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『
新
常
用
漢
字
表
（
仮
称
）』
案
へ
の
意
見
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三
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1

は
じ
め
に

先
に
答
申
さ
れ
た
『
新
常
用
漢
字
表
（
仮
称
）
』
案
に
つ
い
て
、
下
記
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
及
び
意
見
し
た
く
本
書
を
送
附
し
ま
す
。

•

新
常
用
漢
字
（
仮
称
）
の
性
格
に
つ
い
て

•

字
種
採
用
条
件
に
対
す
る
確
認

•

字
種
の
削
除
に
対
す
る
妥
当
性

•

追
加
字
種
の
字
形
に
つ
い
て

•

新
常
用
漢
字
表
（
仮
称
）
に
採
用
さ
れ
る
例
示
書
体
に
つ
い
て

2

新
常
用
漢
字
（
仮
称
）
の
性
格
に
つ
い
て

今
回
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
に
当
た
っ
て
公
開
さ
れ
た
資
料
（
以
下
公
開
資
料
）
の
「
基
本
的
な
考
え
」
に
お
い
て
、『
情
報
化
の
進
展
す
る
現
在
に
お
い
て

も
「
漢
字
使
用
の
目
安
」
と
し
て
十
分
（
マ
マ
）
機
能
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
，
検
討
す
る
時
期
に
来
て
い
る
。』
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
情
報
機
器
の
普
及
前
か
ら
、

小
説
等
の
印
刷
物
で
は
引
き
続
き
表
外
字
は
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
情
報
化
に
お
い
て
問
題
が
顕
在
化
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
常
用
漢
字
の
制
定
経
緯
自
体
が
漢
字
制
限
政
策
に
対
す
る
反
発
に
あ
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
用
漢
字
表
の
手
直
し
に
留
め
て
表
外
字
に
つ
い
て
の
考

え
を
曖
昧
に
し
、
字
種
の
採
用
を
過
小
に
し
た
た
め
に
、
近
年
の
表
外
漢
字
字
体
表
、
人
名
用
漢
字
の
改
正
と
い
っ
た
諸
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。



2 3. 字種採用条件に対する確認

現
実
と
し
て
、
国
民
は
常
用
漢
字
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で
も
の
を
読
み
書
き
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
常
用
漢
字
の
影
響
は
旧
当
用
漢
字
字
体
表
に
お
け
る
新
字
体
の

採
用
と
教
育
漢
字
、
そ
し
て
人
名
用
漢
字
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
確
か
に
国
民
は
漢
字
を
必
要
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
常
用
漢
字
で

は
な
く
子
供
の
名
前
に
使
え
る
漢
字
を
。
勿
論
、
国
民
共
通
で
読
み
書
き
で
き
る
字
種
の
選
定
は
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
単
純
な
字
種
の
増
加
で
と
い
う
立
場

に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
先
日
の
報
道
に
お
い
て
『
飛
翔
体
』
な
る
言
葉
が
使
わ
れ
ま
し
た
。『
翔
』
の
字
は
人
名
用
漢
字
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
行
或
い
は
新
常
用
漢
字
表
に
お
い

て
も
対
象
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。
通
常
法
令
等
の
公
文
書
に
お
い
て
は
、
仮
名
書
き
乃
至
最
初
に
振
り
仮
名
を
振
っ
て
記
述
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
振
り
仮
名

等
も
使
わ
れ
ず
、
政
府
機
関
で
す
ら
公
用
文
作
成
の
要
領
を
尊
重
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
命
名
用
の
漢
字
に
お
い
て
難
読
乃
至
難
解
、
謂
わ
ば
濫
用
が
存
在
す
る
と
い
う
意
見
が
審
議
に
お
い
て
出
て
い
ま
す
が
、
本
常
用
漢
字
の
審
議
に
適
当
で
し
ょ

う
か
。
そ
も
そ
も
、
現
行
常
用
漢
字
で
も
固
有
名
詞
を
対
象
外
と
し
て
お
り
、
ま
た
新
常
用
漢
字
に
お
い
て
も
字
種
の
採
用
範
囲
を
都
道
府
県
名
ま
で
に
留
め
て
い
る

