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ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
福
井
謙
一
さ

ん
の
ご
著
書
に
、
科
学
者
に
は
科
学
的
思
考
に

加
え
、
科
学
的
感
性
も
必
要
だ
と
書
か
れ
て
お

り
、
深
く
感
銘
し
ま
し
た
。

松
本　

科
学
技
術
が
急
速
に
発
展
し
、
そ
の
中

で
競
い
、
勝
ち
残
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
あ
る

程
度
分
野
を
絞
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
理

系
・
文
系
の
選
択
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も

大
学
へ
入
って
か
ら
も
伸
び
る
子
と
は

池
坊　

松
本
先
生
は
理
系
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
が
、
先
生
に
と
っ
て
漢
字
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
。

松
本　

漢
字
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
教
養
、
文

化
的
な
素
養
と
し
て
、
理
系
・
文
系
に
か
か
わ

ら
ず
大
切
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代

を
振
り
返
っ
て
も
、
森
鷗お

う

外が
い

は
医
者
で
あ
り
な

が
ら
文
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
し
、
幕

末
の
蘭ら

ん

学
者
た
ち
も
漢
文
や
漢
字
に
は
深
い
見

識
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
西
洋
で
も
ギ
リ
シ
ャ

時
代
以
来
、
た
と
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
が
芸
術
だ
け
で
な
く
科
学
や
技
術
に
も
秀

で
て
い
た
よ
う
に
、
歴
史
上
名
前
の
残
っ
て
い

る
よ
う
な
文
化
人
は
、
自
然
科
学
に
も
文
学
に

も
精
通
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

池
坊　

確
か
に
、
活
躍
さ
れ
て
い
る
科
学
者

に
は
芸
術
に
造ぞ

う

詣け
い

の
深
い
方
が
多
い
で
す
ね
。

し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
こ
ろ
も
大
学
受
験
に

あ
た
っ
て
理
系
・
文
系
を
選
択
し
ま
し
た
が
、

今
は
も
っ
と
早
い
段
階
で
子
ど
も
た
ち
に
コ
ー

ス
を
選
択
さ
せ
て
い
る
高
校
も
多
い
よ
う
で

す
。
ま
た
、
大
学
の
研
究
も
狭
い
分
野
に
絞
ら

れ
て
、よ
そ
見
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
人
を
育
て
る
と
い
う
点
で
バ
ラ
ン
ス

を
欠
い
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
昔
は
、

僧そ
う

侶り
ょ

も
星
を
見
て
、
宇
宙
や
自
然
へ
の
想
像
を

巡
ら
せ
て
い
た
の
で
す
が
。

池
坊　

才
能
を
開
花
さ
せ
る
た
め
に
は
、
広
い

視
野
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。と
こ
ろ
で
、

今
の
学
生
は
、
文
系
で
あ
っ
て
も
「
十
分
な
語ご

彙い

力
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
」と
聞
き
ま
す
が
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

松
本　

最
近
は
直
接
学
生
を
教
え
て
は
い
ま
せ

ん
の
で
少
し
前
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
研
究
室

へ
入
っ
て
く
る
学
生
に
要
領
の
い
い
子
が
年
々

増
え
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

字
を
書
く
の
は
早
い
が
雑
な
の
で
す
。
知
識
も

同
様
で
、
流
行
の
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
社

会
生
活
の
中
で
自
然
に
身
に
つ
く
は
ず
の
も
の

が
欠
け
て
い
る
。
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
物

事
に
取
り
組
む
機
会
が
減
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。

池
坊　

今
は
受
験
勉
強
に
集
中
し
、
じ
っ
く
り

音
楽
を
聴
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
す
る
時
間

の
な
い
中
学
生
や
高
校
生
も
多
い
で
し
ょ
う

ね
。

松
本　

も
ち
ろ
ん
、
幅
広
い
知
見
を
持
っ
た
学

生
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
受
験
の
た
め
に
無
理

を
重
ね
て
、
自
分
の
能
力
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い

や
、
自
然
に
音
楽
に
触
れ
る
こ
と
の
方
が
、
小

さ
い
時
か
ら
知
育
に
偏
重
す
る
こ
と
よ
り
有
効

だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

松
本　

動
物
で
も
そ
う
で
す
が
、
発
達
段
階
に

応
じ
て
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
三

つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る

よ
う
に
、
3
歳
ま
で
は
情
操
教
育
に
力
を
入
れ

る
、
幼
稚
園
や
小
学
校
の
低
学
年
で
は
記
憶
力

を
高
め
る
た
め
の
訓
練
を
す
る
、
と
い
っ
た
具

合
で
す
。

池
坊　

現
在
、
モ※

※

ジ
ュ
ー
ル
授
業
を
小
学
校
低

学
年
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
学
校
も
多
い
の
で

す
が
、
私
は
こ
れ
に
賛
成
で
す
。
音
読
や
計
算

に
※5
分
間
、
集
中
し
て
取
り
組
ま
せ
る
。
そ
れ

に
よ
り
、
内
在
し
て
い
る
能
力
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
、
子
ど
も
た
ち
が
と
て
も
い
き
い
き

と
し
て
勉
強
に
励
み
ま
す
。
最
初
は
強
制
さ
れ

る
こ
と
の
弊
害
が
起
き
な
い
か
心
配
し
ま
し
た

が
、
子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
で
一
斉
に
取
り
組

む
た
め
、
苦
に
は
感
じ
な
い
ら
し
く
、
は
つ
ら

つ
と
し
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
多
少
は
強
制
的

な
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
に
集
中

す
る
経
験
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
見
え
な
か
っ
た
新
し
い
面
が
引
き
出
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
。

松
本　

同
感
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
課
題
を
与

え
ら
れ
て
そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
と
て
も
大
切
で

す
。

　

と
こ
ろ
が
大
人
に
な
る
と
、「
自
慢
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
奥
ゆ
か
し
さ
も
あ
っ

て
か
、
苦
労
話
を
語
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、「
あ
ま
り
勉
強
は
し
て
こ
な
か
っ

た
」
な
ど
と
謙け

ん

遜そ
ん

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で

す
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な
傾
向
で
、
大
人
は

子
ど
も
た
ち
に
自
ら
の
苦
労
話
を
も
っ
と
伝

え
、自
ら
手
本
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
ろ
を
振
り
返
って

池
坊　

先
生
ご
自
身
は
ど
の
よ
う
な
ご
家
庭
で

お
育
ち
に
な
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
時
代

を
過
ご
さ
れ
た
の
で
す
か
。

松
本　

私
た
ち
の
時
代
と
し
て
は
ご
く
一
般
的

な
貧
し
い
家
庭
で
育
ち
ま
し
た
。
勉
強
は
真
面

目
に
し
て
、
小
学
校
時
代
は
満
点
を
取
る
の
が

当
た
り
前
で
、
友
達
も
み
な
そ
う
考
え
て
い
る

と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
祖
母
と
母
親
が
と
て
も

教
育
熱
心
で
、
母
は
絵
本
が
買
え
な
く
て
も
友

達
の
母
親
か
ら
借
り
て
き
た
も
の
を
き
れ
い
に

写
し
て
く
れ
て
、
私
は
そ
れ
を
毎
日
の
よ
う
に

京都大学

総長 松本　紘 先生
財団法人 日本漢字能力検定協会

理事長 池坊　保子

教育トーク

で
大
学
へ
入
り
、
入
学
後
に
余
力
が
残
っ
て
い

な
い
学
生
が
増
え
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

池
坊　

若
い
う
ち
に
力
が
伸
び
切
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
人
類
、
社
会
へ
の
貢
献
は
で
き
る
は
ず

が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

松
本　

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
受

験
勉
強
の
功
罪
は
大
き
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
私
は
、
大
学
へ
入
っ
て
か
ら
も
伸
び

