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漢

字

に

関

す

る

学

力

と

し

て

の

「

正

し

い

筆

順

」

に

つ

い

て

の

批

判

的

検

討

─

筆

順

の

学

習

意

義

の

議

論

の

た

め

に

─

島

根

大

学

冨

安

慎

吾

一

「

正

し

い

筆

順

」

に

つ

い

て

の

現

状

の

認

識

と

そ

の

課

題

漢

字

に

関

す

る

学

力

（

以

下

「

漢

字

学

力

」
）

に

つ

い

て

の

議

論

に

お

い

て

、

筆

順

を

ど

の

よ

う

に

位

置

づ

け

る

か

の

合

意

は

得

ら

れ

て

い

る

と

は

言

え

な

い

。
こ

の

こ

と

を

、
松

岡

千

賀

子
（

二

○

一

七

）

は

、

字

形

の

許

容

な

ど

に

触

れ

な

が

ら

、
「

筆

順

指

導

の

解

釈

に

は

微

妙

な

差

異

が

生

じ

、

個

々

の

指

導

者

に

任

せ

ら

れ

て

い

る

の

が

現

状

」
（

一

二

頁

）
と

指

摘

す

る

。
こ

の

筆

順

指

導

の

解

釈

の

中

で

も

、

特

に

そ

の

考

え

方

が

揺

れ

て

い

る

の

が

、
「

正

し

い

筆

順

」

に

つ

い

て

ど

の

よ

う

に

考

え

る

か

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

現

在

の

日

本

に

お

け

る

筆

順

は

、
『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』
（

一

九

五

八

）

に

よ

っ

て

示

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

が

、

同

手

び

き

が

、
「

筆

順

の

原

則

」

を

設

定

し

て

、

八

八

一

字

種

に

つ

い

て

演

繹

的

に

一

通

り

の

筆

順

を

示

す

と

と

も

に

、
「

取

り

上

げ

な

か

っ

た

筆

順

に

つ

い

て

も

、

こ

れ

を

誤

り

と

す

る

も

の

で

」

は

な

い

と

し

て

い

る

こ

と

は

（

七

頁

）
、

広

く

一

般

的

に

認

識

さ

れ

て

い

る

と

は

言

い

に

く

い

。

現

在

の

小

学

校

学

習

指

導

要

領

で

は

、

そ

の

解

説

に

お

い

て

、

筆

順

を

「

原

則

と

し

て

一

般

に

通

用

し

て

い

る

常

識

的

な

も

の

」
（

五

五

頁

）
と

す

る

。
こ

れ

は

、
教

科

用

図

書

検

定

基

準

に

お

い

て

も

ま

っ

た

く

同

じ

記

述

が

な

さ

れ

て

い

る

。

松

本

仁

志

（

二

○

一

五

）

は

、

教

科

用

図

書

検

定

基

準

が

こ

の

よ

う

な

記

述

に

変

化

し

た

一

九

七

七

（

昭

和

五

二

）

年

の

改

訂

に

つ

い

て

、
「

〝

一

漢

字

一

筆

順

〟

と

い

う

ル

ー

ル

を

お

よ

そ

二

○

年

で

放

棄

し

た

」

も

の

と

し

、

同

手

び

き

に

よ

る

筆

順

規

範

が

「

〝

厳

格

に

守

る

べ

き

ル

ー

ル

〟

と

し

て

教

育

現

場

で

扱

わ

れ

て

い

る

現

状

と

そ

れ

に

よ

る

弊

害

に

危

惧

を

覚

え

た

」

こ

と

に

よ

る

も

の

と

述

べ

て

い

る

（

二

二

三

頁

）
。

こ

れ

ら

の

経

緯

に

よ

り

、

現

在

、

日

本

に

は

制

度

と

し

て

「

正

し

い

筆

順

」

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

る

筆

順

は

存

在

し

な

い

。

し

か

し

、

実

際

に

は

、
『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』

を

ベ

ー

ス

と

し

て

敷

衍

さ

れ

た

筆

順

が

