

形

が

整

っ

て

い

な

い

場

合

、

あ

る

線

を

超

え

る

と

誤

っ
た

さ

れ

る

、

つ
ま

り

×
に

な

る

。

そ

れ

は

当

た

り

前

の

こ

と

ど

も

、

字

体

が

読

み

取

れ

な

く

な

る

「
あ

る

線

」

と

は

ど

う

の

か

。
「
あ

る

線

」
の

客

観

的

な

基

準

が

一
字

一
字

ご

と

三

　

漢

字

の

正

誤

の

判

断

基

準

指

針

で

は

漢

字

の

正

誤

の

判

断

基

準

を

次

の

よ

う

「
常

用

漢

字

表

で

は

、

文

字

の

形

に

関

し

て

は

、

特

有

の

字

体

を

表

し

て

い

る

か

ど

う

か

、

そ

の

文

字

が

読

み

取

れ

る

か

ど

う

か

を

漢

字

の

正

誤

の

判

断

基

つ
ま

り

、

別

の

文

字

と

見

分

け

ら

れ

な

か

っ
た

り

、

り

す

る

こ

と

が

な

く

、

そ

の

文

字

で

あ

る

と

判

別

で

し

て

の

働

き

を

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

誤

り

と

は

し

な

方

で

す

。
で

す

か

ら

、
漢

字

の

細

部

の

と

め

、
は

ね

、

字

体

の

違

い

に

影

響

し

、

文

字

の

判

別

に

関

わ

っ

て

ば

、

そ

の

有

無

に

よ

つ

て

正

誤

を

分

け

る

こ

と

は

し

早 1

Q
21

ま こ は い き 紛 準 に 文 に

述

ベ

字

が

特

有

と

し

れ

て

、　
そ

、
　
・ど

ら

い

な

い

せ

ん

ピ の な い の し て の そ て

い

る

ｃ

の

文

字

骨

組

み

い

ま

す

。

ま

っ

た

文

字

と

う

考

え

ど

が

、

で

あ

れ

（
第

３

文

字

で

あ

る

の

度

合

い

に

な

く

な

る

こ

誤

っ

た

漢

字

必

要

で

す

。
」

文

教

育

学

〇

一
三

年

で

示

し

た

字

は

無

数

）

を

表

し

り

と

は

し

ど

の

漢

字

わ

っ

て

く

は

ね

な

ど

明

示

さ

れ

た

文

字

の

漢

字

と

判

で

あ

る

け

の

程

度

を

に

示

さ

れ

〈
本

）′
ム

エ
企の

′
あ
・

、
■

′
たて

のるユ
ハ″な字断しル

４な



け

れ

ば

る

が

、

な

基

準

つ

い

て

こ

こ

３

４

で

く
　
∩６

）

Lヽι

ヨ=三コ■
ン、

二

番

違

和

う

童
日

た

字
「
年

に

書

こ

と

の

問

味

で

は

そ

の

拙

と

し

る

と

か

な

と

い

、

公

平

な

正

誤

判

断

指

針

で

は

そ

れ

を

し

を

示

す

こ

と

は

不

可

は

前

掲

の

拙

稿

で

詳

で

一

つ
だ

け

取

り

上

「
誤

り

と

言

え

る

も

と

い

う

字

形

で

あ

る

。

私

は

こ

の

四

本

あ

る

横

画

の

中

で

上

か

ら

目

が

一
番

長

く

、

四

番

目

の

「
大

」

の
横

画

が

短

い

字

形

に

強

い

感

を

持

つ
。

私

の

三

十

年

を

超

え

る

教

員

生

活

の

中

で

生

徒

が

そ

い

て

い

た

の

を

見

た

こ

と

が

な

い

。

歴

史

的

に

書

き

継

が

れ

て

き

■

●

一

形

で

も

な

い

よ

う

で

あ

る

。

」

を

ルr
電T~
~丁…

一
　

ヽ

こ

の
字

形

は

老
一人

と

は

違

っ
て

歴

史

的

き

継

が

れ

て

き

た

字

形

で

あ

る

か

ら

、

当

然

誤

り

と

は

言

え

な

い

に

な

る

の

だ

ろ

う

か

ズ

書

道

の

世

界

で

二
十

と

書

く

こ

と

に

は

何

題

も

な

い

。

こ

こ

で

は

学

校

の

漢

字

教

育

に

お

い

て

は

と

い

う

意

あ

る

。
）
こ

う

い

う

宇

形

の

正

誤

を

ど

う

判

断

す

る

の

か

、
指

針

で

の

考

え

方

を

示

し

て

い

な

い

。

こ

れ

に

対

す

る

私

の

考

え

は

前

掲

稿

で

述

べ

た

通

り

、

歴

史

的

に

書

き

継

が

れ

て

き

た

字

形

で

あ

る

て

も

、

そ

れ

が

そ

の

ま

ま

現

在

で

も

通

用

す

る

正

し

い
字

形

で

あ

は

い

い

き

れ

な

い

の

で

、

そ

の

正

誤

判

断

は

採

点

者

に

委

ね

る

し

く

、
し

た

が

っ

て

正

誤

判

断

に

個

人

差

が

出

る

こ

と

も

あ

り

得

る

、

う

も

の

で

あ

る

。
（
実

際

に

は

二
十

と

書

く

児

童

生

徒

は

ま

ず

い

な

二
人
を
誤
り
と
言
え
な
い
と
す
る
と
、

と
三量

い

て

も

は

で

て

い

能

な

し

く

げ

た

（）
　
終ヽ

き

な

い

な

い

。

の

で

あ

説

明

し

い

こ

と

は

な

」

の

で

は

し

か

し

る

。
　
そ

た

の

で

が

あ

る

い

と

さ

な

い

か

、　
そ

も

の

不

可

ご

覧

い

。　
そ

れ

れ

た

美

の    ぃ  に  的  れ

と

考

え

ら

そ

も

客

観

能

な

理

由

た

だ

き

た

は

第

３

章

の

手

書

き

四

　