る
子
ど
も
、
余
裕
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
た

め
に
は
、
小
さ
い
う
ち
か
ら
、
将
来
あ
ら
ゆ
る

こ
と
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
頭
脳
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
最

近
は
何
事
も
脳
科
学
を
使
っ
て
説
明
す
る
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
な
ら
え
ば
、

前
頭
葉
、
側
頭
葉
、
言
語
野
な
ど
の
各
領
域
を
、

満ま
ん
べ
ん遍
な
く
鍛
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。

池
坊　

今
は
胎
教
に
始
ま
っ
て
、
0
歳
か
ら
早

期
教
育
を
受
け
さ
せ
て
い
る
親
御
さ
ん
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
絵
本
の
読
み
聞
か
せ

大
学
へ
入
っ
て
か
ら
も

     
伸
び
る
子
を
育
て
よ
う
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松本先生のために母親が作ってくれた手作り絵本①

本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
大
学
や
社
会
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
に

「
教
育
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」に
つい
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
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読
み
ま
し
た
（
写
真
：
ペ
ー
ジ
下
）。
祖
母
か

ら
は
物
を
大
切
に
す
る
こ
と
と
、
学
校
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
休
ま
な
い
こ
と
、
そ

れ
こ
そ「
も
っ
た
い
な
い
」と「
み
っ
と
も
な
い
」

を
徹
底
的
に
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。
と
い
っ
て

も
、
理
想
的
な
家
庭
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
家
の
中
が
い
つ
も
平
和
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
ご
多
分
に
も
れ
ず
け
ん
か
や

人
間
関
係
に
ま
つ
わ
る
い
ざ
こ
ざ
も
あ
っ
て
、

ま
さ
に
社
会
の
縮
図
そ
の
も
の
で
し
た
。

池
坊　

よ
く
「
家
庭
教
育
が
大
事
だ
」
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
反
面
教
師
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
家
庭
は
あ
る
意
味
で
自
然
、
あ
る
が

ま
ま
。
し
か
し
十
二
分
な
愛
情
を
子
ど
も
た
ち

に
注
ぐ
こ
と
こ
そ
大
切
な
の
で
す
ね
。

の
よ
う
な
も
の
か
ら
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

松
本　

京
都
大
学
は
言
語
や
文
字
の
研
究
者
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
の
よ
う
に
漢
字
の
知
識

が
乏
し
い
者
は
、
※0
万
字
あ
る
と
い
わ
れ
る
漢

字
の
う
ち
3
0
0
0
字
程
度
し
か
知
り
ま
せ

ん
が
、
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
が
持
つ
歴

史
ま
で
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

私
な
り
に
考
え
て
い
る
漢
字
の
面
白
さ
は
、

形
は
多
少
変
え
な
が
ら
も
、
世
界
で
最
も
古
く

か
ら
使
わ
れ
続
け
て
き
た
表※

※

意
文
字
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
他
の
表
意
文
字
が
次
々
に
消

え
る
中
で
漢
字
だ
け
が
残
り
、
※
、
3
0
0
0

年
も
の
間
、
ア
ジ
ア
文
化
の
底
流
に
絶
え
る
こ

と
な
く
流
れ
て
き
た
の
で
す
。

池
坊　

中
国
で
は
漢
字
が
簡
素
化
さ
れ
、
記
号

に
近
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
ね
。

松
本　

文
字
が
時
代
や
文
化
の
変
遷
と
と
も
に

変
化
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
思
い
ま

す
。
漢
字
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し

て
、
漢
字
の
背
後
に
あ
る
文
化
や
哲
学
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
私
の
よ
う
に
科
学
に
携
わ
る
者

の
目
か
ら
は
、漢
字
を
通
し
て
宇
宙
観
や
天
文
、

物
理
、
さ
ら
に
数
量
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
ら
お
も
し
ろ
い
と
思
い

ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
漢
字
文
化
圏
で
は
、
諸
説
は
あ

り
ま
す
が
、

※0–※4

か
ら
※068

ま
で
の
数
を
表
す
こ
と

が
で
き
ま
す
（「
塵じ

ん

劫こ
う

記き

・
寛か
ん
え
い永

※※
年
版
」
の

万
進
に
統
一
さ
れ
た
記
述
よ
り
）。
西
洋
に
は

小
さ
い
数
を
表
す
ナ
ノ（
※0–9

）、ピ
コ（

※0–※※

）、フ
ェ

ム
ト
（

※0–※5

）、
ア
ト
（

※0–※8

）、
ゼ
プ
ト
（

※0–※※

）、

ヨ
ク
ト
（

※0–※4

）
な
ど
が
あ
り
、
大
き
い
数
を
表

す
の
に
、
メ
ガ
（
※06

）
や
ギ
ガ
（
※09

）、
テ
ラ

（
※0※※

）、
ペ
タ
（
※0※5

）、
エ
ク
サ
（
※0※8

）、
ゼ
タ

（
※0※※

）、ヨ
タ
（
※0※4

）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

漢
字
文
化
圏
の
表
現
は
西
洋
の
表
現
と
比
べ
ま

す
と
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ス
ケ
ー
ル
観
が

あ
り
、
驚
か
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
呼
び

名
も
小
数
で
は
、
逡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
巡
（

※0–※4

）、
刹せ
つ

那な

（
※0–※8

）、

清し
ょ
う
じ
ょ
う
浄
（

※0–※※

）、
涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く
じ
ょ
う
静
（

※0–※4

）、
ま
た
大
数

で
は
恒ご

う
が
し
ゃ

河
沙
（
※05※

）、
阿あ
そ
う
ぎ

僧
祇
（
※056

）
那な

由ゆ

他た

（
※060

）、
不ふ

か

し

ぎ

可
思
議
（
※064

）、
無む

量り
ょ
う

大た
い
す
う数
（
※068

）

な
ど
と
極
め
て
哲
学
的
で
す
。

池
坊　

初
め
て
伺
い
ま
し
た
。
と
て
も
興
味
深

い
お
話
で
す
。

松
本　

明
治
時
代
以
降
、
日
本
人
は
西
洋
文
化

を
全
面
的
に
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

以
前
に
は
中
国
、
イ
ン
ド
、
韓
国
な
ど
か
ら
と

て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
明
治
時
代
に
は
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

新
し
い
概
念
を
、
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
自
分
た
ち
の
文
化
に
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
ま

し
た
。「
科
学
」「
哲
学
」「
人
民
」「
共
和
国
」

と
い
っ
た
概
念
も
、
そ
の
時
の
産
物
で
、
そ
れ

が
中
国
に
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
漢
字
を
通
し
て
、
国

家
の
歴
史
や
国
家
間
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
も

で
き
る
の
で
す
。

池
坊　

日
本
人
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら
深
く
、

広
く
、
文
化
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
で
す

ね
。

松
本　

漢
字
そ
の
も
の
に
概
念
を
広
げ
て
い
く

力
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
漢
字
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
意
味
を
表
す
文
字
を
組
み
合
わ
せ

て
、
新
し
い
概
念
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
※064

を
表
す
「
不
可
思
議
」。「
不
」、

「
可
」、「
思
」、「
議
」
の
ど
の
文
字
に
も
単
位

を
表
す
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
に
柔
軟
性
の

あ
る
文
字
、
そ
れ
が
漢
字
な
の
で
す
。

社
会
で
子
ど
も
を
育
て
よ
う

池
坊　

今
は
情
報
が
あ
ふ
れ
、
各
家
庭
の
生
活

水
準
も
上
が
っ
て
、
子
ど
も
は
何
で
も
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
※
冊
の
本
を
何
度
も
繰
り
返
し

