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特集♦新しくなった「常用漠字表」

図表 国語審議会及び文化審議会（国語分科会）の表記に関する答申等と内閣告示の状況
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ー
は
じ
め
に

平
成
17
年
3
月
30
日
に
、
文
部
科
学
大
臣
か
ら
文

化
審
議
会
に
対
し
て
‘
[
情
報
化
時
代
に
対
応
す
る

漠
字
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
が
諮
閻
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
文
化
審
試
会
国
詔
分
科
会
に
お
い
て

検
討
が
行
わ
れ
、

2
度
に
わ
た
っ
て
試
案
を
公
表
し

て
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
追
加
・

削
除
字
種
に
つ
い
て
の
意
織
調
査
も
実
施
し
て
、
．
平

成
22
年
6
月
7
日
に
「
改
定
常
用
漠
字
表
」

(
2
1

3
6
字
）
が
答
申
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
答
申
を
受

け
、
関
係
府
省
と
の
調
監
を
経
て
、
．
同
年
11
月
24
日

に
新
し
い
「
常
用
漠
字
表
」
が
閣
瞑
決
定
さ
れ
、

11

月
30
日
に
内
閤
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
漠
字
表
の
改
定

は
、
昭
和
56
年
に
「
当
用
漠
字
表
」

(
1
ょ

8
5
0
字）

に
か
わ
っ
て
「
常
用
漠
字
表
」

(
1
9
4ミ

5
字
）
が

定
め
ら
れ
て
以
来
、

29
年
ぶ
り
と
な
打
ま
す
。
こ
の

「
常
用
漠
字
表
」
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
国
語
施
策

に
お
い
て
、
表
記
の
「
目
安
」
や
「
よ
り
ど
こ
ろ
」

と
し
て
答
申
・
建
議
さ
れ
、
内
閣
告
示
さ
れ
た
も
の

を
整
理
す
る
と
左
の
図
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

2

「
常
用
漢
字
表
」
改
定
の
経
緯

平
成
17
年
3
月
の
諮
問
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
の
時

期
に
漢
字
政
策
の
在
り
方
を
検
討
す
べ
き
な
の
か
、

そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

種
々
の
社
会
変
化
の
中
で
も
、
情
斡
化
の
進
展

に
伴
う
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
諧
電
話
な
ど
の
情
報
槻

器
の
普
及
は
人
々
の
言
語
生
活
と
り
わ
け
、
そ
の

漢
字
使
用
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
「
法
令
、
公
用
文
書
、
新

聞
、
雑
誌
、
放
送
な
ど
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お

い
て
、
現
代
の
国
語
を
書
き
表
す
場
合
の
漢
字
使

用
の
目
安
」
で
あ
る
常
用
漢
字
表
（
昭
和
56
年
内

閣
告
示
・
訓
令
）
か
、
果
た
し
て
、
情
報
化
の
進

展
す
る
現
在
に
お
い
て
も
「
漢
字
使
用
の
目
安
」

と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
昭
和
56
年
の

「
常
用
漢
字
表
」
が
情
報
機
器
の
広
範
な
普
及
を
想
定

せ
ず
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
社
会

生
活
で
目
に
す
る
漠
字
の
量
が
当
時
と
比
べ
明
ら
か

に
増
え
て
い
る
現
在
の
漢
字
使
用
の
実
態
を
踏
ま
え

た
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

3)

「
常
用
漢
字
表
」
の
意
義
・
必
要
性

国
語
分
科
会
で
は
、
情
報
機
器
の
使
用
に
よ
る
漠

字
使
用
の
多
用
化
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
中
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
漠
字
使
用
と
い
う

観
点
に
立
っ
て
新
し
い
常
用
漠
字
表
の
検
討
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
漠
字
使
用
の
目
安
を
示
す
漢
字
表
は
、

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
よ
る
文
字
言
語
の
伝
達
を
よ

り
わ
か
り
や
す
く
、
効
率
的
に
す
る
も
の
で
す
。
ま

た、

1
万
字
を
超
え
る
J
I
S
漠
字
が
情
報
械
器
で

使
用
で
き
る
状
況
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
読
み
手
を
意
識
し
た
漠

字
使
用
と
い
う
観
点
が
特
に
大
切
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
国
民
共
通
の
漠
字
使
朋
の
目
安
と

な
る
漢
字
表
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
わ
か
り
や
す
い
日

本
語
表
記
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
「
常
用
漠
字
表
」

を
目
安
と
し
て
、
惰
報
機
器
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
多

数
の
漢
字
を
適
切
に
選
択
し
つ
つ
使
っ
て
い
く
と
い

う
考
え
方
が
広
く
眩
識
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
漠
字
表
は
漠
字

習
得
の
目
標
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

-
「
常
用
漠
字

:
 

L 

の

定

と
し
て
十
分
椴
能
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
検
討

す
る
時
期
に
釆
て
い
る
。

ま
た
、
諮
問
に
お
い
て
は
、
あ
わ
せ
て
、
「
常
用

漢
字
表
の
在
り
方
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

J

I
S
漠
字
や
人
名
用
漢
字
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
、

日
本
の
漢
字
全
体
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
と

い
う
観
点
か
ら
総
合
的
な
漠
字
政
策
の
構
築
を
目
指

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
l

こ
と
、
ま
た
、
「
検
討
に

際
し
て
は
、
漢
字
の
習
得
及
び
運
阻
面
と
の
か
か
わ

り
、
手
書
き
自
体
が
大
切
な
文
化
で
あ
る
と
い
う
二

つ
の
面
か
ら
整
理
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
諮
問
を
受
け
、
国
語
分
科
会
に
お
い
て
は
、

漠
字
小
委
員
会
と
漢
字
小
委
員
会
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
を
設
置
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
総
合
的
な
漠
字
政
策
の
核
と
な
る
も

の
が
国
語
施
策
と
し
て
示
さ
れ
る
漢
字
表
で
あ
る
こ

な
お
、
新
し
い
一
，
常
用
涙
字
表
」
も
、
飽
く
ま
で

も
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
漠
字
使
用
の
目
安

で
あ
り
、
専
門
分
野
や
個
々
人
の
表
記
に
ま
で
及
ほ

そ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。

4

お
わ
り
に

新
し
い
「
常
用
漠
字
表
」
の
内
閤
告
示
と
合
わ

せ
、
「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
（
昭
和

48
年
内
閣
告
示

第
2
号
）
と
「
現
代
仮
名
遣
い
」
（
昭
和
61
年
内
閤

告
示
第
1
号
）
が
一
部
改
巴
さ
れ
た
ほ
か
、
人
名
用

漢
字
を
定
め
る
「
戸
籍
法
施
行
規
則
」
や
学
校
に
お

け
る
漠
字
指
導
の
在
り
方
を
示
す
「
中
学
校
学
習
指

導
要
領
」
の
一
部
改
正
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
「
公
阻
文
に
お
け
る
漠
字
使
用
等
に
つ
い
て
」

が
内
閣
訓
令
と
し
て
定
め
ら
れ
、
各
行
政
機
関
が
作

成
す
る
公
用
文
に
お
け
る
漠
字
使
用
の
具
体
的
な
基

準
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
法
令
に
お
け
る
漠
字

使
用
等
に
つ
い
て
」
も
内
閣
法
制
局
か
ら
通
知
さ
れ

ま
し
た
。
民
間
に
お
い
て
も
、
日
本
新
間
協
会
が
新

し
い
「
常
用
漢
字
表
」
に
基
づ
く
附
字
阻
語
を
定
め

る
な
ど
の
動
き
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
「
常
用
漠
字
表
」
は
、
今

後
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
漠
字
使
用
の
目
安

と
し
て
、
確
実
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
化
庁
と
し
て
も
そ
の
一
層
の

周
知
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

文
化
部
国
語
課
長

舟

橋

徹

~
 

5
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昭
和

56
年
の
「
常
用
漠
字
表
」
に
は
「
こ
の
表

は
、
法
令
、
公
用
文
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
な

ど
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
現
代
の
国
語
を

書
き
表
す
場
合
の
漠
字
使
用
の
目
安
を
示
す
も
の
で

あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
昭
和
21
年
の
「
当
用
漠
字

表
」
の
こ
れ
に
当
た
る
節
分
で
は
「
目
安
」
で
は
な

く
「
範
囲
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
｛
＂
つ
ま
り
「
当
用

漠
字
表
」
は
「
表
の
範
囲
内
」
と
い
う
こ
と
で
制
限

的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
常
阻
漠
字
表
一
で
は
漢

字
使
用
の
目
標
と
し
て
尊
重
す
べ
き
も
の
で
す
が
、

状
況
に
よ
り
適
切
な
配
慮
を
す
る
余
地
を
認
め
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
は
漠
字
使
用
の
考
え
方
に
大
き
な

変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
昧
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

