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ここま・かつみ
新潮社校閲部副参事。日
本語を読むための漢字辞
典『新潮日本語漢字辞典』
（新潮社、2007年）を企
画、執筆、編纂した。著書
に『漢字は日本語である』
（新潮新書、2008年）。

「
自
由
度
」こ
そ
日
本
漢
字
の
魅
力

小
駒 
勝
美（
新
潮
社
校
閲
部
副
参
事
）

講演1
　

ほ
か
の
方
が
み
ん
な
学
者
の
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
対
し
て
、私
は
出
版
社
の

の
校
閲
者
で
す
。た
だ
、二
〇
〇
七
年
に『
新
潮
日
本
語
漢
字
辞
典
』を
作
り
ま
し

て
、今
日
は
そ
の
関
係
で
お
招
き
に
あ
ず
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

◆
出
版
社
で
の
漢
字
の
使
い
方

　

出
版
社
の
校
閲
と
い
う
作
業
で
、著
者
に
問
い
合
わ
せ
ず
に
直
す
こ
と
が
で
き

る
の
は
明
ら
か
な「
文
字
の
誤
り
」だ
け
で
、あ
と
は
す
べ
て
鉛
筆
に
よ
る「
疑
問
」

の
形
で
解
決
し
て
も
ら
い
ま
す
。出
版
社
の
校
閲
の
仕
事
は
大
き
く
分
け
て
、文

字
の
誤
り
を
直
す
こ
と
と
、ス
ト
ー
リ
ー
上
の
前
後
の
矛
盾
、事
実
に
反
す
る
記
述

な
ど
、内
容
の
間
違
い
を
直
す
こ
と
で
す
。

　

先
ほ
ど
常
用
漢
字
が
二
千
百
三
十
六
字
に
な
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た

が
、出
版
社
に
と
っ
て
は
、常
用
漢
字
が
何
字
に
な
っ
て
も
本
当
は
何
の
関
係
も
な

い
の
で
す
。つ
ま
り
、ど
の
よ
う
な
字
で
も
使
え
る
か
ら
で
す
。

　

一
般
向
け
の
本
で
は
、著
者
が
書
い
て
く
れ
ば
、そ
の
字
が
常
用
漢
字
だ
ろ
う
が

表
外
字
だ
ろ
う
が
、そ
の
ま
ま
活
字
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、誤
字
は
直

し
ま
す
。著
者
が「
誤
字
」と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を「
娯
字
」と
書
い
て
き
た
ら
、正

し
く
直
し
ま
す
。

　

常
用
漢
字
で
あ
る
か
、常
用
漢
字
で
な
い
か
、ど
こ
で
扱
い
が
違
う
か
と
い
う
と
、

常
用
漢
字
の
場
合
は
常
用
漢
字
の
字
体
に
し
、表
外
字
に
つ
い
て
は
正
字
に
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

噓　

嘘

　
い
き
な
り「
噓
」と「
嘘
」が
出
て
き
ま
す
が
、「
噓
」が
正
字
で
す
。こ
れ
が
ど
う

し
て
正
字
か
は
実
は
微
妙
な
話
な
の
で
す
。正
字
の
基
準
と
さ
れ
る『
康
熙
字
典
』

に
は「
嘘
」が
載
っ
て
い
る
か
ら
で
す（
図
1
）。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
噓
」が
正