読
む
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
創

意
工
夫
す
る
喜
び
を
経
験
す
る
機
会
が
少
な
く

な
り
ま
し
た
。

松
本　

家
庭
教
育
は
大
事
で
す
が
、
子
ど
も
は

親
や
家
族
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
人
か
ら
も
影

響
を
受
け
ま
す
。
社
会
科
学
に
「
場
」
を
重
ん

じ
る
文
化
と
「
資
格
」
を
重
ん
じ
る
文
化
が
あ

る
と
す
る
説
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
ア
ジ
ア

や
日
本
は
、
伝
統
的
に
「
場
」
を
重
ん
じ
る
文

化
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私

が
自
己
紹
介
す
る
場
合
は
、「
場
」
を
重
視
す

る
「
京
都
大
学
の
松
本
」
で
あ
り
、「
資
格
」

を
重
視
す
る
「
科
学
者
の
松
本
」
で
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
現
在
の
日
本
は
、
家
族
や
学
校
、

地
域
と
い
っ
た
「
場
」
の
持
つ
力
が
ど
ん
ど
ん

失
わ
れ
て
き
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
傾
向
は
止

め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
を

育
て
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
新
し
い
仕
組
み
を

考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
私
は
、
漢
検
の
よ
う
な
社
会
組
織
の

役
割
が
と
て
も
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
も
漢
検
を
単
な

る
シ
ス
テ
ム
、
媒
体
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な

く
、
漢
字
に
興
味
を
持
っ
て
、
そ
の
背
景
に
あ

る
日
本
の
文
化
や
社
会
、
政
治
、
経
済
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
漢
字
の
持
つ
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
ス
ケ
ー
ル
観
と
柔
軟
性
に
つ
い
て
も

考
え
て
も
ら
っ
た
り
す
る
場
に
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

池
坊　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
文

部
科
学
省
の
副
大
臣
時
代
に
は
、
学3

※

校
支
援
地

域
本
部
事
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。そ
れ
以
来
、

従
来
の
子
ど
も
、
保
護
者
、
先
生
の
関
係
だ
け

で
な
く
、
祖
父
母
や
地
域
の
人
た
ち
と
い
っ
た

斜
め
の
関
係
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
間
で

教
育
の
場
を
作
る
こ
と
が
子
ど
も
の
成
長
に

と
っ
て
欠
か
せ
な
い
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

松
本　
「
場
」
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
資
格
」

の
概
念
で
、
西
洋
で
は
こ
ち
ら
を
重
ん
じ
る
傾

向
が
強
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
「
何
々
が

で
き
る
」
と
い
う
資
格
が
も
の
を
い
う
考
え
方

で
す
。
現
在
の
日
本
は
、「
場
」
が
壊
れ
つ
つ

あ
る
中
で
、
ま
だ
資
格
社
会
に
も
な
っ
て
い
な

い
。
私
と
し
て
は
両
方
の
良
い
面
を
考
え
て
、

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め

に
も
、
漢
検
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思
い

ま
す
。

池
坊　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
人
に

は
そ
れ
が
で
き
る
器
用
さ
と
柔
軟
性
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

松
本　

と
く
に
こ
の
京
都
に
は
、
日
本
の
良
い

点
が
ま
だ
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

そ
れ
を
土
台
に
、
教
育
の
新
し
い
風
を
起
こ
す

よ
う
、
一
緒
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

松
本　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
。

池
坊　

今
の
子
ど
も
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
は
、
親
や
先
生
へ
の
畏い

敬け
い

の
念
を
持
ち
に
く

く
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
き
わ
め
て
不
幸
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
。
親
や
先
生
に
限
ら
ず
、
自
然
に
対
し
て

で
も
よ
い
の
で
す
が
、
何
か
に
畏
敬
の
念
を
持

つ
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
と
っ
て
は
欠

か
せ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
情

報
が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
す
ぐ
に
情
報
を
比
較
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
絶
対
的
な
も
の
が

減
っ
て
畏
敬
の
対
象
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
親
や
先
生
に
尊

敬
と
情
愛
を
抱
い
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
方
が

人
間
と
し
て
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

松
本　

そ
れ
に
、
今
は
社
会
全
体
と
し
て
「
個

性
を
伸
ば
そ
う
」
と
い
う
方
向
な
の
で
、
子
ど

も
た
ち
は
あ
ま
り
き
つ
く
叱し

か

ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
反
対
に
「
よ
く
で
き
た
」
と
褒
め
ら
れ
た

経
験
も
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
坊　

当
協
会
で
は
、
こ
の
秋
か
ら
『
満
点

賞
』
を
新
設
し
ま
し
た
。
現
在
は
3
歳
か
ら

※
0
0
歳
ま
で
の
方
が
漢
検
を
受
検
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
も
大
人
も
、
や

は
り
褒
め
ら
れ
る
と
う
れ
し
い
も
の
で
す
よ

ね
。

漢
字
文
化
圏
、
漢
字
の
広
が
り
に
つい
て

池
坊　

私
ど
も
は
漢
字
に
関
す
る
研
究
を
京

都
大
学
の
先
生
方
と
協
力
し
て
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
ず
漢
字
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

教育トーク 大学へ入ってからも
     伸びる子を育てよう

※１【モジュール授業】基礎・基本の習得を目的に、単位時間を
10 分、15 分といった通常よりも短い授業単位（モジュール）
に分けて反復学習を行う授業。スピード、テンポ、タイミングを
重視することで集中力や思考力・理解力の向上などを図る。
各モジュールは、音読や計算のほかに、英語や地理、音楽、
パソコンといった教科横断的な組み合わせで行われることが多
い。現在は、始業前や授業の一部で実験的に行われているが、
カリキュラムの弾力化の流れを受けて、新しい学習指導要領
では条件付きで正規の授業に組み込むことができるようになる。

※ 2【表意文字】1 つの文字が一定の意味を持った文字（詳しく
は P8 ～ 9 の特集『漢字を楽しもう』を参照してください）。

※ 3【学校支援地域本部】学校・家庭・地域が一体となり、地域
ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを目標に、学校の教
育活動を支援するために設置された。「地域コーディネーター」

「学校支援ボランティア」「地域教育協議会」から構成される。

松本先生のために母親が作ってくれた手作り絵本②
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当
協
会
で
は
、
平
成
22
年
6
月
26
日（
土
）に
京
都
市
内
で
教
員
・
保
護
者
向
け
セ
ミ
ナ
ー

（
後
援
：
京
都
市
教
育
委
員
会
、
毎
日
新
聞
社
）を
開
催
し
ま
し
た
。
京
都
大
学
大
学
院

教
授
で
、
文
化
審
議
会
国
語
専
門
部
会
委
員
の
阿
辻
哲
次
先
生
と
中
部
大
学
准
教
授
で
、

辞
書
引
き
学
習
法
の
実
践
家
と
し
て
知
ら
れ
る
深
谷
圭
助
先
生
に
よ
る
講
演
内
容
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

ん
草
の
お
ひ
た
し
で
す
」
と
い
う
文
で
は
少
し
様
子

が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
文
を
ど
の
よ
う
に
書
く

か
大
学
生
に
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、漢
字
、ひ
ら
が
な
、

カ
タ
カ
ナ
を
交
え
た
書
き
方
が
数
十
通
り
も
あ
り

ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
表
現
が
最
も
一
般
的
な
表
記

だ
と
は
思
い
ま
す
が
、こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、

日
本
人
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
て
も
意
味

を
取
り
違
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

日
本
語
が
多
様
な
表
現
を
許
容
す
る
言
語
で
あ

る
の
に
対
し
、
西
洋
に
は
「
正
書
法
」
と
い
う
書
き

方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
※
つ
の
単
語
に
複
数
の

表
現
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
※
つ
に
絞
り
込
も
う
と

す
る
も
の
で
す
。
西
洋
の
言
語
学
者
や
西
洋
の
言
語

を
研
究
す
る
日
本
人
研
究
者
た
ち
か
ら
は
、「
日
本

語
は
正
書
法
が
な
い
こ
と
が
欠
陥
だ
」と
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
果
た
し