「

正

し

い

筆

順

」

と

し

て

教

科

書

等

に

掲

載

さ

れ

、

指

導

さ

れ

、
時

に

評

価

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

。
秋

山

英

治
（

二

○

一

二

）

は

、

小

学

校

の

教

員

一

一

九

名

を

対

象

と

し

た

質

問

紙

調

査

に

お

い

て

、

六

一

％

の

教

員

が

『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』

の

筆

順

が

「

指

針
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で

あ

っ

て

絶

対

的

な

も

の

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

」

を

知

ら

な

か

っ

た

と

回

答

し

た

と

報

告

し

て

い

る

（

三

六

頁

）
。

こ

の

こ

と

は

、
「

正

し

い

筆

順

」

の

存

在

を

自

明

と

す

る

認

識

の

上

で

、

漢

字

学

力

と

し

て

の

筆

順

が

考

え

ら

れ

る

傾

向

に

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

し

か

し

、
本

当

に
『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』
を

ベ

ー

ス

と

し

た
「

正

し

い

筆

順

」

を

自

明

の

も

の

と

し

て

漢

字

学

習

を

考

え

て

よ

い

の

だ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

、

本

稿

で

は

、
「

正

し

い

筆

順

」

に

つ

い

て

批

判

的

に

検

討

す

る

こ

と

を

通

し

て

、

漢

字

学

力

と

し

て

筆

順

を

ど

の

よ

う

に

捉

え

て

い

く

べ

き

か

を

考

察

す

る

。

二

「

正

し

い

筆

順

」

の

意

義

に

つ

い

て

の

批

判

的

考

察

筆

順

の

根

拠

に

つ

い

て

、

松

本

（

二

○

一

五

）

は

、
「

機

能

的

合

理

性

」「

意

味

的

合

理

性

」「

行

書

・

草

書

の

運

筆

」
の

三

点

を

挙

げ

、

こ

の

中

で

も
「

今

日

の

楷

書

筆

順

規

範

の

妥

当

性

を

担

保

す

る

根

拠

」

と

し

て

、
特

に
「

機

能

的

合

理

性

」
を

挙

げ

て

い

る
（

四

三

頁

）
。「

機

能

的

合

理

性

」

は

、
「

書

く

過

程

（

運

動

）

へ

の

効

果

」
「

書

く

文

字

（

字

形

）

へ

の

効

果

」
「

学

習

（

記

憶

）

へ

の

効

果

」

と

し

て

整

理

さ

れ

て

い

る

。

以

下

で

は

、

こ

の

三

つ

の

効

果

に

注

目

し

、
「

正

し

い

筆

順

」

の

意

義

に

つ

い

て

批

判

的

に

検

討

を

行

う

。

二

─

一

書

く

過

程

（

運

動

）

へ

の

効

果

（

書

き

や

す

さ

）

筆

順

を

学

習

す

る

意

義

と

し

て

し

ば

し

ば

挙

げ

ら

れ

る

の

が

、「

正

し

い

筆

順

」

を

用

い

て

書

く

と

「

書

き

や

す

い

」

と

い

う

書

く

過

程

へ

の

効

果

で

あ

る

。

こ

れ

は

確

か

な

こ

と

な

の

だ

ろ

う

か

。

筆

記

者

が

実

際

に

ど

の

よ

う

な

筆

順

を

運

用

し

て

い

る

か

に

つ

い

て

は

多

く

の

研

究

が

存

在

す

る

。

た

と

え

ば

、

中

学

生

二

○

一

名

を

対

象

と

し

て

当

時

の

い

わ

ゆ

る

教

育

漢

字

の

全

字

種

に

つ

い

て

筆

順

調

査

を

行

っ

た

外

田

久

美

他

（

二

○

○

一

）

で

は

、

四

二

％

の

字

種

が

「

正

し

い

筆

順

」

で

書

か

れ

て

い