漢

字

貝

と

見

部

の

差

異

の

漢

字

が

断

す

る

ポ

れ

ば

な

ら

識

別

す

る

の

差

異

」

れ

る

。　
そ

お

け

る

細

が

あ

る

。

て

は

共

通

そ

の

正

し

題

に

し

な

の

漢

字

の

間

の

、　
字

手

書

き

の

の

相

違

に

の

違

い

と

い

の

で

ほ

と

ん

ど

差

が

出

る

こ

と

は

な

い

。
）
詳

し

く

は

こ

れ

も

拙

稿

を

ご

覧

い

た

だ

き

た

い
。

捉 基 漢 体 字 く い 認 つ 部 れ に ポ な イ 存
L｀ の

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

イ

ン

ト

人

と

入

、

若

と

苦

の

よ

う

に

「

で

識

別

さ

れ

る

字

が

あ

る

。

こ

在

す

る

場

合

に

は

、

そ

の

「
細

ン

ト

と

な

る

。

こ

の

「
細

部

の

い

差

異

で

あ

り

、

こ

の

よ

う

な

イ

ン

ト

と

な

る

、

問

題

に

し

な

つ

い

て

は

、

ほ

ぼ

共

通

認

識

が

に

対

し

「
本

来

は

問

題

に

し

な

の

差

異

が

正

誤

の

基

準

と

さ

れ

ま

り

、

問

題

に

し

な

く

て

よ

い

識

が

成

立

し

て

い

な

い

の

で

あ

共

通

認

識

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

て

よ

い

「
細

部

の

差

異

」

と

は

形

と

印

刷

の

文

書

な

ど

で

使

用

の

違

い

と

捉

え

な

く

て

よ

い

「

字

と

活

字

の

漢

字

の
字

形

の
違

づ

く

表

し

方

の

差

」

（
第

２

章

。

え

、

手

書

き

の
漢

字

が

「
そ

の

漢

字

の

形

状

に

お

け

の

よ

う

に

対

比

的

な

部

の

差

異

」

が

正

誤

差

異

」

は

問

題

に

し

対

比

的

な

形

状

の

漢

け

れ

ば

な

ら

な

い

「

成

立

し

て

い

る

と

考

く

て

よ

い

漢

字

の

形

た

り

す

る

と

い

っ
た

「
細

部

の

差

異

」

に

り

、

こ

の

指

針

の

目

に

あ

る

。

で

は

、

そ

何

か

と

い

え

ば

、

手

さ

れ

る

漢

字

の

字

形

細

部

の

差

異

」

で

あ

い

を

、
「そ

れ

ぞ

れ

の

３

）
と

捉

え

ず

に

、

文

字

特

有

の

字

体

を

表 字 習 る と 書 の 的 つ 状 状 え 細 宇 な を 形 る
口
円

玄
小状１ヽ′千十

ノ
を部らア

」
　
戸
‘

況

」

ま問きの慣体し



て

」
い

な

い

、
「
そ

の

文

字

が

備

え

て

お

く

ベ

持

っ

て

」

い

な

い

と

し

て

し

ま

う

の

で

あ

る

指

針

で

は

、

そ

の

問

題

に

し

な

く

て

よ

い

て

、

第

２

章

「
明

朝

体

と

手

書

き

（
筆

写

）

書

き

の

楷

書

の

例

を

示

し

て

具

体

的

に

説

明

形

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

」

で

そ

れ

を

補

足

し

て

問

題

に

し

な

く

て

よ

い

「
細

部

の

差

異

」

が

る

か

。
は

な

す

か

、

は

ら

う

か

。
と

め

る

か

箇

所

を

読

み

さ

え

す

れ

ば

正

し

い

理

解

が

得

で

指

針

の

考

え

を

よ

り

明

確

に

す

る

た

め

に

一
　
＾
・
　
〓

卜

は

、

次

の

三

つ

で

あ

る

と

考

え

る

。

Ｈ

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

国

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

口

画

数

と

字

体

こ

の

三

つ
に

絞

っ

て

考

え

を

述

べ

る

。

ｎ

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

指

針

で

は

第

２

章

。
４

・
固

「
は

ね

る

か

、

の

ア

、

イ

で

「
漢

字

の

点

画

の

終

筆

を

は

ね

て

、

い

ろ

い

ろ

な

書

き

表

し

方

が

あ

る

も

の

ア

で

は

「
縦

画

の

終

筆

を

は

ね

て

書

く

こ

と

あ

る

も

の

」

が

示

さ

れ

て

い

る

が

、

そ

こ

に

ね

を

い

つ
た

い

私

た

ち

は

意

識

し

て

書

い

て

き

骨
「
細

の

楷

し

、

い

る

示

さ

な

ど

ら

れ

、　
説

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

係

」

字

体

は

様

ユ川″
ま

、

）る

。

な

ポ

で

手

・
字

々

な

つ

け

そ

の

そ

こ

イ

ン

か

に

関

す

る

例

」

と

め

る

か

に

つ

い

を

示

し

て

い

る

。

め

て

書

く

こ

と

も

た

縦

画

の

と

め

は

ろ

う

か

。

言

葉

に

と

め

る

か

」

の

よ
∪
、

示

さ

い

る

組

み

を

過

不

足

な

く

明 そ に れ
°

第 書 部だ れ と 例  ｀
る

が う つ て そ 3と の
差の立早こで

′
い

、ル
れ

要 あ て る に ¬ 関 異

に
ン
[)