て
そ
れ
は
言
語
と
し
て
の
欠
陥
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
、
感
性
に
よ
っ
て
文
字
を
使
い

分
け
、
自
分
を
表
現
し
ま
す
。
※
つ
の
文
章
に
つ
い

て
複
数
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
は
、
個
々
人
の
言
語

的
感
性
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、

カ
タ
カ
ナ
の
複
数
の
文
字
を
使
い
分
け
、
多
種
多
様

な
表
現
を
す
る
か
ら
こ
そ
、
豊
か
な
日
本
文
化
が
つ

く
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。
す
べ
て
の
国
民
が
画
一
的

な
表
現
を
す
る
よ
う
で
は
、
日
本
文
化
は
広
が
り
の

な
い
、
底
の
浅
い
も
の
に
な
って
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

漢
字
に
つい
て
言
え
ば
、
人
間
で
い
う
と
こ
ろ
の
呼

吸
の
よ
う
に
日
本
語
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
肩
の
力
を
抜
い
て
、フ
ラ
ン
ク
に
付
き
合
っ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

漢
字
の
大
き
な
特
徴

　

漢
字
は
空
気
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
私
た
ち
は

日
ご
ろ
、
そ
の
存
在
を
あ
ま
り
意
識
し
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
漢
字
は
空
気
と
異
な
り
、
な
け
れ
ば
生
き
て

い
け
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
同
じ

空
気
を
吸
う
の
で
あ
れ
ば「
で
き
る
だ
け
お
い
し
い
空

気
を
吸
い
た
い
」と
考
え
る
よ
う
に
、
漢
字
を
使
って
同

じ
文
化
的
活
動
を
行
う
の
で
あ
れ
ば「
よ
り
豊
か
な

表
現
を
し
た
い
」と
誰
も
が
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

こ
で
ま
ず
、漢
字
の
特
徴
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

突
然
で
す
が
、
次
の
①
～
③
か
ら
好
き
な
字
を
そ

れ
ぞ
れ
１
字
選
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
京　

都　

詩　

夢　

愛　

美　

香　

花　

馬　

　

飯　

酒　

書　

女　

山

ら
右
へ
、
ア
ラ
ビ
ア
語
は
右
か
ら
左
へ
と
い
う
よ
う
に
、

多
く
の
言
語
で
は
書
く
方
向
が
決
ま
って
い
ま
す
。

　

確
か
に
過
去
に
は
、
一
見
、
奇
抜
に
思
わ
れ
る

書
字
方
向
を
と
っ
て
い
た
民
族
も
あ
り
ま
し
た
。

※
9
8
0
年
代
半
ば
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
山
岳
地
域

に
住
む
少
数
民
族
の
史
跡
で
は
、
下
か
ら
上
へ
と
文

字
を
書
い
た
石
碑
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
で
は
、

※
行
目
は
左
か
ら
右
へ
、
※
行
目
は
右
か
ら
左
へ
と
、

牛
で
田
を
耕
す
時
の
よ
う
に
※
行
ご
と
に
方
向
が
変

わ
る
「
牛
耕
式
」と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
た
よ
う
で

す
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
書
字
方
向
は
例
外
で
あ
り
、

※
つ
の
言
語
に
は
※
つ
の
書
字
方
向
し
か
な
い
の
が

一
般
的
で
す
。
し
か
し
漢
字
は
、
上
か
ら
下
だ
け
で

な
く
、
左
か
ら
右
へ
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

書
字
方
向
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
然
、
漢
字
か
ら
派
生
し
た
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ

も
こ
の
特
徴
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
の
で
、
や
は
り
上

下
左
右
に
書
く
こ
と
が
で
き
、
書
道
や
グ
ラ
フ
ィッ
ク

デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
芸
術
に
とって
も
、
大
変
都
合
の
良

い
文
字
な
の
で
す
。

漢
字
を
使
っ
て
多
種
多
様
な
日
本
語
表
現
を　

  

　
「
動
物
園
に
ラ
イ
オ
ン
が
い
る
」と
い
う
文
は
、
ほ

と
ん
ど
の
人
が
こ
の
よ
う
に
表
記
し
ま
す
。「
動
物

園
」と
い
う
漢
字
は
、
小
学
校
3
年
生
ま
で
に
学
習

し
ま
す
の
で
、
大
半
の
人
が
間
違
え
ず
に
書
く
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
万
が
一
、
漢
字
を
忘
れ
て
い

て
も
、
多
く
の
人
は
「
漢
字
で
書
く
べ
き
で
あ
る
」と

考
え
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、「
晩
ご
飯
は
、
た
け
の
こ
ご
飯
と
ほ
う
れ

〜
ひ
と
づ
く
り
は
漢
字
が
原
点
、み
る
み
る
漢
字
が
好
き
に
な
る
〜

②
ダ　

イ　

ガ　

ク　

ノ　

コ　

ウ　

ギ　

ハ　

　

ツ　

マ　

ラ　

ナ　

イ

③
Ｑ　

Ｗ　

Ｅ　

Ｒ　

Ｔ　

Ｙ　

Ｕ　

Ｉ　

Ｏ　

　

Ｐ　

Ｚ　

Ａ　

Ｃ　

F

　

こ
の
よ
う
な
課
題
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
私
た
ち

は
①
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
苦
労
せ
ず
に
答
え
ら
れ

ま
す
が
、
②
や
③
で
は
少
し
戸
惑
って
し
ま
い
ま
す
。

実
は
こ
こ
に
、
漢
字
の
第
※
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

漢
字
は「
表
意
文
字
」と
呼
ば
れ
、
文
字
そ
の
も

の
が
意
味
を
持
ち
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
※
字
に

込
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
ひ
ら

が
な
や
カ
タ
カ
ナ
、
ア
ル
フ
ァベッ
ト
は「
表
音
文
字
」

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
は
単
独
で
意
味
を
持

た
な
い
た
め
、
※
字
に
思
い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
現
在
、
世
界
中
の
日
刊
紙
の
う
ち
、
発
行
部

数
が
※
0
0
万
部
以
上
の
新
聞
で
使
わ
れ
て
い
る
文

字
は
、
少
な
く
と
も
※8
種
類
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
中
で
漢
字
だ
け
が
表
意
文
字
な
の
で
す
。

　

漢
字
の
第
※
の
特
徴
は
、
縦
書
き
に
も
横
書
き
に

も
で
き
る
点
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
当
た
り

前
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
が
、
世
界
の
言
語
の
中
で

は
決
し
て
一
般
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
字
の
書
く

向
き
を「
書
字
方
向
」と
いい
ま
す
が
、
英
語
は
左
か

漢
字
の
魅
力
を
再
発
見
！

付
箋
が
た
く
さ
ん
貼
ら
れ
る
に
つ
れ
て
辞
書
の
厚

み
が
増
し
、
子
ど
も
た
ち
は
「
私
は
こ
れ
だ
け
の

言
葉
を
知
っ
て
い
る
！
」と
い
う
達
成
感
を
持
つ
こ

と
が
で
き
ま
す（
写
真
：
次
ペ
ー
ジ
）。

　

そ
も
そ
も
辞
書
と
い
え
ば
、〝
知
ら
な
い
言
葉

を
調
べ
る
た
め
の
も
の
〟と
い
う
印
象
が
強
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
学
習
指
導
要
領
で

は
、
国
語
辞
典
は
小
学
校
3
年
生
な
い
し
4
年

生
か
ら
、
漢
字
辞
典
は
4
年
生
か
ら
使
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
辞
書

の
引
き
方
の
指
導
が
中
心
で
、
特
に
漢
字
辞
典

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
が
小
学
校
や
中
学
校
で

学
習
し
た
経
験
を
思
い
出
せ
な
い
よ
う
に
、
表
面

的
で
型
通
り
に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、辞
書
は
いつ
ま
で
た
っ