る

一

方

、

五

・

七

％

の

字

種

は

五

割

以

上

の

対

象

者

が

「

間

違

っ

た

筆

順

」

で

書

い

て

い

た

こ

と

を

報

告

し

て

い

る

（

四

五

頁

）
。

特

に

、
「

蔵

」
（

九

三

％

）
、
「

臓

」
（

九

二

％

）
、
「

収

」
「

座

」
（

八

九

％

）
、
「

済

」
「

衛

」
（

八

八

％

）

な

ど

は

八

割

以

上

の

対

象

者

が

間

違

っ

て

お

り

、
「

正

し

い

筆

順

」

を

使

っ

て

い

る

者

の

方

が

ま

れ

で

あ

る

。

同

様

の

傾

向

は

成

人

に

つ

い

て

も

見

ら

れ

、

成

人

一

○

○

○

名

を

対

象

に

行

わ

れ

た

小

塚

昭

夫

他

（

二

○

○

○

）

の

調

査

で

は

、
「

希

」
「

馬

」
「

登

」
「

駅

」
「

蔵

」
「

験

」

は

九

割

以

上

の

対

象

者

が

間

違

っ

て

お

り

、
そ

れ

以

外

に

も
「

収

」「

上

」

「

有

」
「

何

」
「

布

」
「

成

」

な

ど

は

七

割

以

上

の

成

人

が

「

間

違

っ

た

筆

順

」

で

書

い

て

い

る

こ

と

が

報

告

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

実

態

か

ら

考

え

る

と

、

た

と

え

ば

「

収

」

と

い

う

文

字

に

つ

い

て

は

、

お

よ

そ

九

割

の

中

学

生

が

わ

ざ

わ

ざ

「

レ

」

か

ら

始

ま

る
「

書

き

に

く

い

」
筆

順

で

書

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

解

釈

に

は

無

理

が

あ

る

だ

ろ

う

。

特

に

「

書

き

に

く

さ

」

を

感

じ

て

い

な

い

か

ら

こ

そ

、

大

多

数

の

筆

記

者

が

「

間

違

っ

た

筆

順

」

で

書

い

て

い

る

と

解

釈

す

る

方

が

自

然

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

を

、

調

査

デ

ー

タ

に

基

づ

き

裏

付

け

て

お

こ

う

。

漢

字

を

記

述

す

る

上

で

の

空

筆

部

（

筆

記

具

が

空

中

に

あ

る

部

分

）

を

含

め

た

「

距

離

」

に

つ

い

て

検

討

す

る

管

野

陽

太

郎

他

（

二

○

二

○

）

で

は

、

二

画

か

ら

五

画

ま

で

の

漢

字

一

五

三

字

種

に

つ

い

て

の

調

査

が

行

わ

れ

て

い

る

。

結

果

、

楷

書

に

お

い

て

「

正

し

い

筆

順

」

が

最
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も

短

く

な

る

割

合

は

、

二

画

（

八

○

％

）
、

三

画

（

三

八

％

）
、

四

画

（

二

八

％

）
、

五

画

（

一

二

％

）

と

示

さ

れ

て

い

る

（

三

四

頁

）
。

二

画

を

除

け

ば

、
「

正

し

い

筆

順

」

の

距

離

が

最

短

距

離

に

な

る

と

は

限

ら

な

い

こ

と

が

わ

か

る

。

例

を

あ

げ

る

と

、
「

上

」

の

場

合

、
「

横

縦

横

」

で

は

距

離

は

６

４

と

な

り

、

一

方

で

、
「

正

し

い

筆

順

」

で

あ

る

「

縦

横

横

」

で

は

距

離

は

９

３

と

な

る

（

三

八

頁

）
。
「

上

」

は

先

に

も

見

た

と

お

り

、

七

割

以

上

の

成

人

が

「

横

縦

横

」

で

書

い

て

い

る

字

種

で

あ

り

、

そ

の

結

果

と

も

整

合

性

が

あ

る

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

管

野

ら

は

、

こ

れ

に

つ

い

て

、
「

誤

読

を

防

ぐ

と

い

う

意