て
前
の
も
の
も
今
回
の
も
の
も
同
じ
く
「
常
用
漠
字

表
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
者
の
考
え
方
の

根
本
は
同
じ
な
の
で
す
。

の
本
を
作
る
た
め
の
同
語
用
字
の
調
査
は
昭
和
31
年

末
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
私
は
昭
和
42
年
に
夏
目
漱
石
の
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
の
漢
字
の
カ
ー
ド
を
作
り
使
用
頻
度
数
の
表
を

発
表
し
ま
し
た
が
、
ま
る

1
年
か
か
り
ま
し
た
。
＿
当

時
と
し
て
は
現
代
雑
誌
の
調
査
か
ら
発
表
ま
で
に
多

く
の
時
間
が
か
か
っ
た
の
も
や
む
を
得
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
昭
和
31
年
の
原
資
料
の
結
果
が
昭
和
56
年
に

公
表
さ
れ
た
漠
字
表
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

で
は
あ
ま
り
に
間
が
空
き
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
国
語
施
策
の
検
討
の
場
合
、
時
間
と
費
用

な
ど
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
自

身
は
「
表
外
漠
字
字
体
表
」
の
と
き
に
す
で
に
「
常

用
漠
字
表
」
の
改
定
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
で

す
。
そ
の
点
で
、
多
く
の
漠
字
使
用
の
資
料
を
集
め

な
が
ら
そ
れ
ら
の
額
度
数
を
考
え
、
使
わ
れ
る
用
法

や
場
面
、
使
用
者
の
意
識
な
ど
様
々
な
面
を
総
合
的

に
判
断
す
る
と
い
う
方
法
は
、
時
間
的
に
も
効
率
的

に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
今
後
改

定
す
る
場
合
の
参
考
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ

゜
ぶ
ノ

今
後
の
参
考
な
ど
と
言
う
と
、
も
う
変
え
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
の
か
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
言
語

は
文
化
を
継
承
す
る
と
い
う
変
わ
ら
な
い
面
と
新
し

い
時
代
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
ゆ
く
面
と
が
あ
る
の
で

す
。
こ
こ
で
は
答
申
に
「
漠
字
政
策
の
定
期
的
な
見

直
し
」
と
い
う
項
目
が
入
っ
た
の
は
大
き
な
こ
と
だ

前
の
「
常
用
漢
字
表
」
検
尉
の
こ
ろ
に
は
ワ
ー
プ

ロ
な
ど
の
情
報
機
器
が
普
及
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
ー
と
こ
ろ
が
、
ワ
ー
＇
プ
ロ
な
ど
の
急

速
な
発
展
に
よ
り
「
常
用
漠
字
表
」
外
の
漠
字
が
簡

単
に
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
字
体
に
混

乱
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
れ
で
平
成
12
年
「
表
外
漠
字

字
体
表
」
と
い
う
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
情
報
化
社
会
は
進
み
、
人
々

の
言
語
生
活
、
と
り
わ
け
そ
の
漢
字
使
用
に
大
き
な

変
化
が
生
じ
、
漠
字
使
朋
の
目
安
と
し
て
の
役
割
を

果
た
さ
せ
る
た
め
の
改
定
が
必
要
と
な
っ
た
の
で

す
。
そ
の
点
で
こ
の
た
び
の
改
定
は
惰
報
化
社
会
に

対
応
す
る
初
め
て
の
「
常
用
漠
字
表
」
の
改
定
と
い

う
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
情
報
化
は
言

語
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
に
も
憔
界
に
も
連

な
る
問
題
だ
か
ら
で
す

C

と
考
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

現
代
の
よ
う
な
変
化
の
激
し
い
時
代
に
あ
っ
て

は
、
「
言
葉
に
関
す
る
施
策
」
に
つ
い
て
も
、
定

期
的
な
見
通
し
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
漢
字
表
の

よ
う
に
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
書
記
環
境
の
変
化

と
密
接
に
か
か
わ
る
国
語
施
策
に
つ
い
て
は
、
こ

の
点
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
、
定
期
的

に
漠
字
表
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
が
あ
れ
は
改

定
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

こ
の
意
味
で
、
定
期
的
・
計
画
的
な
漢
字
使
用

の
実
態
調
査
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
（
以
下
略
）

と
あ
り
ま
す
。
定
期
的
見
直
し
と
い
う
と
変
え
る
の

だ
と
早
合
点
す
る
人
が
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
c

見
直
し
の
結
果
変
え
る
必
要
が
あ
れ
ば
変

え
る
し
、
変
え
る
必
要
が
な
け
れ
ば
変
え
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
今
回
の
情
報
機
器
の
普
及
に

よ
っ
て
生
じ
た
書
く
こ
と
か
ら
打
つ
こ
と
へ
の
変
化

な
ど
は
、
漠
字
表
を
変
え
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
嘗
記
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
追
加

す
る
だ
け
で
な
く
削
除
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
定
期
的
・
計
画
的
な
漠
字
使
用
の
実
態
調
査
」

と
い
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
当
然
そ
の
た
め
の
予
算

措
置
が
必
要
で
す
。
か
つ
て
は
国
立
国
語
研
究
所
が

あ
る
程
度
国
詰
施
策
の
た
め
の
調
査
を
や
っ
て
く
れ

ま
し
た
が
、
独
立
法
人
化
の
改
編
に
よ
っ
て
今
後
は

ど
う
な
る
か
危
う
い
感
じ
が
し
ま
す
。
国
語
施
策
の

「
常
用
漢
字

□II
I

I

_

 

し

音心

大
阪
大
学
名
誉
教
授

D

国
語
分
科
会
漢
字
小
委
員
会
主
査

前
田
富
祓
一

＿
 

改
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
代
の
漠
字
使
用
の
状
況

を
知
る
た
め
に
出
来
る
か
ぎ
り
新
し
い
頼
り
に
な
る

資
料
を
多
く
集
め
て
い
ま
す
。
漠
字
出
現
頻
度
数
を

瀾
査
し
た
資
料
に
は
、
平
成
1
6
1
1
8
年
の
雑
誌
・
書

籍
の
胴
査
、
平
成
18
年
10
月
・
且
月
の
朝
日
新
聞
・

読
売
新
聞
の
調
査
、
平
成
19
年
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
調

査
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
平
成
18iO
年
を
中
心
と
す
る
こ

れ
だ
け
大
規
模
な
調
査
が
行
わ
れ
公
表
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
鶯
く
べ
き
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
情
報
化
杜

会
な
れ
ば
こ
そ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

情
報
化
社
会
に
対
応
す
る
た
め
の
検
討
資
料
が
古

い
と
い
う
の
で
は
話
に
な
り
ま
せ
ん
。
古
い
情
報
と

い
う
の
は
情
報
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
昭
和
56
年
の

一
常
用
漢
字
表
」
を
作
る
時
の
璽
要
な
資
料
に
国
立

国
語
研
究
所
編
『
現
代
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用
字
』

（
昭
和
37
年
）
と
い
う
の
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

見
直
し
の
た
め
の
闘
査
に
対
す
る
予
算
を
要
望
し
ま

，ず。
「
常
用
漠
字
表
」
改
定
の
意
誂
と
い
う
の
は
、
こ

れ
が
出
来
た
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
、
こ
れ
が
社

会
に
出
て
ど
の
よ
う
に
参
照
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影

薯
を
与
え
て
い
く
か
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
す
。
い
く
ら
良
い
改
定
が
な
さ
れ
て
も
そ
れ
が

誤
っ
て
解
釈
さ
れ
れ
ば
良
い
結
果
と
は
な
り
ま
せ

ん
。
「
常
用
漠
字
表
」
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
な
文
章

を
ま
と
め
て
ゆ
く
か
は
利
附
者
の
考
え
方
に
よ
る
の

で
す
。
そ
の
点
で
は
「
常
用
漠
字
表
」
は
利
用
者
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
す
。
「
常
用

漠
字
表
」
の
改
定
が
よ
り
良
い
情
報
化
社
会
を
作
る

の
に
役
立
つ
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

「
常
后
漠
字
表
」
は
目
的
に
応
じ
た
適
切
な
漠
字

仮
名
交
じ
り
文
を
ま
と
め
る
た
め
の
且
安
で
す
。
よ

り
良
く
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
一
っ
―
つ
の
漢

字
の
用
法
だ
け
で
な
く
、
語
と
し
て
文
と
し
て
漠
字

が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
全
体
の
文
章
が
ま
と
ま
っ

て
い
る
か
が
重
要
で
す
。
表
現
を
変
え
て
わ
か
り
に

く
い
漠
字
を
避
け
る
、
ど
う
し
て
も
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
表
外
漢
字
に
振
り
仮
名
を
付
け
る
な
ど
の

工
夫
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
印
刷
さ
れ

た
文
章
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
も
必
要
で

し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
個
人
の
努
力
の
積
み
重
ね
が

成
功
し
て
は
じ
め
て
、
「
常
用
漠
字
表
」
改
定
の
意

義
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
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舟
橋
本
日
は
大
変
お
忙
し
い
中
、
お
集
ま
り
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
存
じ
の