字
で
あ
る
と
す
る
の
は
厳
密
に

い
え
ば
お
か
し
な
話
な
の
で
す
。

し
か
し『
康
熙
字
典
』の
虍
部
に

は「
虚
」で
は
な
く
て「
虛
」が

載
っ
て
い
る
の
で
、こ
れ
に
合
わ
せ

て
、口
部
の「
う
そ
」も「
噓
」を

正
字
と
し
て
い
ま
す
。で
す
か

ら
、「
う
そ
」は
自
動
的
に「
噓
」

と
い
う
字
を
使
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

送
り
仮
名
の
場
合
は
扱
い
が

異
な
り
ま
す
。例
え
ば
、「
す
く

な
い
」と
い
う
言
葉
に「
少
な
い
」

図1 『康熙字典』（国立国語研究所蔵本）の「嘘」と「虛」
『康熙字典』の「嘘」はウソ字が入っている？



11

ここま・かつみ
新潮社校閲部副参事。日
本語を読むための漢字辞
典『新潮日本語漢字辞典』
（新潮社、2007年）を企
画、執筆、編纂した。著書
に『漢字は日本語である』
（新潮新書、2008年）。

「
自
由
度
」こ
そ
日
本
漢
字
の
魅
力

小
駒 

勝
美（
新
潮
社
校
閲
部
副
参
事
）

講演1

　　　講演 1◆「自由度」こそ日本漢字の魅力

と
送
る
か
、「
少
い
」と
送
る
か
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、著
者
が
ど
ち
ら
を
書
い
て

き
て
も
そ
れ
で
O
K
に
し
て
い
ま
す
。送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、国
が
決
め
た「
送

り
仮
名
の
付
け
方
」に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
著
者
の
使
っ
て
い
る
と
お
り
に
本
に
し
ま

す
。

　

漢
字
に
は
使
い
分
け
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、訓
読
の
使
い
分
け
と
い
う
も
の
は

便
宜
的
に
定
め
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。だ
か
ら
、使
い
分
け
の
基
準
に
従
っ
て

漢
字
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
行
い
ま
せ
ん
。例
え
ば
体
重
を「
は
か
る
」

と
い
う
と
き
に
計
量
の「
量
」を
使
う
の
か
、計
測
の「
測
」を
使
う
の
か
、あ
る
い
は

計
量
の「
計
」を
使
う
の
か
。実
際
に
文
章
を
書
く
と
き
は
非
常
に
悩
み
ま
す
が
、

結
論
を
い
え
ば
、ど
れ
を
使
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で
す
。

　

以
上
の
送
り
仮
名
、漢
字
の
使
い
分
け
で
も
、例
え
ば「
す
く
な
い
」の
場
合
、

「
な
」を
送
っ
た
り
送
ら
な
か
っ
た
り
、そ
れ
が
ラ
ン
ダ
ム
に
出
て
き
て
い
る
よ
う
な

場
合
は
、ど
ち
ら
か
に
し
た
方
が
よ
り
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
サ
ジ
ェス
シ
ョ
ン

を
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、内
容
に
関
す
る
疑
問
は
以
前
に
く
ら
べ
て
非
常
に
増
え
て
い

ま
す
。こ
れ
は
、ほ
と
ん
ど
の
著
者
が
ワ
ー
プ
ロ
で
原
稿
を
書
い
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
す
。原
稿
が
手
書
き
で
書
か
れ
て
い
た
と
き
は
書
き
な
ぐ
っ
た
悪
筆
の

原
稿
を
読
む
こ
と
自
体
が
重
要
な
問
題
だ
っ
た
の
で
す
が
、現
在
で
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
内
容
の
ほ
う
が
校
閲
の
主
要
な
仕
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、あ
る
作
家
が
書
い
た
小
説
に
、「
京
都
の
大
文
字
山
か
ら
京
都
の
市

街
に
い
る
知
り
合
い
に
対
し
て
手
を
振
っ
た
。そ
う
す
る
と
知
り
合
い
が
気
が
付
い

て
、『
あ
あ
、○
○
さ
ん
』と
言
っ
て
手
を
振
り
返
し
た
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。大
文
字
山
か
ら
京
都
の
市
街
に
い
る
人
が
見
え
る
わ
け
が
な
く
、さ
ら
に
そ
れ

を
見
て
、「
あ
あ
、○
○
さ
ん
」と
言
っ
て
手
を
振
れ
る
わ
け
も
な
い
の
で
す
が
、そ

う
書
い
て
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、仕
方
が
な
い
か
ら
疑
問
を
出