味

で

の

「

読

み

や

す

さ

」

や

、

構

成

要

素

の

筆

順

を

一

致

さ

せ

よ

う

と

す

る

「

覚

え

や

す

さ

」

の

要

素

が

優

先

さ

れ

て

い

る

可

能

性

」

を

指

摘

し

て

い

る

（

四

○

頁

）
。

逆

に

言

え

ば

、
「

正

し

い

筆

順

」

は

「

書

き

や

す

さ

」

を

保

証

す

る

と

は

限

ら

な

い

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

加

え

て

、

詳

し

く

は

後

述

す

る

が

、

左

手

書

字

者

の

場

合

、
「

正

し

い

筆

順

」
が

必

ず
「

書

き

や

す

い

」
と

言

う

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、
「

正

し

い

筆

順

」

が

「

書

き

や

す

い

」

と

は

必

ず

し

も

言

え

な

い

。

少

な

く

と

も

、
「

正

し

い

筆

順

」

を

絶

対

視

す

る

根

拠

と

し

て

十

分

な

も

の

と

見

な

す

こ

と

は

で

き

な

い

。

二

─

二

書

く

文

字

（

字

形

）

へ

の

効

果

（

読

み

や

す

さ

）

「

書

く

文

字
（

字

形

）
へ

の

効

果

」
と

は

、
す

な

わ

ち

漢

字

の
「

読

み

や

す

さ

」

へ

の

効

果

の

こ

と

で

あ

る

。
「

字

の

美

し

さ

（

審

美

性

の

担

保

）
」

を

含

む

こ

と

も

で

き

る

が

、

本

稿

で

は

こ

れ

は

含

ま

な

い

。

こ

れ

は

、

小

林

一

仁

（

一

九

九

八

）

が

「

国

語

科

の

指

導

者

と

し

て

心

得

る

必

要

が

あ

る

の

は

、
国

語

科

に

こ

の

審

美

性
（

芸

術

性

）

を

持

ち

込

ま

な

い

こ

と

」

と

述

べ

、

あ

く

ま

で

も

「

識

別

性

」
「

社

会

性

」
「

正

整

性

」

を

も

っ

て

書

か

れ

る

こ

と

で

、
「

伝

え

る

べ

き

こ

と

を

明

確

に

表

し

出

す

こ

と

」(

三

一

─

三

二

頁

）

を

評

価

す

べ

き

と

し

た

主

張

に

基

づ

く

。

そ

れ

で

は

、
「

正

し

い

筆

順

」

は

「

読

み

や

す

さ

」

を

保

証

す

る

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

観

点

か

ら

行

わ

れ

た

研

究

は

そ

れ

ほ

ど

見

ら

れ

な

い

が

、

松

本

仁

志

（

二

○

一

二

）

は

、
「

筆

順

の

違

い

が

誤

字

を

生

み

や

す

い

と

い

う

視

点

か

ら

の

ア

プ

ロ

ー

チ

」

と

し

て

、
「

田

」

を

最

後

に

縦

画

を

書

く

筆

順

で

書

い

た

場

合

、
「

申

」

や

「

甲

」

の

よ

う

な

誤

字

が

出

現

し

や

す

い

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

（

二

三

五

頁

）
。

こ

れ

は

、

確

か

に

そ

う

考

え

ら

れ

る

が

、

し

か

し

、

そ

の

よ

う

な

微

細

な

違

い

が

別

の

字

種

と

の

識

別

性

を

喪

失

さ

せ

る

例

は

あ

ま

り

見

ら

れ

な

い

と

も

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

左

手

用

筆

順

に

つ

い

て

の

議

論

の

中

で

、

な

か

の

ま

き

（

二

○

一

四

）

が

「
「

土

」

と

「

士

」
、
「

日

」

と

「

曰

」

の

よ

う

な

筆

画

の

長

短

や

縦

画

と

横

画

が

接

合

し

て

い

る

か

し

て

い

な

い

か

と

い

う

字

体

の

ち

い

さ

な

相

違

が

弁

別

的

特

徴

と

な

る

漢

字

は

、

画

数