い

す

る

と

「
は

ね

て

書

く

こ

と

も

、

と

め

て

書

く

こ

と

も

」

と

な

っ

て

、

い

か

に

も

は

ね

と

と

め

を

意

識

的

に

書

き

分

け

て

い

る

か

の

よ

う

に

な

っ

て

し

ま

う

が

、

こ

れ

は

前

述

し

た

と

お

り

、

筆

記

用

具

が

筆

先

に

弾

力

性

の

な

い

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ

ン

に

代

わ

り

、

縦

画

か

ら

次

の

画

に

移

る

と

き

に

跡

が

つ

い

た

り

つ
か

な

か

っ
た

り

し

て

、

結

果

的

に

書

か

れ

た

字

が

は

ね

て

書

い

て

あ

る

よ

う

に

見

え

も

し

、

と

め

て

あ

る

よ

う

に

見

え

も

す

る

だ

け

の

こ

と

で

、

は

ね

て

書

い

て

い

る

わ

け

で

も

、

と

め

て

書

い

て

い

る

わ

け

で

も

な

い

。

だ

か

ら

こ

の

「
縦

画

の

終

筆

を

は

ね

て

書

く

こ

と

も

、
と

め

て

書

く

こ

と

も

あ

る

も

の

」
は

、
「
縦

画

の

終

筆

に

意

識

的

に

は

ね

跡

を

つ
け

る

よ

う

に

書

か

な

く

て

も

よ

い

も

の

」

と

す

る

の

が

適

切

で

あ

る

。

さ

で

は

漢

字

の

点

画

の

終

筆

に

意

識

的

に

は

ね

跡

を

つ
け

る

よ

う

に

書

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

（
必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

）

は

ど

の
字

で

あ

ろ

う

か

。
第

２

章

に

は

そ

の
漢

字

は

示

さ

れ

て

い

な

い
。

第

３

章

で

は

Ｑ

３８
、
Ｑ

４５
、

Ｑ

７２
で

と

め

は

ね

が

取

り

上

げ

ら

れ

、

Ｑ

２１

に

も

若

干

そ

の

記

述

が

あ

る

。

Ｑ

３８
、

Ｑ

４５
は

そ

れ

ぞ

れ

第

２

章

。
４

・

り
¨
の

ア

と

イ

の

補

足

説

明

で

あ

る

ｃ　
Ｑ

７２
は

前

述

し

た

キ

（
て

へ
ん

）

の

説

明

が

中

心

で

あ

る

が

、

他

に

「
は

ね

る

か

、

と

め

る

か

は

、

字

体

の

違

い

に

及

ぶ

と

ま

で

は

言

え

ま

せ

ん

」

と

し

て

手

書

き

で

十

の

漢

字

を

示

し

て

い

る

ｃ

そ

の

内

の

一

つ
が

可
Ｊ

　
．可
―

で

あ

る

。

丁

と

丁

は

康

熙

字

典

で

は

弁

似

。
二

字

相

似

に

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

別

字

で

あ

る

が

、
下

の

古

字

で

あ

る

丁

は

現

在

で

は

全

く

使

わ

れ

て

い

な

い

の

で

、



指

針

は

こ

こ

に

例

示

し

た

の

で

あ

ろ

う

。　
ま

た

Ｑ

２１
で

は

、　
と

め

は

ね

の

違

い

に

よ

つ

て

「
字

体

が

異

な

り

、

字

種

も

変

わ

る

た

め

、

正

誤

の

問

題

が

生

じ

る

例

」
と

し

て

手

書

き

の

耳
―
　
メ
ゴ

が

示

さ

れ

て

い

る

。

Ｑ

７２
で

も

「
『
干

』

と

い

う

漢

字

を

は

ね

て

書

く

と

『
千

』

と

い

う

別

字

に

な

り

ま

す

ｃ

こ

れ

は

、

と

め

て

い

る

か

は

ね

て

い

る

か

に

よ

っ

て

、

別

の

漢

字

と

し

て

判

別

さ

れ

る

例

で

す

」

と

説

明

さ

れ

て

い

る

。

千