し
ま
す
。で
も
、修
正
の
し
よ
う
が
な
い
し
、こ
の
ま
ま
残
せ
ば
や
は
り
お
か
し
い
の

で
、対
処
に
は
非
常
に
困
る
わ
け
で
す
。

　

あ
る
い
は「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
子
ど
も
時
代
に
は
女
の

子
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
」と
い
う
話
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、「
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
の
小
さ
い
と
き
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。女
の
子
の
服
を
着
せ
ら
れ
て
、

赤
い
リ
ボ
ン
を
付
け
て
い
ま
す
」と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
し
た
。こ
こ
に
対
し
て
疑

問
が
出
ま
す
。こ
れ
は
な
ぜ
い
け
な
い
か
。ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が
子
ど
も
の
こ
ろ

は
、ま
だ
カ
ラ
ー
写
真
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
の
疑
問
を

出
し
た
人
に
は
本
当
に
賞
を
あ
げ
た
い
ぐ
ら
い
な
の
で
す
が
、こ
ん
な
こ
と
を
毎
日

し
て
い
ま
す
。

◆
日
本
語
に
は
正
書
法
が
な
い

　
　
　　

　
　昨
日
私
は
刑
事
に
脅
か
さ
れ
た
。

　

自
然
に
読
む
と「
き
の
う
わ
た
し
は
け
い
じ
に
お
ど
か
さ
れ
た
」と
い
う
具
合
に

読
め
る
の
で
す
が
、こ
れ
は「
さ
く
じ
つ
わ
た
く
し
は
で
か
に
お
び
や
か
さ
れ
た
」と

も
読
め
ま
す
。こ
の
よ
う
に
日
本
語
は
ど
う
読
ん
で
も
い
い
の
で
す
。す
べ
て
が
ど

う
読
ん
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
サ
ト
ー
ク
ン
ワ
ネ
コ
ガ
ダ
イ
ス
キ
ダ
」と
い
う
日
本
語
の
文
は
、た
と
え
ば

以
下
の
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　「
佐
藤
君
は
猫
が
大
好
き
だ
」

　
　
　「
サ
ト
ー
く
ん
は
、ね
こ
が
、だ
い
好
き
だ
」

　
　
　「
さ
と
う
君
は
、ネ
コ
が
大
す
き
だ
」

　

こ
の
よ
う
に
日
本
語
に
は
一
定
し
た
正
書
法
が
存
在
し
な
い
の
で
す
。



　

音
声
と
し
て
は
同
一
の
文
章
を
書
く
と
き
に
、さ
ま
ざ
ま
な
書
き
方
が
許
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
、世
界
の
な
か
で
も
極
め
て
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆
漢
字
の
数

　

中
国
の『
中
華
字
海
』と
い
う
漢
字
辞
典
に
は
八
万
五
千
字
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
が
、台
湾
の
サ
イ
ト
上
の「
異
体
字
字
典
」に
は
十
万
字
、そ
し
て
日
本
の「
今

昔
文
字
鏡
」と
い
う
ソ
フ
ト
に
は
十
七
万
字
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

漢
字
の
総
数
は
一
体
い
く
つ
あ
る
の
か
、本
当
に
見
当
も
つ
か
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。

つ
ま
り
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
進
化
し
た
た
め
に
、ど
ん
な
字
で
も
簡
単
に
画
面
上
に
出

せ
る
し
、印
刷
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。活
版
の
時
代
に
は
文
字
を
作
る

こ
と
は
技
術
的
に
も
費
用
の
面
で
も
大
変
だ
っ
た
の
で
一
定
の
歯
止
め
が
あ
り
ま

し
た
。し
か
し
、現
在
で
は
そ

の
歯
止
め
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
、過
去
に
一
度
で

も
文
献
に
書
か
れ
た
も
の
は

み
ん
な
漢
字
だ
と
考
え
て
し

ま
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
す
。

　

さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が

毎
日
の
よ
う
に
新
し
い
漢
字

を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
上

の
写
真
は
椎
名
誠
さ
ん
が

二
十
年
ぐ
ら
い
前
に
お
作
り

に
な
っ
た
熟
字
訓
で
す（
図

2
）。熟
字
訓
が
新
し
い
だ
け

で
は
な
く
て
、字
が
全
部
新

し
い
の
で
す
。全
く
な
か
っ
た
字
を
作
ら
れ
ま
し
た
。「　
　

 

」の
二
字
で「
か
み
つ

き
う
お
」と
読
み
ま
す
。こ
れ
を
短
編
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
な
さ
っ
た
も
の
で
す
か

ら
、や
っ
か
い
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
J
I
S
第
三・第
四
水
準
の
今
の
基

準
で
い
え
ば
新
し
い
J
I
S
が
出
て
き
た
ら
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  　

   

（
か
み
つ
き
う
お
）

　

昔
、漫
画
家
の
白
土
三
平
さ
ん
が「
栬い

し

み

つ

𠎁
𨊂
潢
」と
い
う
漫
画
を
描
い
て
、作
品

の
タ
イ
ト
ル
に
全
然
存
在
し
な
い
字
を
使
っ
て
、本
を
出
し
た
の
で
す
が
、そ
の
お
か

げ
で
今
の
J
I
S
の
第
四
水
準
に「
栬
𠎁
𨊂
潢
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
書
く
た
め
の

見
た
こ
と
の
な
い
創
作
文
字
が
入
っ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
こ
と
で
毎
日
の
よ
う
に
字

を
増
や
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

  

栬
𠎁
𨊂
潢 

（
い
し
み
つ
）

　
　
　
い
＝
栬　

し
＝
𠎁　

み
＝
𨊂　
つ
＝
潢

◆
日
本
漢
字
の
特
色

　

日
本
の
漢
字
に
は
使
用
文
字
自
体
に
も
多
少
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。中
国
に

な
い
字
を
若
干
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。そ
れ
を「
国
字
」と
い
い
ま
す
。一
般
に
、以

下
の
よ
う
な
字
が
国
字
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
鱚
」が「
き
す
」で
、「
鰙
」は「
わ
か

さ
ぎ
」と
読
む
の
で
す
が
、実
は
こ
れ
は
国
字
で
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ

ま
す
。『
漢
語
大
字
典
』と
い
う
中
国
の
大
き
な
漢
字
辞
典
に
、こ
の
字
が
全
然
違

図3 制水弇
板橋区南町２２番に現存するハンドホール。
昔の東京都のマークがついている。

図2 　　（かみつきうお）
左が初出誌（小説新潮）、右が単行本。２字目の旁が異なっている。
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う
意
味
で
載
っ
て
い
る
の
で
す
。で
す
か
ら
、日
本
で
作
っ
た
字
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
異
議
を
唱
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

  
鱚　

鰙

　

日
本
独
特
の
異
体
字
と
し
て
典
型
的
な
の
が
、「
第
一
」、「
第
二
」の「
㐧（
だ
い
）」

で
す
。こ
れ
は
、中
国
に
は
全
く
同
じ
も
の
が
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
思

い
ま
す
。し
か
し
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
。な
お
か
つ
学
校
で
は
絶
対

に
教
え
な
い
も
の
で
す
。し
か
も
こ
の
字
は
、例
え
ば
道
路
標
識
に
ま
で
載
っ
て
い

ま
す
。「
第
二
京
浜
国
道
」に
こ
の
字
が
書
い
て
あ
る
そ
う
で
、こ
の
写
真
が
ウ
ェ
ブ

上
で
見
ら
れ
ま
す
。

  