て
も
遠
い
存
在
の
ま
ま
で
す
し
、
子
ど
も
た
ち
の

言
葉
への
関
心
は
高
ま
り
ま
せ
ん
。

　

辞
書
引
き
学
習
法
で
は
、
知
ら
な
い
言
葉
を

調
べ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
す
で
に
知
っ
て
い

る
つ
も
り
の
言
葉
も
ゲ
ー
ム
感
覚
で
と
に
か
く
た

く
さ
ん
引
い
て
い
き
ま
す
。辞
書
引
き
学
習
法
は
、

こ
れ
ま
で
の
辞
書
指
導
の
あ
り
方
を
※
8
0
度

転
換
し
た
も
の
な
の
で
す
。

さ
あ
、
辞
書
を
用
意
し
よ
う

　

小
学
生
が
辞
書
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
付ふ

箋せ
ん

を

貼は

って
勉
強
し
て
い
る
姿
を
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
ご
覧

に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。私
が
実
践
し
て
い
る
辞
書
引
き
学
習
法
と
は
、

普
段
な
じ
み
の
薄
い
国
語
辞
典
や
漢
字
辞
典
を

小
学
校
※
年
生
か
ら
積
極
的
に
活
用
す
る
、
単

な
る
辞
書
の
引
き
方
の
指
導
を
超
え
た
、
新
し
い

国
語
の
指
導
法
で
す
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
知
っ

て
い
る
言
葉
を
辞
書
で
引
き
、
意
味
を
確
認
し
た

ら
付
箋
の
上
部
に
調
べ
た
言
葉
を
、
下
部
に
通
し

番
号
を
書
き
ま
す
。
次
に
そ
の
付
箋
を
文
字
が

隠
れ
な
い
よ
う
に
調
べ
た
ペ
ー
ジ
に
貼
り
ま
す
。
こ

れ
を
繰
り
返
す
の
が
辞
書
引
き
学
習
法
で
す
。

辞
書
を
い
つ
も
手
元
に

　

学
校
で
子
ど
も
た
ち
が
言
葉
を
学
ぶ
機
会
は
、

何
も
国
語
の
授
業
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
算
数

や
理
科
の
授
業
で
も
、
そ
し
て
、
休
み
時
間
や
昼

食
時
に
も
、
言
葉
を
学
ぶ
機
会
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
自
分
用
の
辞

書
を
用
意
さ
せ
、
常
に
手
の
届
く
場
所
に
置
い
て
、

興
味
を
持
っ
た
言
葉
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
辞
書
を

引
か
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

先
生
方
も
、
辞
書
引
き
学
習
法
を
実
践
す
る

際
に
は
、
配
当
漢
字
に
対
し
て「
習
って
い
る
、
習
っ

て
い
な
い
」、「
ル
ビ
を
ふ
る
、
ふ
ら
な
い
」
な
ど
、

神
経
質
に
な
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
辞
書

引
き
学
習
法
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の「
知
り
た
い
」

と
思
っ
た
そ
の
瞬
間
の
興
味
を
最
大
限
尊
重
し
ま

す
か
ら
、
ま
だ
習
って
い
な
い
漢
字
で
も
進
ん
で
辞

書
で
引
く
よ
う
に
す
れ
ば
いい
の
で
す
。

「
知
っ
て
い
る
」か
ら「
知
ら
な
か
っ
た
」へ

　

私
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
知
って
い
る
つ

も
り
の
言
葉
を
間
違
って
解
釈
し
て
使
って
い
る
こ

と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
少
し
意
味
の

あ
や
ふ
や
な
言
葉
に
出
会
う
と
、
分
か
っ
た
ふ
り

を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
大
人
に

な
る
と
「
今
さ
ら
聞
き
に
く
い
」
と
思
う
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
辞
書
を
手

に
取
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
を
怠
る
と
、

気
づ
か
な
い
う
ち
に
正
し
い
日
本
語
か
ら
離
れ
て

いって
し
ま
う
の
で
す
。

　

分
か
ら
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
何
も
恥
ず
か

し
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
学
問
の
第
一
歩
で

す
。
子
ど
も
た
ち
は
先
生
や
親
か
ら
「
言
葉
を
正

し
く
理
解
し
て
い
な
い
」
と
叱し

か

ら
れ
て
ば
か
り
い
る

と
、
そ
の
う
ち
に
分
か
ら
な
い
こ
と
を
恥
ず
か
し
い

こ
と
と
感
じ
る
よ
う
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。
し
か

し
、
辞
書
引
き
学
習
法
を
実
践
す
る
子
ど
も
た
ち

は
、「
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
言
葉
で
も
実
は
知

ら
な
か
っ
た
の
だ
」と
い
う
経
験
を
た
く
さ
ん
積
ん
で

い
き
ま
す
か
ら
、
知
ら
な
い
こ
と
を
少
し
も
恥
ず
か

し
が
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
知
ら
な
い
言
葉

に
出
会
う
と
「
も
っ
と
知
り
た
い
」と
い
う
探
求
意

欲
を
高
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

辞
書
引
き
学
習
法
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
、

子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
こ
ろ
で
す
が
、
ぜ

ひ
子
ど
も
た
ち
に
は
辞
書
引
き
学
習
法
を
通
し

て
、
新
し
い
言
葉
や
意
味
と
の
感
動
的
な
出
会
い

を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
って
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
も
、 

子
ど
も
た
ち
に
は
、
分
か
ら
な
い
言

葉
や
気
に
な
っ
た
漢
字
に
出
会
う
た
び
に
辞
書
を

引
き
、
体
の
一
部
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
自

分
の
辞
書
を
使
い
込
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

第
1
部

漢
字
を
楽
し
も
う

第
2
部

漢
字
力
・
国
語
力
向
上
の
た
め
の「
辞
書
引
き
学
習
法
」の
ス
ス
メ

セ ミ ナ ー 抄 録

教
員
・
保
護
者
向
け
セ
ミ
ナ
ー
開
催

京都大学　大学院
人間・環境学研究科
教授　阿辻　哲次 先生

中部大学　現代教育学部
准教授　深谷　圭助 先生

付箋がたくさん貼られた漢字辞典

特 集
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漢
字
と
カ
ナ
を
ま
じ
え
て
書
く
の
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
外
の
書
き
方
を
想
定
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
漢
字
を
ほ
と
ん

ど
使
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
使
い
方
を
ま
ち
が
え

て
い
る
文
章
を
、
知
的
レ
ベル
が
非
常
に
低
い
も
の

と
と
ら
え
る
感
覚
は
、
若
い
世
代
に
も
は
っ
き
り

と
存
在
す
る
。

　
「
ご
ご
６
じ
に　

が
っ
こ
う
の　

せ
い
も
ん
ま
え

に　

し
ゅ
う
ご
う
」
と
い
う
メ
ー
ル
を
受
け
と
っ
た

若
者
が
、
そ
の
メ
ー
ル
発
信
者
の
言
語
能
力
と
セ

ン
ス
に
つ
い
て
何
も
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や

は
り
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

　

あ
る
日
の
通
勤
電
車
の
中
で
、
向
か
い
に
並
ん

で
座
っ
て
い
た
二
人
の
女
子
高
校
生
が
さ
か
ん
に

お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
近
い
う
ち
に

定
期
テ
ス
ト
が
あ
る
よ
う
で
、
た
ぶ
ん
現
代
国
語

の
試
験
準
備
な
の
だ
ろ
う
、
二
人
は
漢
字
の
書
き

取
り
問
題
に
つい
て
の
予
想
を
し
は
じ
め
た
。

　
一
人
が
「『
キ
ン
ユ
ウ
政
策
』
の
『
ユ
ウ
』
っ
て
、

ど
ん
な
漢
字
だ
っ
た
？
」
と
友
人
に
聞
い
た
。
す

る
と
、
聞
か
れ
た
側
は
即
座
に
携
帯
電
話
を
操

作
し
、「
ほ
ら
、
こ
の
字
だ
よ
」
と
相
手
に
画
面

を
見
せ
て
い
た
。

　