は

常

用

漢

字

で

あ

る

が

、

千

は

常

用

漢

字

で

は

な

く

、

熟

語

に

使

わ

れ

る

こ

と

も

ほ

と

ん

ど

な

い
字

で

、

一
般

の

人

に

と

つ

て

は

、
「
吾

十

有

五

而

志

子

学

」
（
吾

十

有

五

に

し

て

学

に

志

す

）
の

よ

う

に

置

き

字

と

し

て

漢

文

の

教

科

書

で

見

か

け

た

こ

と

が

あ

る

程

度

の

字

で

あ

ろ

う

。

子

が

非

常

に

使

用

頻

度

の

低

い
字

で

あ

っ

て

も

、

千

と

い

う

字

が

あ

っ

て

、

干

と

千

が

縦

画

の

と

め

は

ね

で

識

別

さ

れ

る

以

上

、

干

は

縦

画

を

は

ね

て

は

な

ら

ず

、

千

は

縦

画

を

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

子

は

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

で

あ

る

が

、

他

に

は

ど

ん

な

字

が

あ

る

の

か

。
指

針

で

は

「
『
千

』
と

『
千

』
な

ど

例

外

を

除

け

ば

、

い

ず

れ

の

漢

字

に

つ

い

て

も

、

は

ね

る

か

、

と

め

る

か

は

、

字

体

の

違

い

に

及

ぶ

と

ま

で

は

言

え

ま

せ

ん

」

（
Ｑ

７２
）
と

述

べ

る

だ

け

で

、

千

以

外

の

漢

字

を

示

し

て

い

な

い

。

し

か

し

、

「
『
千

』

と

『
千

』

な

ど

」

と

「
な

ど

」

が

つ

い

て

い

る

か

ら

、

子

の

他

に

も

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

が

あ

る

こ

と

を

、

指

針

は

示

唆

し

て

は

い

る

。

こ

こ

か

ら

は

私

の
考

え

に

な

る

が

、

子

の

他

に

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

と

し

て

は

成

が

挙

げ

ら

れ

る

。
な

ぜ

な

ら

ば

成

と

い

う

漢

字

が

あ

り

、

は

ね

が

二

字

を

識

別

す

る

ポ

イ

ン

ト

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。
（成

も

戊

も

常

用

漢

字

で

は

な

い

。
）

他

に

は

「
千

」

と

「
成

」

が

音

符

（
声

符

）

の

形

声

文

字

で

、

常

用

漢

字

に

限

る

と

芋

・
宇

・
越

の

三

字

で

あ

る

。

形

声

文

字

の

三

字

を

必

ず

は

ね

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

と

す

る

こ

と

に

は

異

論

も

あ

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

芋

に

対

し

て

は

は

ね

の

有

無

が

識

別

の

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

芋

と

い

う

漢

字

が

存

在

す

る

。
（芋

は

常

用

漢

字

で

は

な

い

。
）
宇

。
越

に

は

は

ね

の

有

無

が

識

別

の

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

宇

・

越

の

よ

う

な

漢

字

は

存

在

し

な

い

が

、

宇

・
越

を

「
う

」

「
え

つ
」

と

読

む

の

は

、

も

ち

ろ

ん

「
干

」

「
成

」

の

部

分

を

読

ん

で

い

る

の

で

あ

る

。

ま

た

形

声

文

字

の

知

識

が

あ

れ

ば

、

名

著

『
武

士

の
娘

』

の

作

者

。
杉

本

鍼

子