通
り
、
文
化
審
議
会
か
ら
6
月
7
日
に
答
申
し
て
い

た
だ
い
た
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
は
、
そ
の
後
、
関

係
府
省
と
の
調
整
を
経
て
、

11
月
24
日
に
一
般
の
社

会
生
活
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
目
安
と
し
て
閣
議
決

定
さ
れ
、
内
閣
告
示
と
し
て
11
月
30
日
付
け
で
告
示

さ
れ
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
の
新
し
い
「
常
用
漢
字
表
」
に
つ
い

て
、
そ
の
意
義
、
必
要
性
や
改
定
に
当
た
っ
て
の
基

本
的
な
考
え
方
な
ど
を
広
く
国
民
の
皆
様
に
ご
理
解

い
た
だ
く
た
め
に
、
審
議
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た

国
語
分
科
会
委
員
で
漢
字
小
委
員
会
に
所
属
さ
れ
て

い
た

3
名
の
先
生
方
、
内
田
伸
子
先
生
、
納
屋
信

ち
か
ふ
み

先
生
、
林
史
典
先
生
に
ご
出
席
い
た
だ
き
、
座
談
会

を
開
催
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
漢
字
表
で
は
、
字
種
の
増
減
だ
け
で

な
く
、
音
訓
の
整
備
、
読
み
へ
の
配
慮
、
手
書
き
ヘ

の
配
慮
と
、
ず
い
ぶ
ん
手
厚
い
形
で
表
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
手
書
き
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
用
例

を
出
し
て
、
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
ま
す
の
で
、

目
安
と
し
て
信
頼
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
2
度
の
試
案
に
対
す
る
国

民
か
ら
の
意
見
募
集
が
行
わ
れ
、
会
議
そ
の
も
の
も

公
開
で
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
開
か
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

林
今
、
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
国
語
分
科
会

及
び
漢
字
小
委
員
会
は
す
べ
て
公
開
し
ま
し
た
。
そ

は
じ
め
に

内田伸子氏

そ
れ
で
は
、
早
速
で
す
が
、
漢
字
表
の
審
議
に
携

わ
っ
て
こ
ら
れ
て
お
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
お

話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

内
田
日
本
語
は
漢
字
と
仮
名
文
字
を
持
っ
た
こ
と

に
よ
り
文
章
に
視
覚
的
な
効
果
と
音
楽
的
な
効
果
を

も
た
ら
し
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
意

味
で
漢
字
と
い
う
の
は
と
て
も
大
事
だ
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
漢
字
を
使
う
文
化
圏
に
生
ま
れ
た

こ
と
を
大
変
幸
せ
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

漢
字
小
委
員
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
「
改

定
常
用
漢
字
表
」
の
作
成
の
一
端
を
担
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
ま
し
て
、
パ

ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
情
報
機
器
の
普
及
が
人
々

の
言
語
生
活
に
、
と
り
わ
け
漢
字
使
用
に
非
常
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
中
で
「
常
用
漢
字
表
」
が

現
代
の
漢
字
使
用
の
目
安
と
し
て
ほ
ん
と
う
に
機
能

し
得
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
時
代
に
即
し
た
「
常

用
漢
字
表
」
を
作
成
す
る
、
そ
の
時
期
に
来
て
い
るれから国民からの意見募集も2度行いまし

た。そういうことを通じて非常に透明度の高

い議論ができたのではないかと思いますし、

その結果、情報化の実態に合わせた改定がで

きたのではないかと思います。

審議の過程では、憂鬱の「鬱」とか、それ

から代名詞の「俺」、三鷹の「鷹」、障碍の

「碍」などの採否が議論の焦点になりました。

また、謙遜の「遜」とか、遡及の「遡」と

か、「謎」などの新しく加わる漢字の二点し

んにゅう(4)も問題になりました。それぞ

れ「常用漢字表」見直しの本質的な問題にか

かわる事項であって、そういうものがしつか

りと議論できたということはこの答申にとっ

て大変いいことだったと思います。

例えば、「鬱」という字など画数の多い漢

字も加わりましたが、これに関しては「漢字

表に掲げるすべての漢字を手書きできる必要

はなく、また、それを求めるものでもない」

ということを示しました。「鷹」というのは、

固有名詞に用いる漢字と社会的に共有される

漢字の関係ということを考える非常に大きな

きっかけになりました。それから、しんにゅ

うに関して言いますと、手書きの字体と印刷

字体との関係を整理するきっかけになったと

思っています。大事な事項はほとんど審議の

過程の中で取り上げられ、その分だけきめの

_＿―l 
． 

常
用
漢
字
表
L 

の
改

翠
め
ぐ
つ
て

細
か
な
検
討
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
。

●
出
席
者
（
敬
称
略
）

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
教
授

日
本
文
化
大
学
准
教
授

聖
徳
大
学
教
授
、
国
語
分
科
会
長

と
の
認
識
に
立
っ
て
改
定
作
業
が
行
わ
れ
た
わ
け

で
、
こ
の
作
成
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
大
変
光
栄
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

納
屋
私
も
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
せ

た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
感
慨
は
非
常
に
大
き
な
も
の

が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
漢
字
表
が
、
国
民
の
日
常
的

な
漢
字
使
用
、
こ
れ
か
ら
も
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の

言
語
生
活
が
安
定
し
て
続
く
、
そ
の
大
前
提
に
な
る

も
の
と
強
く
認
識
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
改
定
の
最

も
基
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
字
体
の
安
定
と
い

う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
機

器
で
の
字
体
の
変
更
は
、
社
会
的
な
混
乱
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
を
将
来
的
に
も
防
ぐ
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
は
、
日
常
あ
ま
り
気
に
せ
ず
に
過
ご
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
放
送
、
新
聞
等
で
、
こ

の
漢
字
表
を
役
立
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
と
て
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
の

で
す
。

「
常
用
漢
字
表
」
の
意
義
・
必
要
性

舟
橋
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
「
常
用
漢
字

表
」
の
意
義
・
必
要
性
に
つ
い
て
の
話
題
に
入
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
改
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
情
報
機
器
の
普

及
が
人
々
の
言
語
生
活
と
り
わ
け
、
そ
の
漢
字
使
用

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
「
常
用
漢
字
表
」
が
漢
字
使
用
の

目
安
と
し
て
十
分
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
つ
ま

り
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
と
し
て
の
漢
字
使
用
と
い
う
こ
と
が
重
要
な

観
点
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
．

ま
ず
、
情
報
化
社
会
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
常
用
漢

字
表
」
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
そ
の
辺
り
の
ご
説
明

を
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

林
漢
字
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
字
や
仮
名
と
違
っ

て
字
種
が
大
変
多
い
。
字
形
も
複
雑
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
習
得
が
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る

と
、
読
み
書
き
能
力
に
大
き
な
個
人
差
が
出
て
き
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
漢
字
を
社
会
に
広
く
通
用
さ
せ
る

た
め
に
は
、
一
人
一
人
が
共
有
す
べ
き
漢
字
の
範
囲

ー
ー
字
種
と
か
読
み
方
で
す
ね
そ
れ
を
定
め
て
、

そ
れ
を
習
得
目
標
に
す
る
と
と
も
に
、
誰
も
が
読
め

る
よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
章
で
用
い
る

舟
橋
徹
司
会
、
文
化
庁
文
化
部
国
語
課
長

林納内
屋田

史伸
典信子
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漢
字
と
い
う
の
は
そ
の
範
囲
内
に
と
ど
め
る
努
力
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
、
こ
う
い

う
漢
字
表
を
作
る
意
義
や
必
要
性
が
あ
る
の
で
す
。

今
回
の
漢
字
表
の
改
定
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

情
報
化
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
実
は
パ
ソ
コ
ン
が

普
及
し
た
の
は
こ
の
25
年
か
ら
30
年
ぐ
ら
い
の
間
で

し
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
、
こ
れ
を
使
え
ば
誰
で
も

書
け
な
い
漢
字
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
ま
で
読
め
な

か
っ
た
漢
字
ま
で
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

こ。t
 一

方
で
、
情
報
機
器
に
よ
っ
て
大
量
の
文
章
が
作

成
さ
れ
、
そ
れ
を
効
率
よ
く
読
み
取
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
環
境
で

大
事
な
の
は
読
み
取
り
や
す
さ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
情
報
機
器
を
利
用
す
れ
ば
自
由
に
漢
字
が
使