な
る
ほ
ど
、
と
私
は
感
心
し
た
。
い
ま
の
日
本

語
で
よ
く
使
わ
れ
る
日
常
的
な
こ
と
ば
な
ら
、
携

帯
電
話
の
メ
ー
ル
機
能
で
即
座
に
漢
字
が
表
示
さ

れ
る
。
こ
れ
な
ら
厚
く
て
重
い
辞
典
を
持
ち
運
ぶ

必
要
も
な
い
し
、
ど
こ
で
も
「
辞
書
」
を
引
く
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
い
い
こ
と
だ
と

は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
便
利
な
時
代
に

な
っ
た
と
は
思
う
。

　

わ
ず
か
で
も
時
間
が
あ
れ
ば
、
携
帯
電
話
か

ら
メ
ー
ル
を
送
る
人
が
激
増
し
て
い
る
。
電
車
の

中
や
、
街
頭
で
立
っ
た
ま
ま
、
時
に
は
歩
き
な
が

ら
、
ほ
ん
と
う
に
寸
暇
を
惜
し
ん
で
と
い
う
感
じ

で
、
毎
日
た
く
さ
ん
の
人
が
小
さ
な
電
話
機
か
ら

電
子
メ
ー
ル
を
送
って
い
る
。

い
。
ま
し
て
や
携
帯
電
話
か
ら
発
せ
ら
れ
る
メ
ー

ル
は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
る
こ
と
す
ら
想
定

し
て
い
な
い
。

　

そ
れ
は
メ
ー
ル
受
信
者
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
個

人
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
か
つ
て
の
手
紙
に
見

ら
れ
た
「
時
候
の
挨
拶
」
と
か
「
頭
語
と
結
語
」

の
よ
う
な
、
準
拠
す
る
べ
き
格
式
が
ま
っ
た
く
存

在
し
な
い
。「
ど
う
し
て
る
？
元
気
？
」と
か
、「
明

日
の
コ
ン
パ
、
何
時
か
ら
だ
っ
け
？
」
と
い
う
よ
う

な
書
き
出
し
か
ら
始
め
ら
れ
る
「
手
紙
」
を
、

電
車
の
中
や
、
注
文
し
た
ラ
ー
メ
ン
が
で
き
る
ま

で
に
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
と
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ん

な
便
利
な
道
具
が
流
行
ら
な
い
は
ず
が
な
い
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
そ
ん
な
簡
単
き
わ
ま
る
メ
ー
ル
で
あ
っ

て
も
、
や
は
り
漢
字
を
使
う
こ
と
だ
け
は
避
け
ら

れ
な
い
。
い
ま
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
日
本
語
は

ケ
ー
タ
イ
辞
典

阿
辻  

哲
次 

先
生

公く

げ家
の
漢
字
、
僧そ

う
り
ょ侶
の
漢
字
山
本  

真
吾 

先
生

1
9
5
1
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
静
岡
大
学
助
教
授
、
京
都
産
業
大

学
助
教
授
を
経
て
、
現
在
京
都
大
学
大
学
院
教
授
。
専
門
は
漢
字
を
中
心
と
し
た
中
国
文
化
史
。
国
語
審
議
会
第
22
期
委
員

と
し
て
、「
表
外
漢
字
字
体
表
」
の
作
成
に
従
事
。
現
在
は
文
化
審
議
会
国
語
専
門
部
会
委
員
と
し
て
、
常
用
漢
字
表
の
見
直

し
に
参
加
。
著
書
に
『
漢
字
の
は
な
し
』（
岩
波
書
店
）・『
部
首
の
は
な
し
』（
中
央
公
論
新
社
）
等
。

1
9
6
1
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
広
島
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
専
攻
卒
業
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程

後
期
中
退
。
博
士
（
文
学
）。
広
島
大
学
助
手
、
三
重
大
学
専
任
講
師
、
同
助
教
授
を
経
て
、
2
0
0
5
年
よ
り
白
百
合
女

子
大
学
教
授
（
文
学
部
国
語
国
文
学
科
）。
専
攻
は
、
日
本
語
史
（
古
代
中
世
の
書
記
史
、
文
体
史
）。
著
書
に
『
平
安
鎌
倉

時
代
に
於
け
る
表
白・願
文
の
文
体
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
第
25
回
新
村
出
賞
受
賞
）・『
図
解
日
本
語
』（
三
省
堂
、
共
著
）
等
。

　

し
か
し
そ
ん
な
「
電
子
の
手
紙
」
を
頻
繁
に

や
り
と
り
し
て
い
る
人
も
、
か
つ
て
「
筆
ま
め
」

と
呼
ば
れ
た
人
々
と
は
タ
イ
プ
が
異
な
って
い
る
よ

う
だ
。
い
や
事
実
は
む
し
ろ
逆
で
、
こ
れ
ま
で
葉

書
や
手
紙
を
書
く
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
っ

た
人
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

手
紙
だ
け
で
な
く
、
学
校
で
の
課
題
で
出
さ
れ
る

作
文
や
読
書
感
想
文
な
ど
を
避
け
続
け
て
き
た

人
た
ち
が
、
い
ま
片
手
に
収
ま
る
電
話
機
を
使
っ

て
、
日
本
語
の
文
章
を
書
き
ま
く
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
？　

も
ち
ろ
ん
流
行
の
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
い
る

と
い
う
楽
し
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に「
か
っ

こ
い
い
」
し
、「
進
ん
で
い
る
」
の
だ
。
し
か
し
そ

ん
な
軽
薄
な
事
象
以
外
に
、
文
章
を
書
く
環
境

が
ぐ
っ
と
簡
便
に
な
っ
た
と
い
う
点
が
背
景
に
あ
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
携
帯
メ
ー
ル
な
ら
操
作

を
比
較
的
短
時
間
で
マ
ス
タ
ー
で
き
る
し
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
気
軽
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
に
は
さ
ら
に
、
文
字
の
美
醜
に
神
経
を
使

う
必
要
も
な
い
。
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
で
作
っ
た

文
書
の
美
し
さ
を
決
め
る
の
は
、
機
械
に
内
蔵
さ

れ
る
書
体
（
フ
ォ
ン
ト
）
と
プ
リ
ン
タ
ー
の
性
能
で

あ
っ
て
、
文
書
を
入
力
し
た
人
間
の
腕
前
で
は
な

公
家
の
漢
字
生
活〜

副
詞
「
た
と
ひ
」
の
漢
字
表
記
〜

　

日
本
人
が
漢
字
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
い
こ
な
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
漢
字
生
活
の

一
齣こ

ま

を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
代

に
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
と
いっ
た
女

流
文
学
作
品
が
仮
名
で
書
か
れ
ま
し
た
が
、
当
時

の
日
本
人
が
書
い
た
も
の
の
中
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
マ

イ
ナ
ー
で
あ
り
、
一
般
に
公
の
文
書
な
ど
を
記
録
す

る
の
は
、
上
代
か
ら
引
き
続
い
て
、
専
ら
漢
字
の
み

を
用
い
て
綴つ

づ

る
日
本
式
の
漢
文
（
＝
和
化
漢
文
）
に

よ
って
い
ま
し
た
。

  

平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
は
、
宮
中
で
の
儀
式
や
出

来
事
を
こ
の
漢
文
で
綴
っ
て
お
り
、
公
家
日
記
と
し

て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
藤ふ

じ
わ
ら
の
み
ち
な
が

原
道
長
の
『
御み

堂ど
う

関か
ん

白ぱ
く

記き

』
や
小お

の
の
み
や
の
さ
ね
す
け

野
宮
実
資
の
『
小

し
ょ
う

右ゆ
う

記き

』
な
ど
が

有
名
で
、
平
安
時
代
の
史
料
と
し
て
欠
か
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
解
読
す
る
に
は
、
漢
文
の
、