の

名

を

、

た

と

え

鐵

が

知

ら

な

い
字

で

あ

っ
た

と

し

て

も

（
銭

は

常

用

漢

字

で

は

な

い

）
、

銭

の

「
成

」

に

目

を

付

け

て

「
え

つ

こ

」

と

読

む

こ

と

も

で

き

る

。

だ

か

ら

、

宇

・
越

は

は

ね

跡

を

つ
け

て

書

か

な

く

て

も

別

の

字

に

見

誤

れ

る

虞

は

な

い

が

、

形

声

文

字

の

芋

。
宇

。
越

の

三

字

は

必

ず

は

ね

跡

を

つ
け

る

よ

う

に

書

く

。

は

ね

跡

の

有

無

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

と

す

る

べ

き

で

あ

る

と

考

え

る

。

国

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

漢

字

横

画

の

長

短

に

つ

い

て

は

、
第

２

章

。
４

・
０

「
長

短

に

関

す

る

例

」

の

ア

・
イ

・
オ

で

例

を

挙

げ

て

説

明

し

、
第

３

章

の

Ｑ

４４
、
Ｑ

５８
で

そ

れ

を

補

足

し

て

い

る

。
そ

の

他

に

も

Ｑ

・５
、
Ｑ

２１
に

若

干

説

明

が

あ

る

。
そ

の

Ｑ

・５
に

、
「
『
士

』

と

『
土

』
、
『
末

』

と

『
未

』

の

よ

う

に

、

上

下

に

あ

る

横

画

の

長

さ

が

入

れ

替

わ

れ

ば

、

別

の

漢

字

に

な

る

も

の

が

あ

り

ま

7



す

。

る

例

士
　
・

の

横

横

画

イ

ン

け

れ

で

あ

と

『

の

右
『
土

と

『

符

（

ど

の
（
第

ど

、

が

入

う

な

こ

と

し

よ

に

例

る

手

こ

れ

ら

は

、

字

形

の

異

な

り

が

、

字

体

の
違

い

に

ま

で

及

ん

で

い

で

す

」
と

あ

る

の

で

（
Ｑ

２１
、
Ｑ

５８
に

も

同

趣

旨

の

記

述

が

あ

る

）
、

土

・
末

・
未

の

四

字

に

つ

い

て

は

、

士

な

ら

必

ず

上

の

横

画

を

下

画

よ

り

長

く

書

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

よ

う

に

、

二

本

の

の

長

短

が

明

確

に

書

き

表

さ

れ

て

い

る

か

が

正

誤

を

判

断

す

る

ポ

ト

に

な

る

。

し

か

し

指

針

で

横

画

の

長

短

を

明

確

に

書

き

表

さ

な

ば

な

ら

な

い
漢

字

と

し

て

明

示

さ

れ

て

い

る

の

は

こ

の

四

字

だ

け

り

、
そ

の

四

字

以

外

の

字

に

つ

い

て

は

、
「
構

成

要

素

と

し

て

の
『
士

』

土

』

に

つ

い

て

、

横

画

の

長

短

が

問

題

に

さ

れ

な

い

の

は

、

漢

字

部

や

上

部

の

狭

い

部

分

に

は

ま

る

よ

う

な

場

合

が

多

い

。
『
士

』
と

』
と

同

様

に

、
横

画

の

長

短

が

字

体

の

判

別

に

関

わ

る

も

の

に
『
末

』

未

』

が

あ

る

が

、

構

成

要

素

と

し

て

の

『
末

』

と

『
未

』

は

、

音

漢

字

の
音

を

表

す

部

分

）

と

な

っ

て

い

る

ケ

ー

ス

が

多

い

こ

と

な

た

め

、

長

短

が

入

れ

替

わ

る

よ

う

に

書

か

れ

る

こ

と

が

少

な

い

」

２

章

・
４

。
田

。
オ

の

※

１

）
、

「
『
喜

』
、
『
仕

』
、
『
寺

』
、
『
荘

』

な

漢

字

の

一
部

に

な

っ

て

い

る

も

の

に

つ

い

て

は

、
『
士

』

と

『
土

』

れ

替

わ

つ