え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
読
み
手
に
配
慮
し
な
い
書
き

方
を
す
れ
ば
、
読
み
取
り
や
す
さ
が
損
な
わ
れ
ま

す
。
機
器
の
長
所
を
生
か
し
た
読
み
取
り
や
す
い
書

き
方
、
国
民
の
感
覚
に
合
っ
た
、
豊
か
で
わ
か
り
や

す
い
書
き
方
を
す
る
に
は
ど
の
程
度
の
漢
字
と
、
ど

の
よ
う
な
音
訓
が
必
要
か
、
社
会
の
実
態
を
調
査
し

て
情
報
化
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
表
に
改
め
る
必

要
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
「
常
用
漢
字

表
」
は
、
そ
の
よ
う
な
必
要
に
応
じ
た
も
の
だ
と
言

え
る
と
思
い
ま
す
。

舟
橋
こ
の
「
常
用
漢
字
表
」
と
い
う
も
の
は
、
そ

も
そ
も
ど
の
よ
う
な
性
格
の
漢
字
表
で
あ
る
と
と
ら

何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回

の
漢
字
表
と
教
育
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
意
義
と

い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
字
体
が
確
実
に
な
っ
て
採

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

J

I
S
漢
字
と
の
か
か
わ
り
で
、
追
加
漢
字
の
字
体
に

こ
う
き
、

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
康
熙
字
典
体
に
よ
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
点
で
、
難
し
い
よ
う
に
も
思
え
る

の
で
す
が
、
印
刷
文
字
の
表
外
漢
字
と
の
か
か
わ
り

も
考
え
る
と
き
、
む
し
ろ
自
然
だ
と
い
う
認
識
を
持

て
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
字
体
と
書
体
と
字
形
の
違
い
に
つ

い
て
、
改
め
て
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
こ
う

い
う
意
向
が
答
申
に
は
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
か
と

思
い
ま
す
。
字
体
に
つ
い
て
は
飽
く
ま
で
も
抽
象
的

み
ん

な
形
態
上
の
概
念
、
書
体
は
明
朝
体
だ
と
か
ゴ
シ
ッ

ク
体
だ
と
か
と
い
う
目
で
見
え
て
い
る
一
定
の
ス
タ

イ
ル
の
体
系
と
い
う
よ
う
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
字

体
、
書
体
、
そ
し
て
字
形
に
つ
い
て
は
、
今
後
や
は

り
こ
の
違
い
を
確
実
に
了
解
し
た
上
で
漢
字
を
考
え

て
い
く
の
が
よ
ろ
し
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

教
育
の
面
で
は
、
学
習
者
の
年
齢
的
な
こ
と
や
、

漢
字
を
読
む
指
導
か
、
書
く
指
導
か
等
い
ろ
い
ろ
な

問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
当
然
教
育
上
の
配
慮
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

す
。
文
部
科
学
省
で
今
回
の
「
常
用
漢
字
表
」
の
内

閣
告
示
を
受
け
た
対
応
に
つ
い
て
、
専
門
家
会
議
で

検
討
を
重
ね
ら
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

内
田
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
は
、
昭
和
56
年
の

「
常
用
漢
字
表
」
と
性
格
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
「
一
般

の
社
会
生
活
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
目
安
」
と
な
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
性
格
を
持
っ
て

い
る
も
の
で
す
。
専
門
用
語
や
固
有
名
詞
は
対
象
外

で
あ
り
、
個
々
人
の
表
記
も
対
象
外
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
に
な
い
漢
字

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
改
定

常
用
漢
字
表
」
が
示
さ
れ
れ
ば
、
例
え
ば
、
教
育
現

場
な
ど
で
は
そ
の
目
安
に
対
応
し
た
指
導
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

教
育
上
の
適
切
な
措
置
に
委
ね
る
と
し
て
、
文
部
科

学
省
で
も
既
に
専
門
家
会
議
で
検
討
が
行
わ
れ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
「
常
用
漢
字
表
」
は
、
飽
く
ま

で
も
「
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
目

安
」
で
あ
る
と
私
た
ち
は
受
け
止
め
て
お
け
ば
よ
ろ

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

舟
橋
「
常
用
漢
字
表
」
は
、
「
一
般
の
社
会
生
活
に

お
け
る
漢
字
使
用
の
目
安
」
と
い
う
こ
と
で
、
基
本

的
に
固
有
名
詞
、
あ
る
い
は
専
門
分
野
の
言
葉
は
こ

れ
ま
で
と
同
様
、
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字

と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
人
名
用
漢
字
、
あ
る

い
は
情
報
機
器
に
搭
載
さ
れ
る
J
I
S
漢
字
、
さ
ら

に
は
、
学
校
現
場
で
使
わ
れ
て
い
る
学
年
別
漢
字
配

当
表
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
「
常
用
漢
字
表
」
と
こ
れ

林
常
用
漢
字
と
人
名
用
漢
字
、

J
I
S
漢
字
と
は

大
変
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
人
名
用
漢
字
と
い

う
の
は
、
「
常
用
漢
字
表
」
の
漢
字
以
外
に
人
の
名

前
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
漢
字
を
定
め
た
も
の

で
、
現
在
は
約
1
0
0
0
字
、
正
確
に
言
う
と

9
8

5
字
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
人
名
用
の
漢
字
に
も
制
限
が

設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
命
名
の
自

由
は
認
め
つ
つ
も
人
の
名
前
の
持
つ
社
会
性
と
い
う

観
点
か
ら
言
う
と
、
や
は
り
常
用
平
易
な
文
字
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
、
そ
う
い
う
考
え
方

が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
常
用
平
易
な
漢
字

の
範
囲
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
全
く
常
用
漢
字

と
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
た
び
の
「
改
定
常
用

漢
字
表
」
の
答
申
の
前
文
に
も
そ
の
よ
う
な
考
え
方

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

J
I
S
漢
字
で
す
が
、

J
I
S
漢
字
と
い
う
の
は

情
報
機
器
に
搭
載
す
る
漢
字
及
び
そ
の
規
格
を
定
め

た
も
の
で
す
。
第
1
水
準
か
ら
現
在
第
4
水
準
ま

で
、
す
べ
て
合
わ
せ
る
と

1
万
5
0
字
あ
り
ま
す
。
常

用
漢
字
は
こ
れ
と
整
合
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
今
回
の
改
定
で
は
、
情
報
機
器
に
お
け
る
漢
字

の
実
態
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
も

や
は
り
情
報
機
器
の
漢
字
は
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
必

要
が
非
常
に
大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

「
常
用
漢
字
表
」
の
字
体
と
情
報
機
器
の
字
体
と
が

一
致
し
て
い
な
い
と
混
乱
が
発
生
し
ま
す
。
そ
こ

で
、
今
回
も
漢
字
表
に
は
、
印
刷
文
字
や
J
I
S
漢

氏信屋納

ら
と
の
関
係
や
今
回
の
改
定
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

納
屋
ま
ず
教
育
の
面
か
ら
で
す
が
、
こ
の
漢
字
表

は
「
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
目

安
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
学
校

の
子
供
た
ち
の
側
か
ら
し
ま
す
と
、
習
得
の
た
め
の

目
安
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
子
供
た

ち
が
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
、
そ
こ
に
入
っ
て
い

く
、
参
加
し
て
い
く
と
い
う
上
で
の
―
つ
の
通
過
点

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
前
の
「
常
用
漢

字
表
」
も
そ
う
で
し
た
が
、
そ
の
価
値
や
役
割
で
は

字
に
お
け
る
字
体
に
従
っ
て
通
用
字
体
を
掲
げ
ま
し

た
。
謙
遜
の
「
遜
」
、
遡
及
の
「
遡
」
、
「
謎
」
と
い

う
字
の
し
ん
に
ゅ
う
部
分
が
二
点
し
ん
に
ゅ
う

(
‘
、
』
)
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
飽
く
ま
で

こ
れ
は
印
刷
文
字
に
お
け
る
現
代
の
通
用
字
体
で
示

し
た
結
果
で
す
。
一
点
し
ん
に
ゅ
う
、
二
点
し
ん

に
ゅ
う
の
問
題
は
、
言
わ
ば
印
刷
文
字
字
体
に
限
ら

れ
た
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
手
書
き
に
お
け
る
字
体

の
正
誤
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
点
は
広

く
理
解
を
し
で
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
だ

と
思
い
ま
す
。

「
常
用
漢
字
表
」
の
基
本
的
な
考
え
方

舟
橋
続
い
て
、
今
回
の
「
常
用
漢
字
表
」
の
改
定

に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
、
あ
る
い
は
字
種

選
定
の
考
え
方
等
に
つ
い
て
話
題
を
移
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

林
今
回
の
文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
は
「
情
報
化
時

代
に
対
応
す
る
漢
字
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
基
本
的
な

考
え
方
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
漢
字
表
を
情
報
化

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
表
に
改
め
る
こ
と
、
こ
こ

に
第
一
の
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
情

報
化
の
実
態
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

実
態
を
踏
ま
え
る
た
め
の
調
査
と
分
析
に
大
き
な
力

を
注
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
字
種
や

音
訓
を
見
直
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
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わ
か
り
や
す
さ
、
読
み
や
す
さ
と
表
現
力
の
豊
か
さ

と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
今
回

の
改
定
も
こ
れ
ま
で
の
回
詰
施
策
の
延
長
線
上
に
あ

る
わ
け
で
す
か
ら
、
国
詰
施
策
と
し
て
の
継
続
性
と

い
う
こ
と
も
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
改
定
に

よ
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
検
討
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