の

す

く

な

い

ご

く

一

部

の

漢

字

に

か

ぎ

ら

れ

」

る

と

述

べ

て

い

る

（

一

六

○

頁

）
。

漢

字

が

あ

る

程

度

の

冗

長

性

を

持

っ

て

お

り

、

多

少

点

画

が

不

足

し

て

も

識

別

性

が

完

全

に

は

失

わ

れ

に

く

い

こ

と

は

、

長

村

玄

（

二

○

一

五

）

に

お

い

て

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

先

に

も

見

た

「

間

違

っ

た

筆

順

」

が

多

用

さ

れ

て

い

る

現

状

か

ら

も

、
「

間

違

っ

た

筆

順

」

に

よ

る

「

読

み

に

く

さ

」

が

深

刻

な

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

エ

ラ

ー

を

引

き

起

こ

し

て

い

な

い

の

で

は
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な

い

か

、

と

い

う

こ

と

が

推

測

で

き

る

。

も

ち

ろ

ん

、

私

た

ち

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

上

で

「

字

を

判

読

で

き

な

い

」

こ

と

は

し

ば

し

ば

起

こ

る

が

、

そ

の

原

因

の

ど

れ

ほ

ど

の

割

合

が

「

正

し

い

筆

順

」

で

な

か

っ

た

こ

と

に

起

因

す

る

か

は

調

査

を

必

要

と

す

る

。

以

上

の

こ

と

か

ら

、
「

正

し

い

筆

順

」

が

「

読

み

や

す

さ

」

を

保

証

す

る

と

し

て

も

、
そ

れ

は

、
必

ず
「

正

し

い

筆

順

」
を

使

う

べ

き

、

と

い

う

ほ

ど

の

強

い

根

拠

に

な

る

と

は

考

え

に

く

い

の

で

は

な

い

か

。

根

拠

と

し

て

用

い

る

な

ら

ば

、

デ

ー

タ

を

示

し

た

よ

り

詳

細

な

研

究

が

必

要

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る

。

二

─

三

学

習

（

記

憶

）

へ

の

効

果

（

覚

え

や

す

さ

）

学

習

（

記

憶

）

へ

の

効

果

と

は

、
「

覚

え

や

す

い

」

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

松

本

（

二

○

一

二

）

で

は

次

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

る

。

「

同

一

字

体

は

同

一

筆

順

で

書

く

」

と

い

う

通

則

や

「

上

か

ら

下

へ

」
「

左

か

ら

右

へ

」

と

い

う

よ

う

な

原

則

に

従

う

こ

と

を

意

図

し

た

要

素

で

す

。
同

一

字

体

で

あ

り

な

が

ら

筆

順

が

異

な

る

と

、

筆

順

学

習

へ

の

煩

雑

感

を

生

む

も

の

で

す

。
（

三

六

頁

）

同

一

字

体

で

あ

り

な

が

ら

、

時

に

よ

っ

て

筆

順

が

異

な

る

よ

う

で

あ

れ

ば

、

そ

の

字

体

を

再

現

す

る

こ

と

（

覚

え

る

こ

と

）

に

は

困

難

が

生

じ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

空

書

に

つ

い

て

述

べ

る

高

橋

登

・

中

村

知

靖

（

二

○

一

五

）

に

お

い

て

も

次

の

よ

う

に

言

及

さ

れ

て

い

る

。

空

書

は

、

漢

字

を

想

起

す

る

際

に

、

感

覚

運

動

的

な

手

が

か

り

が

用

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

示

す

も

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

こ

と

が

可

能

に

な

る

た

め

に

は

、

漢

字

を

決

ま

っ

た

筆