た

よ

う

な

形

で

書

か

れ

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

よ

習

慣

を

持

つ
漢

字

に

つ

い

て

は

、

別

の

漢

字

に

見

間

違

え

ら

れ

る

が

な

い

の

で

、

誤

り

で

あ

る

と

ま

で

断

じ

る

こ

と

は

で

き

な

い

で

う

」

（
Ｑ

４４
）

と

い

う

説

明

と

、

第

２

章

・
４

・
田

の

ア

・
イ

。
オ

示

さ

れ

て

い

る

漢

字

、

お

よ

び

「
字

形

比

較

表

」

に

示

さ

れ

て

い

書

き

の

漢

字

の
字

形

か

ら

、
指

針

の
考

え

を

推

測

す

る

し

か

な

い

。

ま

ず

構

成

要

素

と

し

て

「
士

」

と

「
土

」

を

持

つ
漢

字

に

つ

い

て

考

え

る

。

指

針

で

は

「
士

」

と

「
上

」

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

だ

け

を

独

立

さ

せ

て

第

２

章

・
４

・
田

。
オ

に

「
画

の

長

短

が

字

体

の

判

別

に

関

わ

る

も

の

と

し

て

『
士

』

と

『
士

』

が

挙

げ

ら

れ

る

が

、

こ

れ

ら

が

別

の

漢

字

の

構

成

要

素

に

な

っ

て

い

る

場

合

に

、

必

ず

し

も

長

短

を

問

題

に

す

る

必

要

の

な

い

も

の

」

の

例

を

示

し

、

Ｑ

４４
で

前

述

の

よ

う

な

説

明

を

し

て

い

る

。

構

成

要

素

と

し

て

「
士

」

を

持

つ
漢

字

は

、

士

そ

れ

自

体

を

除

く

と

、

常

用

漢

字

に

は

二

十

二

字

あ

る

が

、

オ

に

そ

の

内

の

十

三

字

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。
（例

示

さ

れ

て

い

る

の

は

十

五

字

で

あ

る

が

待

。
調

は

誤

り

。

本

論

の

注

（
１

）

を

参

照

。
）

そ

の

十

三

字

は

「
必

ず

し

も

長

短

を

問

題

に

す

る

必

要

の

な

い

も

の

」

で

あ

る

か

ら

、

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

。

残

り

の

九

字

の

内

、

仕

（
喜

。
荘

は

オ

の

例

と

重

複

し

て

い

る

）

が

Ｑ

４４
で

「
士

」

と

「
土

」

が

入

れ

替

わ

つ
た

よ

う

な

形

で

書

か

れ

て

も

「
誤

り

で

あ

る

と

ま

で

断

じ

る

こ

と

は

で

き

な

い

で

し

ょ

う

」

と

説

明

さ

れ

て

い

る

の

で

、

仕

も

横

画

の

長

短

を

正

誤

判

断

の

ポ

イ

ン

ト

と

し

な

い

こ

と

に

な

る

。

残

り

は

壮

・
詰

・
壱

・
鼓

。
膨

・
殻

・
款

・
隷

の

人

字

で

あ

る

が

、

そ

の

内

の

壮

と

詰

の

「
士

」

だ

け

が

字

源

的

に

士

で

あ

り

、

他

は

そ

う

で

は

な

い
。

壮

と

詰

は

オ

に

荘

・
装

や

吉

。
結

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

の

で

、
「
必

ず

し

も

長

短

を

問

題

に

す

る

必

要

の

な

い

も

の

」
と

考

え

ら

れ

る

し

、

他

の

六

字

も

オ

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

他

の

漢

宇

か

ら

考

え

て

、
「
必

ず

し

も

長

短

を

問

題

に

す

る

必

要

の

な

い

も

の

」
に

な

る

/θ