納
屋
漠
字
使
用
の
実
態
を
把
握
す
る
と
い
う
と

き
、
多
く
の
漢
字
が
枇
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
ど
こ
か
の
時
点
で
何
か
に
よ
り
ど
こ
ろ

を
求
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
文
部
科
学
大
臣
の

詑
問
は
平
成
17
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平

た
方
が
い
い
漠
字
が
あ
る
か

f

読
む
こ
と
に
つ
い
て

は
差
し
障
り
が
な
い
か
な
ど
と
い
う
形
で
回
民
の
意

識
を
調
べ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
と
て
も
き
め
細
か

な
形
で
、
国
民
の
皆
様
の
意
見
や
意
識
を
十
分
に
踏

ま
え
た
対
応
が
な
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
音
訓
に
つ
き
ま
し
て
は
追
加
字
種
に
つ
い

て
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
「
常
用

漠
字
表
」
の
中
で
も
、
漠
字
の
使
用
実
態
に
合
わ
せ

て
、
≪
「
疲
ら
す
」
や
「
畝
」
な
ど
の
訓
を
削
除
し
、

「
育
む
」
や
「
応
え
る
」
な
ど
の
訓
を
追
加
す
る
な

ど
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

昭
和
21
年
の
「
当
用
漠
字
表
」
か
ら
昭
和
56
年
の

「
常
用
漠
字
表
」
に
改
め
ら
れ
る
と
き
は

95
字
の
追

加
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
、

1
9
6
字
の

追
加
、

5
字
の
削
除
と
な
り
ま
し
た
。
漠
字
表
の
追

加
漠
字
を
見
ま
す
と
、
現
在
の
社
会
の
様
々
な
機
会

に
使
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
漠
字
が
確
実
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

舟
橋
国
語
分
科
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
文
部
科
学

大
巨
か
ら
の
諮
問
で
検
討
が
求
め
ら
れ
た
、
情
報
機

器
が
広
範
に
普
及
す
る
中
で
の
漢
字
を
手
書
き
す
る

こ
と
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
審
議
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
手
書
き
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

内
田
情
報
機
器
の
普
及
は
手
書
き
の
機
会
を
と
て

も
減
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
漠
字
を
手
で
書
く
こ

か
い

と
と
読
め
る
こ
と
と
の
間
の
乖
離
が
非
常
に
大
き
く

成
16
、
17
、
18
年
と

3
か
年
に
わ
た
る
凸
瓶
印
刷
の

出
さ
れ
た
書
籍
8
:
6
1
冊
、
漠
字
数
に
し
て
延
べ

5

0
0
0
万
字
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
一
体
ど
の
よ
う

な
形
で
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
間
査
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
大
手
新
聞
社
2
社
の

2
か
月
間
に
わ
た

る
漠
字
の
調
査
も
加
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

W
e
b
サ

イ
ト
に
お
け
る
漠
字
の
出
現
頻
度
数
調
査
に
つ
い
て

も
行
っ
た
わ
け
で
す
。

W
e
b
サ
イ
ト
の
調
査
に
は
、

ア
ス
キ
ー
ア
ー
ト
で
の
漠
字
使
用
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

て
し
ま
う
た
め
、
扱
い
は
慎
重
を
要
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
や
は
り
印
刷
物
と
し
て
の
書
籍
、
雄

誌
と
い
う
も
の
は
非
常
に
大
き
な
わ
け
で
す
の
で
、

こ
れ
を
中
心
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
検
討
が
進
み

ま
し
た
。
こ
う
し
た
調
査
結
果
を
見
ま
す
と
、
「
常

用
漠
字
表
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
疋
に
一
般

の
社
会
生
活
の
中
で
定
着
、
根
付
い
て
き
た
、
と
い

う
こ
と
が
実
感
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
々
は
漠

字
を
使
朋
す
る
と
き
に
は
や
は
り
常
用
漢
字
を
踏
ま

え
て
、
文
章
を
書
い
た
り
、
読
ん
だ
h
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
す
。

検
討
は
、
漢
字
使
用
の
頻
度
数
蘭
査
を
行
っ
て
、

そ
こ
で
確
認
で
き
た
漢
字
を
対
象
に
、
候
補
漢
字
を

個
別
に
検
討
す
る
と
い
う
丁
寧
な
進
め
方
で
し
た
。

こ
の
詳
細
な
検
討
は
、
主
に
漢
字
小
委
員
会
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
漢
字
は
文
字
表

現
の
中
で
使
わ
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
漠
字
の
前
後
を

見
な
い
と
漢
字
の
使
わ
れ
方
の
意
味
、
ど
、
つ
い
う
梧

な
る
中
、
漠
字
習
得
期
の
子
供
に
手
書
き
を
ど
う
位

置
付
け
る
か
、
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
の
は
非
常

に
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
恩
い
ま
す
。

日
本
語
の
表
記
は
洪
字
と
仮
名
文
字
か
ら
楕
成
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
、
漢
字
は
概
念
の
乗
り
物
で
あ
り

ま
す
し
、
字
形
を
見
れ
ば
だ
い
た
い
意
味
が
把
握
で

き
ま
す
。
一
方
r

仮
名
は
特
殊
音
節
を
除
い
て
文
字

と
音
と
が

1
対
l
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

発
音
が
非
常
に
し
や
す
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
視

覚
的
な
効
果
と
音
楽
的
な
効
果
と
い
う
の
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
文
の
意
味
は
漠
字
が
交
じ
る

こ
と
で
非
常
に
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す。
私
た
ち
は
生
活
の
中
に
あ
ふ
れ
る
漠
字
と
仮
名
を

目
に
し
て
い
る
わ
け
で
、
子
供
も
そ
の
よ
う
に
様
々

な
文
字
に
触
れ
て
お
り
ま
す
。
平
仮
名
、
片
仮
名
、
漠

字
、
そ
れ
か
ら
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
に
も
触
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
自
然
に
よ
く
目
に
す
る
も
の
に

つ
い
て
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
と
い
う
こ
と
は
幼
児

の
終
わ
り
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
始
め
る
わ
け
で
す
。

特
に
漠
字
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
仮
名
よ
り
も
複

雑
な
パ
タ
ー
ン
を
取
る
の
で
一
見
習
得
に
難
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
、
実
際
は
逆
で
、
読
む
と
い
う
面
に
限
り
ま
す
と

複
雑
な
字
形
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
漠
字
の
違
い
を

区
別
し
て
見
分
け
る
た
め
の
手
掛
か
り
が
あ
る
た
め

に
習
得
が
容
易
で
す
。
し
か
し
、
文
字
を
書
く
た
め

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
出
現
文
字
列
頻
度
数
調
査
を
行
い
、
使
用
状

況
を
確
か
め
た
わ
け
で
す
。
そ
の
調
査
結
果
か
ら
、

使
用
頻
度
の
非
常
に
高
い
漠
字
で
も
固
有
名
詞
や
専

門
用
語
と
し
て
、
専
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る

な
ど
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
作
業
を

積
み
重
ね
た
上
で
漢
字
の
使
わ
れ
方
、
造
語
力
な
ど

を
見
て
、
単
に
使
用
回
数
が
多
い
か
ら
漠
字
表
に
取

り
込
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、

1
文
字
1
文
字
を
き

ち
ん
と
検
証
し
て
い
っ
た
と
い
う
過
程
が
あ
り
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
の
譲
論
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
大
変
に
内
容
が
確
か
で
、
信

頼
度
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
常
生
活
で
の
各
漠
字
の

必
要
性
を
十
分
に
検
証
し
て
、
検
討
し
て
い
る
と
思

い
ま
し
た
。

蜆
在
は
、
情
報
機
器
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
か

ら
、
ど
う
し
て
も
漢
字
が
簡
単
に
使
阻
で
き
る
と
い

う
日
常
生
活
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め

に
漠
字
を
多
く
使
い
ま
す
か
ら
、
や
は
打
使
用
漠
字

の
菱
を
多
く
し
て
い
い
の
で
は
と
い
う
方
向
性
を
委

員
の
皆
様
、
こ
れ
は
共
通
に
お
持
ち
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
国
民
の
皆
様
に
も
十
分
に
ご
理
解
い
た
だ
け

る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
追
加
字
植
が

1
9
6
字
、
削
除

字
種
が

5
字
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
追
加
[
削
除
候
補
の
漢
字
に
つ
い
て
も
、
文
化
庁

の
「
国
語
に
関
す
る
枇
論
調
査
」
に
お
い
て
r

残
し

に
は
手
指
の
筋
肉
運
動
の
巧
緻
性
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
手
指
の
運
動
機
能
が
成
熟
し
な
い
と
紐
か
く
書