㐧
　

日
本
独
自
の
漢
字
の
使
い
方
と
し
て
は
、「
弇
」が
典
型
的
だ
と
思
い
ま
す
。こ

れ
は
中
国
に
あ
る
ち
ゃ
ん
と
し
た
漢
字
で
、「
エ
ン
」と
読
み
、「
覆
う
」「
深
い
」な
ど

の
意
味
が
あ
り
ま
す
。小
さ
な
マ
ン
ホ
ー
ル
の
金
属
製
の
蓋
の
よ
う
な
も
の
を「
ハ

ン
ド
ホ
ー
ル
」と
い
う
そ
う
で
す
。こ
れ
は
道
路
を
観
察
し
て
い
る
と
沢
山
あ
り
ま

す
。東
京
都
が
戦
後
に
作
っ
た
少
し
古
い
水
道
管
に
附
属
す
る
も
の
に
は
、「
制
水

弇
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。も
う
少
し
新
し
く
な
る
と「
制
水
弁
」と
な
り
ま
す
。

「
弇
」は「
弁
」の
異
体
字
な
の
で
す
か
ね
。

　
「
制
水
弇
」と
書
い
た
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
は
東
京
都
板
橋
区
の
我
が
家
の
近
く
に
今

も
残
っ
て
い
ま
す（
図
3
）。私
が
子
ど
も
の
と
き
に
、家
の
庭
に
こ
の「
制
水
弇
」と

書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。長
い
こ
と
、読
み
方
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
し
、

何
を
見
て
も
答
え
が
出
て
い

な
い
の
で
す
。も
ち
ろ
ん
中
国

の
辞
書
に
も
出
て
い
な
い
し
、

日
本
最
大
の
漢
和
辞
典
で
あ

る『
大
漢
和
辞
典
』に
も
出
て

い
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
ら
、戦
前
版
の

平
凡
社
の『
大
百
科
事
典
』の

索
引
の「
ベ
ン
」の
と
こ
ろ
に
こ

の
字
が
載
っ
て
い
た
の
で
す
。

本
文
を
見
た
ら「
ヴ
ァ
ル
ヴ
を
見
よ
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
ヴ
ァ
ル
ヴ
」に
こ
の
漢

字
が
当
て
て
あ
る
の
で
す
。で
す
か
ら
多
分
、日
本
の
理
科
系
の
ヴ
ァ
ル
ヴ
な
ど
を

扱
っ
て
い
る
人
は
当
時
こ
の
字
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
。「
弇
」は
や
は
り「
ベン
」と
読

む
の
で
す
。こ
れ
は
恐
ら
く「
合
わ
せ
て
使
う
弁
」な
の
で
す
。そ
こ
か
ら
作
ら
れ
た

字
で
、実
際
に
は
国
字
に
近
い
も
の
な
の
で
す
。私
は
こ
う
し
た
字
を
知
る
た
め
に

『
新
潮
日
本
語
漢
字
辞
典
』を
作
り
ま
し
た
。

  
弇

　

他
に
、身
近
な
日
本
独
特
の
用
法
と
い
え
ば
、「
町
」が
そ
う
で
す
。町
を「
ま

ち
」の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。「
町
」と
い
う
漢
字
そ
の
も
の
は

中
国
に
昔
か
ら
あ
る
の
で
す
が
、「
田
の
あ
ぜ
」と
い
う
意
味
し
か
な
く
、「
町
」の
字

は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

図3 制水弇
板橋区南町２２番に現存するハンドホール。
昔の東京都のマークがついている。
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放
送
と
漢
字

柴
田 

実（
N
H
K
放
送
文
化
研
究
所
専
門
研
究
員
）

しばた・みのる
NHK放送文化研究所専
門研究員。1 9 7 0 年
NHK入局当時はアナウ
ンサーとしてテレビ・ラジ
オを担当。1996年から
NHK放送文化研究所
で、放送用語の調査・研
究を担当。著書に『ふる
さと日本のことば（1～
6）』（監修、学習研究社、
2005年）、『新版・NHK
アナウンスセミナー』（共
著、日本放送出版協会、
2005年）ほか。