順

で

常

に

書

い

て

お

り

、

想

起

す

る

場

合

に

は

そ

れ

が

手

が

か

り

と

な

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

不

正

確

な

筆

順

で

あ

っ

て

も

、

常

に

そ

の

筆

順

で

書

い

て

い

れ

ば

、

そ

れ

が

想

起

の

手

が

か

り

と

な

る

だ

ろ

う

が

、

漢

字

の

学

習

時

に

筆

順

が

指

導

さ

れ

る

こ

と

を

ふ

ま

え

る

な

ら

ば

、

不

正

確

な

筆

順

が

一

貫

し

た

筆

順

と

し

て

定

着

し

て

い

る

と

は

考

え

に

く

い

。
（

二

五

九

頁

）

し

か

し

、
「

不

正

確

な

筆

順

が

一

貫

し

た

筆

順

と

し

て

定

着

し

て

い

る

と

は

考

え

に

く

い

」

と

は

本

当

な

の

だ

ろ

う

か

。

土

橋

幸

正

（

一

九

九

三

）

は

、

短

期

大

学

生

に

対

す

る

筆

順

調

査

を

行

っ

た

上

で

、

そ

の

誤

答

傾

向

の

分

析

を

も

と

に

、
「

誤

る

に

し

て

も

、

筆

写

し

た

人

な

り

の

何

ら

か

の

原

理

に

基

づ

い

て

い

る

と

推

測

で

き

る

」
（

七

三

─

七

四

頁

）

と

指

摘

し

て

い

る

。

特

に

土

橋

が

指

摘

す

る

の

が

、

一

画

目

に

横

画

を

優

先

す

る

傾

向

で

あ

る

。

土

橋

は

、
「

長

」
「

馬

」
「

巨

」
「

臣

」

に

お

い

て

誤

答

が

多

い

こ

と

に

触

れ

（

こ

れ

ら

は

「

正

し

い

筆

順

」

で

は

全

て

「

縦

画

」

が

一

画

目

で

あ

る

）
、
「

横

画

か

ら

書

く

か

縦

画

か

ら

書

く

か

判

断

に

迷

う

こ

と

だ

ろ

う

。

そ

の

と

き

、

横

画

優

先

の

大

原

則

が

は

た

ら

く

の

で

は

な

か

ろ

う

か

」
（

七

五

頁

）

と

推

測

し

て

い

る

。

『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』

に

お

け

る

原

則

は

、
「

原

則

１

横

画

が

さ

き

（

横

画

と

縦

画

が

交

差

す

る

場

合

は

、

ほ

と

ん

ど

の

場

合

、

横

画

を

さ

き

に

書

く

）
」
「

原

則

２

横

画

が

あ

と

（

横

画

と

縦

画

と

が

交

差

し

た

と

き

は

、
次

の

場

合

に

限

っ

て

、
横

画

を

あ

と

に

書

く

）
」

と

で

矛

盾

を

来

た

し

て

お

り

、

久

米

公

（

一

九

七

七

）

に

よ

っ

て

、

原

則

と

し

て

問

題

が

あ

る

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

土

橋

が

指

摘

す

る

の

は

、
こ

の

相

矛

盾

す

る

状

況

に

お

い

て

、「

間

違

っ

た

筆

順

」
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で

書

い

て

い

る

者

は

「

原

則

１

」

に

強

く

従

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

に

等

し

い

。

横

画

を

優

先

す

る

傾

向

は

、

多

く

の

調

査

に

よ

っ

て

裏

付

け

ら

れ

て

い

る

。

た

と

え

ば

、

齋

木

久

美

（

二

○

○

七

）

は

、

筆

順

の

誤

り

や

す

い

「

部

分

」

に

注

目

し

、

そ

の

部

分

が

ど

の

よ

う

に

誤

っ

て

い

た

か

を

検

討

し

て

い

る

。

そ

の

中

に

は

、
「

上

」
「

ナ

（

右

有

希

布

若

の

部

分

）
」
「

成

」

な

ど

が

見

ら

れ

る

。

こ

れ

ら

は

、

い

ず

れ

も

縦