漢
字
一
字
一
字
が
ど
の
よ
う
な
日
本
語
（
＝
訓
）

を
表
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

縦
雖
レ
有
二
所
労
一
、
相
扶
必
可
二
参
入
一

（
＝
縦た

と

ひ
所し

よ
ろ
う労
有あ

り
と
雖い

へ
ど
も
、
相あ

ひ
扶た

す

け
て
必か

な
ら
ず

参さ
ん
に
ゆ
う
入
す
べ
し
、『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
七
月
十
七
日
）

　

右
の
文
の
「
縦
」
は
、
そ
の
下
の
「
雖
」
と
呼

応
し
て
、
副
詞
「
た
と
ひ
」
の
訓
を
担
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
古
語
「
た
と
ひ
」
と
は
、
今
日

の
日
本
語
で「
た
と
え
わ
が
身
が
ど
う
な
ろ
う
と
も
、

助
け
出
さ
な
け
れ
ば
」
な
ど
と
使
う
副
詞
の
「
た

と
え
」
で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
平
安・鎌
倉
時
代
の
副
詞
「
た
と
ひ
」

の
漢
字
表
記
は
、
こ
の
「
縦
」
が
担
っ
て
お
り
、
当

時
の
「
常
用
漢
字
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

ひ
と
つ
の
例
外
が
き
っ
か
け
と
な
り  

　

私
の
卒
業
論
文
は
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
仏

教
儀
礼
（
＝
表ひ

ょ
う
び
ゃ
く
白
）
の
文
献
を
対
象
と
し
て
、
漢

字
索
引
を
作
成
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
漢
字
の
訓
読

み
を
、
古
辞
書
な
ど
を
用
い
て
推
定
し
、
同
訓
異
字

の
使
い
分
け
や
日
本
化
し
た
漢
字
音
の
実
態
を
調
べ

た
も
の
で
し
た
。

　

設
ヒ
此
身
ヲ
徒
ニ
雖
ト
モ
捨
ツ
ト一
西
方
ノ
蓮
ス
ノ
中
チ
ニ
必
ス

彼
ノ
魂
ヒ
ヲ
可
迎
ヘ
給
フ一

（
＝
設た

と

ひ
此こ

の
身み

を
徒

い
た
づ
らに
捨す

つ
と
雖い

へ
ど
も
、
西さ

い
ほ
う方
の
蓮は

ち
すの

中う
ち

に
必か

な
ら
ず
彼か

の
魂

た
ま
し
ひを
迎む

か
へ
給た

ま

ふ
べ
し
、日に

っ
こ
う光
輪り

ん

王の
う

寺じ

蔵

『
諸
事
表
白
』）

　

こ
の
古
写
本
で
は
、
副
詞
「
た
と
ひ
」
に
「
縦
」

で
は
な
く
、「
設
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
。
同
訓
異
字
は
、し
ば
し
ば
「
望の

ぞ

む
」
と

「
臨の

ぞ

む
」
の
よ
う
に
、
意
味
の
上
で
使
い
分
け
が
あ

り
ま
す
が
、「
縦
」
と
「
設
」
と
に
は
意
味
上
の
違

い
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
、

個
人
的
な
用
い
方
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
程
度
に
し
か

思
わ
ず
、
深
く
気
に
も
と
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
安
・
鎌
倉
時
代
の
漢
字
文
献
を
広
く
調
べ
る

  

そ
の
後
、
あ
る
と
き
、
他
の
古
い
書
物
を
読
ん
で
い

た
ら
、
次
の
よ
う
な
例
が
目
に
入
り
ま
し
た
。

　

設
又
仙
人
詞
実
ナ
リ
ト
モ
公
ハ
争
テ
カ
コ
ラ
ヘ
給
ヘ
キ

（
＝
設た

と

ひ
又ま

た

仙
人
の
詞

こ
と
ば

実ま
こ
とな
り
と
も
、
公
は
争い

か

で
か

こ
ら
へ
給
ふ
べ
き
、
山
口
光
円
氏
蔵
『
草
案
集
』）

　

こ
の
「
設
」
も
「
ナ
リ
ト
モ
」
と
呼
応
し
て
お
り
、

「
た
と
ひ
」
を
書
き
表
し
た
漢
字
だ
と
分
か
り
ま

す
。
卒
業
論
文
で
書
い
た
「
設
」
の
こ
と
が
こ
こ
で

想
起
さ
れ
ま
し
た
。「
二
度
あ
る
こ
と
は
」
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
一
度
し
っ
か
り
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い

立
ち
、
古
文
書
を
年
代
順
に
配
列
し
た
『
平
安
遺

文
』
と
『
鎌
倉
遺
文
』（
調
査
当
時
は
未
完
）
に

収
録
さ
れ
て
い
る
、
お
よ
そ
３
万
５
千
通
の
文
書
に
つ

い
て
、
副
詞
「
た
と
ひ
」
が
ど
の
よ
う
な
漢
字
を
用

い
て
書
か
れ
て
い
る
か
を
調
べ
ま
し
た
。

僧
侶
の
実
用
漢
字

　

設
又
雖
レ
為
二
百
余
町
一
、
当
荘
御
封
既
百
四
十
余

石
也

（
＝
設た

と

ひ
又
百
余
町
為
り
と
雖い
へ
ども
、
当
荘
の
御
封
は

既す
で
に
百
四
十
余
石
な
り
、『
平
安
遺
文
』
二
八
八
六

東
大
寺
三
綱
陳
状
案
、
保
元
二
年
）

　
「
縦
」
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
設
」
も

２
０
０
例
ほ
ど
使
わ
れ
て
お
り
、
確
か
に
副
詞
「
た

と
ひ
」
の
表
記
と
し
て
当
時
用
い
ら
れ
る
漢
字
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。「
縦
」
が
「
常
用
漢
字
」

だ
と
し
た
ら
「
設
」
は
「
実
用
漢
字
」
と
で
も
言

え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
何
よ
り
顕
著
な
違
い
は
、

公
家
の
文
章
に
見
ら
れ
た
「
縦
」
に
対
し
て
、「
設
」

は
書
き
手
が
お
坊
さ
ん
の
文
書
に
偏
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
つ
ま
り
、「
設
」
は
僧
侶
の
実
用
漢
字
だ
っ

た
の
で
す
。
公
家
の
漢
字
と
僧
侶
の
そ
れ
と
で
は
異

な
る
ケ
ー
ス
の
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

漢
字
の
使
い
ざ
ま
か
ら
歴
史
を
照
射
す
る

〜「
百
姓
」は
だ
れ
か
ら
漢
字
を
学
ん
だ
か
〜

　

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
文
書
が
僧
侶
を
書
き
手
と

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
割
程
度
は
僧
侶
以
外
の

文
書
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
例

外
の
中
に
も
興
味
深
い
こ
と
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

僧
侶
以
外
の
文
書
の
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
数
の
も
の
は

「
百
姓
」
の
文
書
だ
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
の
「
百
姓
」
は
、
一
体
、
だ
れ
か
ら
漢
字

を
学
び
、
文
書
を
綴
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
史

学
の
分
野
で
は
、
お
そ
ら
く
在
村
の
僧
侶
だ
っ
た
だ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
、「
執
筆
僧
」

な
ど
と
署
名
の
あ
る
文
書
を
除
い
て
今
日
そ
れ
を
証

明
す
る
手
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
「
百
姓
」
の
文
書
に
、
僧
侶
の
実
用
漢
字
で
あ

る
「
設
」
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、

漢
字
の
使
い
ざ
ま
か
ら
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
す
。
一
見
、
例
外
と
し
て
都
合
の
悪
そ