講演2 ◆
漢
字
の
読
み

　

日
本
で
は
訓
読
、熟
字
訓
と
い
う
特
殊
な
読
み
方
を
し
ま
す
。こ
れ
が
日
本
漢

字
の
一
番
の
肝
腎
な
と
こ
ろ
で
す
。訓
読
は
日
本
が
発
明
し
た
方
法
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。朝
鮮
半
島
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
で
も
使
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、こ
れ
ほ
ど

大
々
的
に
使
っ
た
の
は
日
本
人
だ
け
で
す
。お
か
げ
で
漢
字
の
読
み
方
は
飛
躍
的
に

バ
リ
エ
ー
シ
ョン
が
増
え
た
の
で
す
。

　
「
生
」は
常
用
漢
字
表
に
二
種
類
の
音
読
と
十
種
類
の
訓
読
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。し
か
も
、常
用
音
訓
以
外
の
使
い
方
も
実
際
に
は
多
数
あ
り
ま
す
。「
埴
生
」を

「
は
に
ゅ
う
」、「
生
方
」を「
う
ぶ
か
た
」、「
壬
生
」を「
み
ぶ
」と
読
む
の
は
す
べ
て

常
用
漢
字
表
に
出
て
い
な
い
表
外
音
訓
で
す
。

　

字
音
も
三
種
類
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば「
行
」。漢
音
で
は「
コ
ウ
」（
行
進
の「
こ

う
」）、呉
音
で
は「
ギ
ョ
ウ
」（
行
列
の「
ぎ
ょ
う
」）、そ
し
て
唐
音
で
は「
ア
ン
」（
行

脚
の「
あ
ん
」）と
三
通
り
で
、し
か
も
常
用
漢
字
の
音
訓
表
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。

日
本
語
で
は
こ
ん
な
使
い
分
け
を
い
ろ
い
ろ
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、熟
字
訓
は
も
っ
と
自
由
度
が
高
い
世
界
で
す
。「
今
日
」を「
き
ょ
う
」、

「
明
日
」を「
あ
す
、あ
し
た
」と
読
む
の
も
熟
字
訓
で
す
し
、「
義
父
」や「
亡
父
」

を「
ち
ち
」と
読
む
の
も
熟
字
訓
で
す
。

　

た
と
え
ば
、「
生
命
」を「
い
の
ち
」、「
運
命
」を「
さ
だ
め
」と
読
む
の
は
誰
で
も

知
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
一
般
の
辞
典
で
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
語
の
表
記
法
に
は
、近
代
化
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
自
由
度
こ
そ
が
日
本
語
の
漢
字
の
最
大
の
特
徴
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
日
本
の
漢
字
を
使
っ
て
、い
ろ
い
ろ
な
形
で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。外
国
の
方
が
日
本
語
で
漢
字
を
学
ぶ
に
は
最
初
の
ハ
ー
ド
ル
が
大
変
に
高
い
と

思
う
の
で
す
が
、漢
字
の
世
界
で
遊
び
始
め
る
と
、こ
ん
な
に
楽
し
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。麻
雀
に
似
て
い
ま
す
ね
。麻
雀
も
な
か
な
か
ル
ー
ル
を
覚
え
ら
れ
な
い
け

れ
ど
、覚
え
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ん
な
に
面
白
い
ゲ
ー
ム
は
な
い
の
で
す
。

　

テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
は
ほ
と
ん
ど
漢
字
ク
イ
ズ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。と
に

か
く
ど
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
て
も
、漢
字
ク
イ
ズ
番
組
と
銘
打
た
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
な
番
組
が
極
め
て
多
い
の
で
す
。

　

漢
字
が
嫌
い
な
方
も
沢
山
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、多
く
の
日
本
人
は
漢
字

が
大
好
き
な
よ
う
で
す
。