以
上
、
当
方
は
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
人
名
は
常
用
平
易
で
あ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
べ
き
漢
字
は
国
語
政
策
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
拘
束
す
べ
き
と
考
え
る
な
ら
、
当
用
漢
字
の
漢
字
制
限
論
の
幻
想
か
ら
未
だ
に
逃
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
看
做
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

3

字
種
採
用
条
件
に
対
す
る
確
認

今
ま
で
の
当
用
漢
字
及
び
常
用
漢
字
に
お
い
て
、
固
有
名
詞
字
は
採
用
字
種
か
ら
基
本
的
に
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
都
道
府
県
名
や
『
畿
』
等
の
み
緩
和
さ
れ
る

理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
都
道
府
県
名
が
妥
当
な
ら
ば
、
都
道
府
県
庁
所
在
地
や
、
公
文
書
上
多
数
の
記
載
が
あ
り
都
道
府
県
に
「
準
ず
る
」
で
あ
ろ
う
政
令

指
定
都
市
や
旧
国
名
、
支
庁
名
・
支
庁
所
在
地
等
（
札
『
幌
』
、『
檜
』
山
、
室
『
蘭
』、
留
『
萌
』
等
）
が
含
ま
れ
な
い
の
は
片
手
落
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
仮
に
都
道
府
県
名
に
関
し
て
の
み
採
用
す
る
と
し
て
も
、『
阪
』
の
字
は
『
坂
』
の
異
体
字
で
あ
り
、
参
考
資
料
中
の
一
字
種
一
字
体
の
原
則
か
ら
完
全
に
外

れ
ま
す
が
、
妥
当
で
し
ょ
う
か
。

4

字
種
の
削
除
に
対
す
る
妥
当
性

新
常
用
漢
字
案
に
お
い
て
は
、『
勺
』『
錘
』『
銑
』『
脹
』『
匁
』
の
削
除
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
字
種
は
現
行
の
常
用
漢
字
の
制
定
段
階
に
お
い
て
存

続
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
字
種
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
一
度
存
続
を
決
定
し
た
字
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
削
除
を
再
提
案
す
る
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

仮
に
こ
れ
ら
の
字
を
削
除
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
前
述
の
通
り
、
国
民
生
活
に
お
い
て
は
一
見
支
障
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、『
膨
脹
』
に
つ

い
て
は
当
用
漢
字
以
来
の
言
い
換
え
は
徹
底
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
少
な
く
と
も
当
方
（
昭
和
五
十
九
年
生
）
は
『
膨
脹
』
と
筆
記
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、『
銑
』



3 5. 追加字種の字形について

に
つ
い
て
は
工
学
、
特
に
冶
金
分
野
に
お
い
て
は
『
銑
鉄
』
と
い
う
重
要
な
使
用
例
が
存
在
し
、
人
名
に
お
い
て
も
林
銑
十
郎
元
首
相
等
の
用
例
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
常
用
漢
字
を
人
名
字
と
し
て
考
え
た
場
合
は
重
要
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
字
は
『
平
易
な
字
』
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
人
名
用

漢
字
と
し
て
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
確
信
し
ま
す
。
し
か
し
、
常
用
漢
字
か
ら
人
名
用
漢
字
へ
の
移
動
で
す
ら
戸
籍
法
施
行
規
則
の
改
正
等
と
い
う
、
余
計
な

事
務
手
続
き
を
必
然
的
に
伴
い
ま
す
。
国
民
生
活
上
何
ら
意
味
が
な
い
改
正
を
わ
ざ
わ
ざ
引
き
起
こ
す
意
味
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
当
方
は
常
用
漢
字
表
か
ら
削
除

せ
ず
教
育
漢
字
外
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

5

追
加
字
種
の
字
形
に
つ
い
て

一
部
で
は
、
追
加
字
種
に
つ
い
て
簡
略
字
形
を
採
用
す
べ
き
と
の
論
調
が
よ
く
聞
か
れ
ま
す
が
、
当
方
は
反
対
し
ま
す
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
表
外
漢
字
字

体
表
の
制
定
経
緯
と
大
陸
に
お
け
る
則
天
字
、
二
簡
字
の
存
在
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