画

よ

り

も

横

画

を

優

先

す

る

こ

と

で

「

誤

り

」

と

な

っ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。
同

様

の

指

摘

は

、
上

小

倉

一

志
（

二

○

○

四

）
に

も

見

え

る

。

こ

れ

ら

の

調

査

は

、
「

間

違

っ

た

筆

順

」

と

し

て

形

成

さ

れ

て

い

る

筆

記

者

の

筆

順

（

個

人

内

筆

順

）

が

ラ

ン

ダ

ム

な

筆

順

と

し

て

形

成

さ

れ

る

ば

か

り

の

も

の

で

は

な

く

、

ル

ー

ル

を

持

つ

一

貫

し

た

筆

順

と

し

て

形

成

さ

れ

る

こ

と

を

推

測

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

場

合

、
「

同

一

字

体

は

同

一

筆

順

で

書

く

」

と

い

う

通

則

に

反

し

て

い

な

い

以

上

、「

覚

え

や

す

さ

」
に

影

響

を

与

え

る

と

は

考

え

に

く

い

。

同

一

字

体

に

対

し

、

同

一

筆

順

で

書

く

こ

と

が

「

覚

え

や

す

さ

」

を

支

え

て

い

る

こ

と

は

、

空

書

の

研

究

か

ら

も

確

か

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

こ

と

は

「

正

し

い

筆

順

」

を

学

習

す

る

根

拠

と

し

て

は

適

切

で

は

な

い

。

実

際

、

日

本

の

「

正

し

い

筆

順

」

と

は

異

な

る

中

国

の

「

正

し

い

筆

順

」

は

、

日

本

の

も

の

よ

り

も

定

着

度

が

高

い

こ

と

が

王

力

軍

（

二

○

○

五

）

に

よ

っ

て

報

告

さ

れ

て

い

る

。

以

上

、
「

機

能

的

合

理

性

」

の

側

面

か

ら

「

正

し

い

筆

順

」

に

つ

い

て

の

批

判

的

検

討

を

行

っ

た

。

検

討

の

結

果

か

ら

は

、
「

正

し

い

筆

順

」

の

意

義

は

「

機

能

的

合

理

性

」

の

面

か

ら

は

必

ず

し

も

支

持

で

き

な

い

と

言

え

る

。

三

「

正

し

い

筆

順

」

の

問

題

点

一

方

、

唯

一

の

「

正

し

い

筆

順

」

を

学

力

と

し

て

重

視

す

る

こ

と

に

よ

る

問

題

点

が

あ

る

。

こ

こ

で

は

こ

れ

を

二

点

か

ら

述

べ

る

。

三

─

一

左

手

書

字

者

へ

の

配

慮

が

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

久

米

公

（

一

九

七

七

）

が

漢

字

を

初

め

と

す

る

文

字

全

般

に

つ

い

て

「

右

手

で

書

き

や

す

い

よ

う

に

で

き

て

い

る

」

と

指

摘

す

る

よ

う

に

（

二

三

頁

）
、

漢

字

は

左

手

で

書

き

や

す

い

よ

う

に

は

で

き

て

い

な

い

。

当

然

な

が

ら

、
「

正

し

い

筆

順

」

で

も

左

手

書

字

者

へ

の

配

慮

は

行

わ

れ

て

い

な

い

。
こ

の

こ

と

は

、
な

か

の

ま

き
（

二

○

一

四

）

に

「

国

語

科

書

写

関

係

者

に

よ

っ

て

お

お

く

指

摘

さ

れ

」

る

と

こ

ろ

と

し

て

述

べ

ら

れ

る

よ

う

に

周

知

の

事

実

で

あ

る

（

一

五

五

頁

）
。

た

と

え

ば

、

松

本

仁

志

（

二

○

一

五

）

は

「

〝

文

字

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

の

人

々

に

と

っ

て

の

筆

順

〟

と

い

う

視

点

か

ら

見

た

場

合

、
『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』

は

楷

書

筆

順

規

範

の