う
な
例
も
、
見
方
を
変
え
れ
ば
歴
史
の
証
明
材
料

に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

　

ほ
か
に
、接
続
詞
「
こ
れ
に
よ
り
て
（
依
之
）」
や

「
か
く
の
ご
と
し
（
如
是
）」
な
ど
も
公
家
と
僧
侶

と
で
は
用
い
る
漢
字
に
若
干
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。

今
は
こ
の
よ
う
な
事
例
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
を

調
べ
、
そ
の
違
い
が
生
じ
る
要
因
（
お
経
〈
＝
漢
訳

仏
典
〉
の
漢
字
の
使
い
方
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
い
ま
す
）
に
つ
い
て
も

追
究
し
て
み
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

※
『
諸
事
表
白
』お
よ
び
『
草
案
集
』の
返
り
点
と
送
り
が
な
は

原
文
の
ま
ま
で
す
。

漢 字 つ れ づ れ本コーナーでは、識者に漢字のもつ奥深さや面白さをそれぞれの専門分野からご紹介いただきます。
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ベンチャー魂を支える「自今生涯」の精神
　大学 ※ 年生の時、日本は終戦を迎えました。
私は研究者を志望していましたが、専門の原
子核物理学の研究が禁止されてしまったため、
自力で堀場無線研究所を立ち上げました。そ
して、この研究所で卒論を書き、大学を卒業し
ました。その後、エレクトロニクス関係で生計を
立てながら、「始めたからにはとことんやろう」と、
※953 年に堀場無線研究所を株式会社化し、
社名を堀場製作所に改めました。
　そんな私の座右の銘は「自今生涯」です。
この言葉には〝今のあなたがいるのは、その
命が先祖代々、脈 と々受け継がれてきたおか
げであり、そのことを忘れてはいけない。また未
来は ※ 秒先も見えないのだから、すばらしい未
来のためには今この瞬間を精一杯生きなさい〟
という意味が込められています。私自身のことを
振り返ると、まさに「自今生涯」の人生を歩ん
できたと思います。

私の好きな漢字一字――「雅」
　私の好きな漢字一字は、私の名前にも含ま
れている「雅」です。言葉の響きも、漢字の
つくりも気に入っています。この漢字を見るだけ
で、少し贅

ぜい

沢
たく

な気持ちになりませんか？
　韓国が ※970 年に漢字教育を一時廃止し、
ハングルのみを使うようになった時、私は文字が
変わることは、同時に文化が変わることでもある
ことを実感しました。新聞も、教科書も、町の
看板も、すべてハングル表記に変わってしまっ
たのですから。
　私たちは、普段何気なく漢字を使っています
が、漢字は日本文化のベースでもあります。今
一度、きちんと漢字に向き合ってみたいもので
す。

本コーナーでは、各界で活躍されている方々に「自分を支える漢字一字」などをテーマに、それぞれの人生観・仕事観をお話しいただきます。

文 化 人・教 育 者 が 語る私 の 一 字

組曲『アルルの女』との出会い
　私がフルート奏者としての人生を歩み始めた
のは、フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーの組
曲『アルルの女』との出会いがきっかけでした。
メロディーを奏でるフルートの音色を聴いて、私
はあたかも自分が自由に空を飛んでいけるような
気分になりました。それからというもの、私は何
度も何度も繰り返しレコードを聴き、「ぜひフルー
トを吹いてみたい」と強く願うようになりました。
そんな私を見かねた母がフルートを習わせてくれ
たのです。

名著との出会い
　※5歳の時にドイツに単身で留学しましたが、
母は留学中に、古典の『源氏物語』をはじめ、
夏目漱

そうせき

石や谷崎潤一郎らの名著と呼ばれるもの
をたくさん送ってくれました。母は「異国にいても、
日本語を大切にしてほしい」と願っていたようで
す。私も日本のことを強く想っていましたので、
母に感謝するとともに、送られてきた本を夢中で
読みふけりました。

私の目標を表す漢字一字――「貫」
　私の目標を表す漢字一字は「貫」です。現
代は、さまざまなことが瞬時にかつ容易にできて
しまい、ひとつのことをじっくり時間をかけて取り
組むことが難しい時代です。このような時代に
こそ、本当に成し遂げたいことを「貫」く姿勢が
大切だと考えています。
　一昨年、私は「三つの花希望プロジェクト」と
いうＮＰＯ法人を立ち上げました。そこでは、自
分自身がアトピー性皮膚炎で苦しんだ経験から、
同じ病に悩む患者さんを中心に、地域の方 を々
対象としたコンサート活動や講演活動などを行っ
ています。信念を「貫」くことで、自分だけでなく
周囲の人も幸せにできると思います。私は、これ
からも音楽の道を「貫」いていきたいと思います。

株式会社堀場製作所　最高顧問

堀場　雅夫さん
1924年京都府生まれ。株式会社堀場製作所創業者。京都大学理
学部在学中に堀場無線研究所を創業し、食品工場などで必需品
のphメーター開発に成功。学生ベンチャーの先駆けとなる。医学博
士。現在、財団法人 日本漢字能力検定協会の理事を務める。

フルート奏者

園城　三花さん
1963年京都府生まれ。8歳でフルートを始める。1978年にデトモ
ルト北西ドイツ音楽大学の青少年特別クラスに入学。ミュンヘン
音楽大学大学院卒業後、パリでバロック音楽を学ぶ。現在、日
本各地でリサイタルやオーケストラとの共演を行う。

※問題抄録の無断転載・複製を禁じます。

●本コーナーは、毎週日曜9:45 ～ 10:00にラジオ関西で放送している「池坊保子の一語一句」の内容をまとめたものです。
　（堀場さん：6月19日収録、7月4日・11日放送、園城さん：6月19日収録、8月1日・8日放送、中西さん：7月31日収録、8月29日・9月5日放送）

日本漢字能力検定　問題抄録

万葉人に学ぶ――「いのち」と「こころ」
　日本に現存する最古の和歌集である『万葉
集』には、皇室や貴族だけでなく、名もない
庶民らの歌も数多く収められています。歌集全
体の表情が豊かで、人々の本音が垣間見ら
れるところに惹

ひ

かれ、私は日本文化の研究を
始めました。
　※003 年には、全国の小・中学生を対象に
古代の心の豊かさを伝える「万葉みらい塾」
を始めました。子どもたちには、「いのち」の
エネルギーが生み出す『万葉集』の愛の歌
を通じて、「いのち」を燃やしながら精一杯
生きることの大切さを学んでほしいと思っていま
す。

状況に応じて言葉を使い分ける日本人
　日本人の言語活動を見ますと、古来より日本
で使われてきた大和言葉は、恋のことばをささ
やく時のように「こころ」の動きを表す時に使
われ、漢字や外来語は正確に物事を伝える時
によく使われています。様 な々言語を受け入れ、
状況に応じて言葉を使い分けているのです。
日本人は本当に素晴らしいなと思います。

学者として大切にしたい漢字一字――「優」
　私が大切にしたい漢字一字は「優」です。
昔の有名な中国の儒学者である朱子が「優

ゆう

游
ゆう

涵
かん

泳
えい

」であることが学者としての必須条件
だと言っていました。「優游」とはゆったりと遊
べということです。わたしは学者ですから、な
るほどと思いまして、ゆったりと遊びも交えなが
ら（＝優游）じっくりと学問に取り組む姿勢（＝
涵泳）を大切にしようと思っています。

奈良県立万葉文化館長

中西　進さん
1929年東京都生まれ。東京大学文学部卒業。同大学大学院人
文科学研究科博士課程修了。文学博士。筑波大学教授、国際日
本文化研究センター教授、大阪女子大学学長、京都市立芸術大
学学長などを歴任。現在、社団法人 平城遷都1300年記念事業
協会理事を務める。