表
外
漢
字
字
体
表
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
の
混
乱
に
起
因
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
現
代
の
用
語
用
字
を
元
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
調
査
の
大
ま
か
な
結
論
と
し
て
は
一
部
の
字
を
除
く
と
、
現
代
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
は
常
用
漢
字
は
新
字
体
で
、
常
用
外
字
は
康
煕
字
典
体
乃
至
「
日
本
の
旧
字

体
」
で
あ
る
印
刷
標
準
書
体
が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
印
刷
標
準
書
体
か
ら
外
れ
た
字
形
を
取
る
こ
と
は
、
現
代
日
本
語
の
用

字
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
現
実
か
ら
乖
離
し
た
字
形
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
新
常
用
漢
字
を
則
天
字
や
二
簡
字
の
よ
う
な
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
当

用
漢
字
字
体
表
に
て
引
き
起
こ
し
た
日
本
語
漢
字
の
隔
絶
『
過
激
な
変
化
』
を
再
び
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仮
に
、
新
た
な
字
形
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
漢
字
を
制
限
す
る
と
か
、
漢
字
の
学
習
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
等
の
目
的
に
反
し
て
、
む
し
ろ
『
異
体
字
の
増

加
』
と
い
う
文
字
の
増
加
と
学
習
へ
の
障
害
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ
の
有
害
面
を
取
り
除
く
た
め
に
旧
に
復
し
て
も
、
異
体
字
の
増
加
は
旧
に
復

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
大
陸
に
お
け
る
則
天
字
や
二
簡
字
等
が
、
未
だ
に
異
体
字
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
度
作
っ
て
し
ま
っ
た

『
公
的
な
』
字
形
を
取
り
消
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

従
っ
て
、
新
常
用
漢
字
表
に
お
け
る
字
形
は
印
刷
標
準
書
体
を
採
用
す
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

6

新
常
用
漢
字
表
（
仮
称
）
に
採
用
さ
れ
る
例
示
書
体
に
つ
い
て

過
去
の
当
用
漢
字
、
現
行
の
常
用
漢
字
で
は
、
例
示
書
体
と
し
て
印
刷
局
書
体
が
採
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
参
考
資
料
中
の
『
漢
字
表
に
用
い
る
フ
ォ
ン
ト
の
詳

細
な
検
討
』
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
特
定
企
業
の
商
用
書
体
（
平
成
書
体
を
含
む
）
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
反
対
し
ま
す
。



4 7. おわりに

そ
も
そ
も
、
書
体
の
製
作
で
は
漢
字
表
の
字
形
が
絶
対
視
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
表
外
漢
字
字
体
表
の
制
定
時
やJIS

X
0213:2004

改
正
時
が
代
表
的
で
す
が
、
明

ら
か
な
誤
り
も
含
め
か
な
り
細
か
い
面
ま
で
模
倣
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
よ
り
、
新
常
用
漢
字
表
に
対
応
と
称
す
る
書
体
の
多
く
が
、
例
示
書
体
の
模

倣
品
と
化
す
虞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
公
的
な
書
体
（
例
を
挙
げ
る
と
、
印
刷
局
書
体
、
自
動
車
道
標
識
の
様
式
を
定
め
る
省
令
、JIS

Z
8903

機
械
彫
刻
用
標

準
書
体
等
）
を
使
用
す
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

7

お
わ
り
に

当
方
の
意
見
を
ま
と
め
ま
す
と
、

•

情
報
化
に
よ
り
漢
字
の
使
用
が
増
加
し
た
か
疑
問
が
あ
る

•

国
民
が
必
要
と
す
る
漢
字
が
不
足
し
て
い
た
が
、
人
名
字
で
あ
っ
た

•

そ
れ
以
外
の
場
面
で
常
用
漢
字
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
か
疑
問
が
あ
る

•

字
種
の
採
用
基
準
に
疑
問
が
あ
る

•

字
種
の
削
除
は
単
純
に
人
名
用
漢
字
へ
の
移
動
に
し
か
な
ら
ず
、
賛
成
で
き
な
い

•

新
字
体
の
新
規
採
用
は
反
対
で
あ
る

•

例
示
書
体
に
公
的
書
体
を
希
望
す
る

と
な
り
ま
す
。
次
期
案
の
作
成
へ
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

以
上
失
礼
し
ま
す
。