き
分
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
漠
字
の
字

形
の
弁
別
や
同
定
、
つ
ま
り
漢
字
の
認
識
の
た
め
に

は
、
実
際
に
手
を
動
か
し
て
筋
肉
運
動
の
感
覚

フ
1

ー
ド
バ
ソ
ク
を
得
る
感
覚
運
動
体
験
が
な
い
と

字
形
を
認
識
し
、
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
漠
字
の
読
み
書
き
の
習
得
初
期
に

は
そ
の
よ
う
な
手
書
き
運
動
の
体
験
が
不
可
欠
な
の

で
す
。小

学
校

1
年
生
ぐ
ら
い
か
ら
低
学
年
に
か
け
て

は
、
ま
だ
十
分
に
細
か
い
手
の
巧
緻
性
が
発
達
し
て

い
な
い
時
期
で
す
の
で
、
漠
字
の
字
体
の
複
雑
さ
に

応
じ
て
学
年
別
の
配
当
と
い
う
の
が
な
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

以
前
、
私
は
、
文
字
を
書
く
過
程
が
ど
の
よ
う
に

発
達
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
子
供
た
ち
に
、
お
話
の
続
き
話
を
語
っ
て
も
ら

い
、
そ
の
物
語
を
文
字
で
書
け
る
か
ど
う
か
と
テ
ス

ト
い
た
し
ま
し
た
。
幼
児
期
か
ら
小
学
校
1
年
生
ま

で
を
対
象
に
縦
断
的
に
追
跡
し
た
の
で
す
が
、
最
初

は
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
、
つ
ま
り
、

1
字

1
旬
、
外

言
を
伴
わ
せ
な
が
ら
文
字
を
書
く
段
階
か
ら
や
が
て

黙
っ
て
ス
ラ
ス
ラ
文
字
を
書
く
段
階
へ
と
移
行
す
る

ま
で
に
五
つ
の
段
階
を
経
過
し
て
進
ん
で
い
き
ま

す
。
最
初
の
う
ち
は
言
葉
を
伴
わ
せ
な
が
ら
文
字
を

拾
い
書
き
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
言
葉
と
い
う
の
は
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だ
ん
だ
ん
微
少
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
思

考
機
能
を
果
た
す
内
言
が
発
生
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
類

似
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
最
初
の
う
ち
は
外
言
と

い
う
の
は
言
葉
よ
り
も
文
字
の
レ
ベ
ル
、

1
文
字
ず

つ
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
の
範
囲

は
書
字
と
い
う
、
極
限
さ
れ
た
行
為
の
範
囲
に
阻
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
で
す

か
ら
、
初
期
の
作
文
に
伴
う
外
言
と
い
う
の
は
意
味

や
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
な
ど
の
内
言
機
能
が
言
葉
に

よ
っ
て
外
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
発
音
と
文
字
の
対
応
を
想
起
す
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

文
字
の
読
み
書
き
の
習
得
は
こ
の
よ
う
に
幼
児
期

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

土
台
に
し
て
小
学
校
に
入
っ
て
漠
字
と
か
片
仮
名
と

い
う
ふ
う
な
文
字
の
学
習
が
組
織
的
な
学
習
形
態
を

と
っ
て
開
始
さ
れ
ま
す
。
生
活
に
必
要
な
識
字
力
は

幼
児
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

土
台
に
し
て
漠
字
指
導
に
よ
っ
て
、
読
み
書
き
の
カ

が
急
速
に
整
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
ろ
し
ま
す
と
も

の
を
考
え
る
手
段
と
し
て
、

ま
た
時
間
・
空
間
を
隔

て
た
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
手
段
と
し
て
文

字
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

思
考
の
手
段
と
し
て
の
鼠
字
力
を
習
得
す
る
に

は
、
習
得
期
の
漠
字
の
手
書
き
に
つ
い
て
特
別
に
配

慮
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
小
学
校
、
中
学
校
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
応
じ
て
書
き
取
り
の
練
習
を
行

要
性
な
ど
が
、
国
民
の
皆
様
に
十
分
伝
わ
る
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

私
自
身
も
情
報
桟
器
を
活
用
し
た
漢
字
使
用
に
つ

い
て
、
わ
か
り
や
す
さ
を
藁
本
と
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
戦
後
、
公
用
文
書
は
漠
字
、
平
仮
名
に
よ

る
漠
字
仮
名
交
じ
り
文
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
、

そ
の
漢
字
、
平
仮
名
に
よ
る
文
章
表
現
が
、
社
会
生

活
全
般
に
定
着
し
て
い
ま
す
。
こ
の
文
化
の
重
み
や

継
水
性
も
、
十
分
受
け
止
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
少
し
ず
つ
批
大

し
て
き
た
「
常
用
漢
字
表
」
で
す
が
、
若
い
人
た
ち

も
、
社
会
へ
の
参
加
の
目
安
の
一
っ
と
し
て
、
漢
字

の
習
得
や
上
手
な
使
い
方
に
注
意
を
向
け
て
く
れ
る

な
ら
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

林
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
前
の
「
常
用
漢
字

表
」
の
見
直
し
が
終
わ
り
、
新
し
い
漢
字
表
が
完
成

し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
終
わ
り
で
は
な

く
て
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
い
う
漠
字
表
の
趣
旨
を
ど

こ
ま
で
よ
く
理
解
し
、
い
か
に
適
切
に
用
い
る
か
が

大
切
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
、
一
般
の
文
字
使

用
に
つ
い
て

2
点
、
そ
れ
か
ら
学
校
の
敦
育
に
つ
い

て
2
点
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
漠
字
表
は
飽
く
ま
で
社
会
一
般
で
振
り
仮

名
な
ど
を
付
け
る
こ
と
な
く
用
い
る
こ
と
の
で
き
る

漠
字
の
範
囲
を
目
安
と
し
て
示
し
た
も
の
で
す
か

ら
、
読
み
手
に
配
慮
し
て
表
内
字
で
あ
っ
て
も
振
り

仮
名
を
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
仮
名
書
き
し
た
り
す

卸司
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う
と
い
う
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

機
械
的
な
反
復
練
習
は
手
の
運
動
に
し
か
な
り
ま
せ

ん
。
漠
字
の
成
り
立
ち
ゃ
意
味
と
結
び
付
け
、
熟
語

探
し
や
同
じ
偏
の
文
字
を
集
め
て
い
く
と
い
う
よ
う

な
ゲ
ー
ム
な
ど
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
豊
か
な
言
語

生
活
に
資
す
る
漠
字
の
手
書
き
の
「
訓
練
」
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
に
か
く
楽
し
く
な
け
れ
ば
知
識
は
身
に
付
き
ま

せ
ん
。
漠
字
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
マ
ス
目
を
機
械

的
に
1
―
ペ
ー
ジ
分
、
理
め
て
い
く
と
か
、
偏
を
先
に

書
き
込
み
、
後
か
ら
つ
く
り
を
誉
き
込
む
な
ど
の
や

り
方
で
宿
題
を
こ
な
す
よ
う
な
や
り
方
で
は
文
字
は

る
と
い
う
こ
と
は
全
く
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で

す
。
こ
の
点
は
誤
解
が
な
い
よ
う
共
通
の
理
解
と
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す。
そ
れ
か
ら
、
漠
字
表
と
い
う
の
は
、
各
種
専
門
分

野
や
、
個
々
人
の
漠
字
使
用
に
ま
で
干
渉
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
可
能
な
限
灯
は
漢
字

表
の
趣
旨
を
理
解
し
て
，
専
門
分
野
の
文
書
で
あ
っ

て
も
、
あ
る
い
は
個
人
間
の
文
誉
で
あ
っ
て
も
わ
か

り
や
す
い
書
き
方
に
努
め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
日
本
語
の
書
き
方
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
い

く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
教
育
に
関
し
て
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

「
常
璽
嗅
字
表
」
と
い
う
の
は
法
令
ど
か
公
用
文
書
、

新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
の
字
幕
な
ど
、
国
民
の
多
く

が
読
む
文
章
に
振
り
仮
名
な
し
で
記
す
こ
と
が
で
き

る
漠
字
の
範
囲
を
目
安
と
し
て
示
し
た
も
の
で
す
か

ら
、
表
内
漠
字
の
す
べ
て
が
読
め
て
わ
か
る
よ
う
に

な
る
こ
と
が
一
番
大
切
な
わ
け
で
す
。
す
べ
て
を
書

け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
教
育
も
や
は
り
こ
う
い
う

情
輻
化
社
会
の
実
態
に
合
っ
た
漠
字
指
導
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど

う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
「
漢
字
表
に
掲
げ
る

す
べ
て
の
漠
字
を
手
書
き
で
き
る
必
要
は
な
く
、
ま

た
、
そ
れ
を
求
め
る
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
答
申

の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
効
果
的
指
導
を
し
て
い
た
だ

身
に
付
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
訓
が
同
じ

文
字
を
探
し
出
し
意
味
の
共
通
性
に
気
付
い
た
り
、

熟
語
を
構
成
し
た
り
、
漠
字
の
成
り
立
ち
を
鯛
べ
て

漠
字
の
意
味
を
知
る
よ
う
な
「
漢
字
遊
び
」
を
、
い
ろ

い
ろ
と
工
夫
し
て
い
た
だ
き
、
子
供
た
ち
が
楽
し
く

漢
字
に
親
し
ん
で
い
く
よ
う
な
、
読
み
書
き
の
学
び

の
機
会
を
用
意
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

舟
橋

こ
こ
ま
で
今
回
の
改
定
の
意
蓑
・
必
要
性
や

基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
か
ら
は
最
後
の
ま
と
め
と
い
た
し
ま
し

て
、
「
常
阻
漢
字
表
」
を
利
用
し
て
い
く
に
当
た
り

ま
し
て
、
国
民
の
皆
椋
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い

点
、
あ
る
い
は
意
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
な
ど
を

お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

納
屋
こ
の
漠
字
表
の
改
定
は
、
惰
緑
化
の
進
展
に

対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
漢
和
辞
典
を
見
る

と
漠
字
に
文
字
コ
ー
ド
が
付
い
て
い
て
、
漢
字
と
惰

報
椴
器
等
と
の
か
か
わ
り
を
伝
え
て
い
ま
す
。
日
常

生
活
に
欠
か
せ
な
い
文
字
情
報
が

T
J
I
S
漠
字
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
感
じ
ま
す

C

「
当
附
漠
字
字
体
表
」
（
答
申
別
冊
）
は
謄
写
版
刷

り
で
始
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
「
常
用
漠

字
表
」
ま
で
の
戦
後
65年
間
、
こ
の
間
に
社
会
の
変

化
を
踏
ま
え
た
漢
字
施
策
の
果
た
し
て
き
た
役
割
、

特
に
情
報
化
に
対
応
し
た
今
回
の
改
定
の
意
義
や
重

く
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
常
用
漠
字
の
数
が
増
え
た
の
て
、
そ
の
増

え
た
分
も
全
部
書
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ふ

う
に
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
文
字
習
得
の
負
担
が
大

き
＇
、
＼
な
り
す
ぎ
ま
す
し
、
必
ず
し
も
社
会
の
実
態
や

要
請
に
そ
れ
が
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
注
意
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
入

学
試
験
等
に
お
い
て
も
、
こ
の
漠
字
表
の
趣
旨
を
よ

く
理
陪
を
し
た
対
応
を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す

c9

そ
れ
か
ら
漠
字
と
い
う
の
は
、
字
体
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
の
非
常
に
強
い
文
字
で
、
こ
れ
ほ
ど
字
体
に

こ
だ
わ
る
文
字
と
い
う
の
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
平
仮
名
の
「
は
」
「
け
」
の
第

1
圃
目
は
は

ね
る
の
か
は
ね
な
い
の
か
、
「
き
」
の
第

3
画
目
と

第
4
画
目
は
続
け
る
の
か
続
け
な
い
の
か
な
ど
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
漢
字

で
は
、
続
け
る
か
、
離
れ
る
か
は
大
き
な
問
題
と
な

り
ま
す
。
書
き
取
り
の
正
誤
の
根
拠
に
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
漠
字
と
い
う
の
は
、
字

体
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

か
と
言
い
ま
す
と
、
漢
字
は
字
形
が
複
雑
で
、
歴
史

が
あ
る
か
ら
で
す
。
字
形
に
つ
い
て
の
細
か
な
点
に

ま
で
注
意
を
行
き
届
か
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
文

化
を
育
て
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
仮
名
も
全
く
そ
ん
な
こ
と
が
な
い

よ
う
な
細
か
な
部
分
に
ま
で
字
体
に
こ
だ
わ
る
と
い

う
の
が
漠
字
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
漠
字
の
指
導

お
わ
り
に
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特集●煎し1|||l11 なっllIt1こ『「『［常阻漢字表1,1 ． 
II告示の概要II

新しい 「常用漢字表」 の概要
文化部国語課

I 内閣告示・訓令制定の概要

(1) 平成22年6月7日に文化審議会が答申した「改定常用漢字表」を受け，同漢字表を「一般の社

会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安」として定める内閣告示を制定しまし

た。同漢字表は同年 11月24日の閣議決定を経て，内閣告示「常用漢字表」．として同年 11月30日

の官報に掲載されました。

(2) 各行政機関の公用文作成における漢字使用については，同漢字表によるべきことを示す内閣訓

令を制定するとともに，平成22年 11月30日の官報において，公用文における漢字使用等に関す

る統一的基準を訓令の別紙として示しました。

(3) 今回の内閣告示の制定に伴い，「常用漢字表」（昭和 56年内閣告示第 1号）は廃止しました。ま

た，字種及び音訓の追加に伴い，「送り仮名の付け方」（昭和 48年内閣告示第2号）及び「現代仮

名遣い」（昭和 61年内閣告示第 1号）の一部を改正しました。

II 「常用漢字表」（乎成22年内閣告示第2号）の要点

(1) 漢字表の性格等

〇法令公用文書新聞雑誌放送など，一般の社会生活において，現代の国語を書き表す場

合の漢字使用の目安を示すもの。

〇 難しい漢字も簡単に打ち出せるパソコンや携帯電話などの情報機器の急速な普及により，文字

使用環境が大きく変化したことを踏まえ，文化審議会国語分科会において，「常用漢字表」（昭和

56年内閣告示第 1号）を見直したもの。

〇 科学技術芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではなく，

過去の著作や文書における漢字使用を否定するものでもない。また，都道府県名に用いる漢字及

びそれに準じる漢字を除き，固有名詞を対象とするものではない。

(2) 字種

〇 出現頻度，造語力の有無読み取りの効率性などの観点から， 18頁に掲げた 196字を追加し，

5字を削除。現行 1945字から 2136字の漢字表に改定。

〇 専ら固有名詞を表記するのに用いる漢字（例えば，伊，

が，都道府県名に用いる漢字（＝岡阪，熊鹿，梨，阜，

じる漢字（＝畿韓）は例外として追加。

(3) 音訓・付表

追加字種が実際にどのような語として使われているのかを調査し，その使用実態に基づいて採用

すべき音訓を決定。さらに，「常用漢字表」（昭和 56年内閣告示第 1号）に入っている漢字や付表

（いわゆる当て字や熟字訓など， 1字l字の音訓としては挙げにくいものを掲げた表）についても

同様に検討を行い，必要な手直しを実施。

彦など）は対象外として追加しない

茨 媛 埼 奈 ， 栃 ） 及 び こ れ に 準

に
当
た
っ
て
は
そ
れ
が
行
き
過
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
漢
字
学
習
そ
の
も
の
が
子
供
た
ち
に
苦
痛
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、
字
体
の
指
導
に
つ
い
て
も
十
分
現

実
を
踏
ま
え
た
指
導
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
れ
は
手
書
き
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
、

一
般
社
会
で
は
、
や
は
り
機
器
の
普
及
に
よ
っ
て
、

手
で
書
く
こ
と
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
、
あ
る
い
は

手
書
き
の
文
字
の
美
し
さ
と
か
味
わ
い
を
感
じ
る
心

と
い
う
の
が
衰
え
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
手
書

き
と
い
う
の
は
声
に
た
と
え
て
言
い
ま
す
と
、
言
わ

ば
個
人
の
肉
声
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

私
た
ち
は
こ
の
手
書
き
の
文
化
と
い
う
も
の
を
大
切

に
す
る
気
持
ち
を
共
有
す
る
こ
と
を
共
通
の
目
標
に

し
た
い
も
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

内
田
漢
字
小
委
員
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
、
意
見
募
集
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
ん
で
す
。

第

1
回
の
意
見
募
集
は
、
平
成
21
年
3
月
16
日
か
ら

4
月
16
日
ま
で
、
こ
の
と
き
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は

2
2
0
通
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

2
度
目
の
意

見
募
集
は
、
同
年
の
11
月
25
日
か
ら
12
月
24
日
に
行

わ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
に
は

2
7

2
通
も
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
意
見
を
寄
せ

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
年
齢
は
広
く
、
小
学
生
か
ら

90歳
過
ぎ
の
方
ま
で
ほ
ん
と
う
に
も
う
そ
れ
ぞ
れ
が

熱
の
こ
も
っ
た
ご
意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
中
に
は
卒
業
論
文
並
み
の
力
作
も
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
と
て
も
多
か
っ
た
ん
で
す
。
こ

の
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
受
け
て
、
委
員
の
皆
様
が
熱

い
議
論
を
戦
わ
さ
れ
る
。
ほ
ん
と
う
に
私
は
そ
の
場

に
い
て
す
ば
ら
し
い
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、

70
代
の
男
性
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
日
本

語
の
持
つ
繊
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
日
本
語
の
表
現
力

を
確
保
す
る
た
め
に
必
須
の
こ
と
だ
と
あ
り
ま
し

た
。
異
字
同
訓
を
排
除
す
る
方
針
を
見
直
し
て
、
訓

を
多
く
採
る
べ
き
で
は
な
い
か
な
ど
と
い
う
意
見
も

あ
り
ま
し
た
。
私
も
漢
字
の
概
念
喚
起
力
に
い
つ
も

助
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
子
育
て
の
講
演
の

折
に
は
、
「
教
育
11
共
育
11
協
育
」
と
い
う
文
字
を

示
し
て
、
「
『
キ
ョ
ウ
イ
ク
、
キ
ョ
ウ
イ
ク
、
キ
ョ
ウ

イ
ク
』
と
発
音
は
同
じ
で
す
け
れ
ど
、
漢
字
を
見
る

と
意
味
が
違
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合
わ
さ
っ
て
豊
か

な
意
味
が
伝
え
ら
れ
ま
す
ね
。
子
供
に
教
え
育
て
る

営
み
は
共
に
育
ち
合
う
こ
と
で
す
し
、
社
会
や
教

師
、
保
育
者
、
親
た
ち
が
協
力
し
て
子
供
を
育
て
る

営
み
で
あ
る
こ
と
が
漢
字
を
見
る
と
推
測
で
き
ま
す

ね
。
日
本
語
っ
て
素
敵
で
す
ね
。
日
本
語
は
漢
字
と

仮
名
を
持
て
た
こ
と
で
、
豊
か
な
意
味
や
概
念
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
。
」
な
ど
と
語
呂

合
わ
せ
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
の
で
、
こ
の
ご
意
見
に

我
が
意
を
得
た
り
の
思
い
で
し
た
。

委
員
の
皆
様
も
、
こ
れ
は
同
意
見
だ
と
か
、
こ
れ

は
ち
ょ
っ
と
極
端
か
、
な
ど
の
メ
モ
を
書
き
込
み
な

が
ら
、
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
を
基
に
、
非
常
に
熱
心

に
検
討
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
、
字
源
な
ど
の
歴
史
に

ま
で
遡
る
、
そ
し
て
ほ
ん
と
う
に
こ
れ
ま
で
の
言
語

生
活
を
深
く
考
察
し
検
討
を
重
ね
る
、
そ
の
結
果
、

造
語
力
と
使
用
頻
度
の
観
点
か
ら
「
常
用
漢
字
表
」

の
改
定
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
の
は
誠
に
う
れ
し
い

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
歴
史
的
現
場
に
立
ち
会
わ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
は
と
て
も
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
ま
し

こ。t
 

今
、
正
に
仏
は
創
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
仏
に
魂
を

込
め
る
の
は
私
た
ち
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
使

う
、
私
た
ち
国
民
の
仕
事
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け

で
す
。
ほ
ん
と
う
に
い
い
魂
を
こ
の
仏
に
込
め
て
い

く
、
そ
う
い
う
形
で
日
本
の
言
語
生
活
、
そ
れ
か
ら

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま

す。舟
橋
た
だ
今
、
こ
れ
か
ら
魂
を
込
め
る
ん
だ
と
い

う
お
話
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
、
文
化
庁
と
い

た
し
ま
し
て
も
、
「
常
用
漢
字
表
」
の
趣
旨
が
生
か

さ
れ
て
幅
広
く
国
民
の
皆
さ
ん
に
活
用
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
こ
の
意
義
に
つ
い
て
十
分
周
知
、
普
及

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
大
変
に
お
忙
し
い
中
、
座
談

会
に
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ

い

ま

し

た

。

（

了

）
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(2 -l) 音訓の追加 (28字） 〔音＝片仮名表記訓＝平仮名表記〕

委（ゆだ．ねる： 育〔はぐく・む〕 応〔こた。える〕 滑［コッ〕

関［かか・わる〕 館〔やかた〕 鑑〔かんが。みる］ 混〔こ・む〕

私〔わたし〕 臭［にお・う） 旬〔シュン (1字下げ）〕

伸〔の・ベる］ 振〔ふ・れる〕 粋〔いき〕 逝〔い C <〕

拙［つたな•い〕 全〔すベ・て］ 創［つく e るヽ〕 述〔はや•まる〕

他〔ほか〕 中［ジュウ (l字下げ）〕 描〔か，く〕

放［はぢ・る〕 籾〔つと・まる〕 癒〔い・える，い。やす］

要［かなめ〕 絡〔から・める〕 類（た<•い〕

(2 -2) 音訓の変更 (1字）

側〔かわ→がわ〕

(2 -3) 

畝〔せ〕

音訓の削除 (3字） 〔音＝片仮名表記，訓＝平仮名表記〕

疲〔つか・らす〕 浦［ホ〕

(3 -1) 付表の語の追加 (6語）

鍛冶〔かじ〗 固唾〔かたず〕

老舗〔しにせ〕 真面目［まじめ〕

(3 -2) 付表の語の変更 (5語）

一言居士→居士 五月晴れ→五月

お父さん→父さん 海女→海女，海士

例

尻尾〔しっぽ〕

弥生〔やよい〕

お母さん→母さん

また 付表の語を構成要素の一部とする熟語に用いてもよいことを明記。

河岸（かし） →魚河岸（うおがし） 心地（ここち） →居心地（いごこち）

(4) 字体

「字体についての解説」に参照すべき項のある漠字については，備考欄に＊を付記。

〇文化審議会答申「改定常用漢字表」掲載 URL

http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/pdf/kaitei_kanji_toushin.pdf 

〇平成 22年内閣告示第 2号「常用漢字表」掲載 URL

http:/ /www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokujikunrei_h2.2ll30.html 

（4) 字体

追加字種の字体（印刷文字における字体）については，「表外漠字字体表」（平成 12年 12月国語

審試会答申‘Iに示された「印刷標準字体」を基本としつつ，下の＊に掲げた 5字には，括弧内に示

す「許容字体」（現に印刷文字として用いている場合には，印刷標準字体に改めなくてもよい字体）

を併せて明示。また，印刷文字字形とは異なる手書き特有の字形を持つ字について，具体的に説明。

＊ 遡［遡］，遜［遜］，謎［読］，餅［餅］，餌［餌］ ［ ］の外が「印刷標準字1本」

叱
シッ

裾
すそ

曽

ソウ

緻

チ

藤

トウ

捻
ネン

蔽

ヘイ

冥

メイ

璃
l) 

m 「常用漢字表」（昭和 56年内閣告示）からの変更点

(l -l) 追加字種(」96字）

挨 曖 宛嵐
アイ アイ あてるあらし

怨媛艶旺

ェ：、•' エン エン オウ

鷹蓋骸柿
ガイ ガf ガイ かき

畿 臼 嗅巾
キ キュウキュウキン

隙 桁 拳鍵

ゲキ けた ケン ケン

胴頃 痕沙
こま ころ コン サ

摯餌 鹿

ジ しか

芯腎 須
シンジン ス

膳狙 遡
ゼンソ ソ

畦 旦翠

だれ タン タン

填妬 賭

鍋 匂虹
なべにおう にじ

肘 阜 胃ト
ひじフ フ

昧枕 蜜

マイ まくら ミッ

拉 辣 藍

ラ ラッ ラン

:>

畏萎椅彙

イ イ イ イ

岡臆俺苛

おかオクおれ カ

顎葛釜鎌
ガク カツ かま かま

械錦惧串

キンキシ グ くし

舷股虎銅
ゲ ン コ コ コ

挫釆塞埼
ザ サイサイ さい

嫉腫呪袖
シッ シュ ジュシュウ

凄醒脊戚

セイ セイ セキ セキ

爽痩踪捉
ソウ ソウ ソウ ソク

酎貼嘲捗
チュウチョウチョウチョク

醸栃頓貪
ドウ とち トン ドン

罵剥箸氾
バ ハクはしハン

餅璧蔑哺

ヘイヘキベッ ホ

麺冶弥闇

メンヤ ややみ

慄侶瞭瑠

リッ リョリョウ ル

茨咽淫唄
いばらイン イン うた

牙瓦楷潰
ガ ガカイカイ

韓玩伎亀

カンガン キ キ

窟熊詣憬
クツ くま ケイ ケイ

勾梗喉乞
コウ コウ コウ こう

椙刹拶斬
サク サッ サッ ザン

羞蹴憧拭
シュウシュウショウショク

煎羨腺詮

セン セン セン セン

遜汰唾堆
ソン タ ダタイ

椎爪鶴諦

ツイ つめ つる テイ

丼那奈梨

どんぶり ナ ナ なし

汎阪斑眉
ハンハンハン ビ

蜂貌頬諸
ホウ ボウ ほお ボク

喩湧妖瘍
ュ ュゥ ョウ ヨウ

呂賂弄籠
ロ ロ ロウロウ

9

諧
〗
毀
キ
稽7
1倣
[
次J／
尻

□
箋
〗
戴5
1溺
臼
謎
鍔
膝
只
勃
〗
沃
釘
麓
口

、)・23

ク

一
勺
ャ

1

シ

/
¥
 

削除字種 (5字）

錘銑脹
スイ センチョウ

匁
もんめ
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