意

味

を

な

さ

な

い

」
（

二

二

六

頁

）

と

指

摘

し

、

さ

ら

に

、

左

手

書

字

用

の

筆

順

に

つ

い

て

検

討

し

た

内

山

和

也

（

二

○

○

三

）

も

、
「

彼

／

彼

女

が

左

利

き

で

あ

る

な

ど

の

理

由

で

、

左

手

で

字

を

書

く

こ

と

が

自

然

な

い

し

必

然

的

で

あ

る

と

い

う

の

な

ら

ば

、

彼

／

彼

女

に

は

左

手

で

自

然

に

書

け

る

書

き

方

で

漢

字

を

指

導

す

る

べ

き

」
（

二

五

頁

）

と

主

張

し

て

い

る

。

現

状

、

左

手

書

字

者

に

も

「

正

し

い

筆

順

」

は

習

得

す

べ

き

学

力

と

し

て

教

授

さ

れ

て

い

る

実

態

が

あ

る

が

、
こ

れ

は

適

切

で

は

な

い

。

三

─

二

「

間

違

っ

た

筆

順

」

を

用

い

る

筆

記

者

へ

の

偏

見

を

助

長

し

て

し

ま

っ

て

い

る

こ

と
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秋

山

英

治

（

二

○

一

四

）

は

、

小

学

校

高

学

年

三

七

七

名

へ

の

調

査

に

お

い

て

、
「

学

校

で

学

ぶ

筆

順

と

違

う

筆

順

で

字

を

書

く

人

を

見

て

ど

の

よ

う

な

印

象

を

持

つ

か

」

と

い

う

質

問

を

五

件

法

で

行

っ

て

い

る

。

六

校

の

小

学

校

で

実

施

さ

れ

た

こ

の

調

査

の

結

果

は

、

学

校

に

よ

っ

て

大

き

く

異

な

っ

て

い

る

。

Ａ

小

学

校

は

「

ま

っ

た

く

よ

く

な

い

」

と

「

あ

ま

り

よ

く

な

い

」

を

合

わ

せ

て

六

七

％

で

あ

る

の

に

対

し

、
Ｅ

小

学

校

で

は

三

○

％

に

留

ま

っ

て

い

る

。
こ

の

こ

と

は

、

特

定

の

学

校

が

、
「

間

違

っ

た

筆

順

」

に

よ

る

筆

記

者

を

「

よ

く

な

い

」

と

見

な

す

価

値

観

を

育

成

し

て

し

ま

っ

て

い

る

実

態

を

示

し

て

い

る

（

八

○

─

八

一

頁

）
。

秋

山

は

、

秋

山

英

治

（

二

○

一

二

）

に

お

い

て

同

じ

調

査

に

お

け

る

教

師

へ

の

調

査

結

果

に

も

基

づ

き

な

が

ら

、
「

小

学

校

教

員

は

、

筆

順

指

導

は

行

う

べ

き

も

の

と

捉

え

て

お

り

、

そ

れ

ゆ

え

学

校

で

習

っ

た

筆

順

以

外

で

書

く

人

に

対

し

て

は

厳

し

く

見

て

い

る

。

こ

の

影

響

を

学

習

者

（

小

学

生

）

は

受

け

、

学

校

で

学

ぶ

筆

順

は

「

正

し

い

筆

順=

絶

対

的

な

も

の

」

と

捉

え

る

よ

う

に

な

」

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

（

六

八

─

六

九

頁

）
。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

な

か

の

ま

き

（

二

○

一

四

）

も

、

テ

レ

ビ

の

ク

イ

ズ

番

組

な

ど

で

筆

順

が

ク

イ

ズ

と

し

て

出

題

さ

れ

る

こ

と

を

あ

げ

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

筆

順

の

ク

イ

ズ

企

画

で

は

、
お

と

な

が

筆

順

を
「

ま

ち

が

え

る

」

こ

と

を

笑

い

の

ネ

タ

に

し

て

い

る

。
つ

ま

り

、
学

校

で

な

ら

う
「

た

だ

し

い

筆

順

」

か

ら

逸

脱

し

て

書

字

を

お

こ

な

う

者

は

、

嘲

笑

し

て

も

よ

い

と

い

う

社

会

的

な

合

意

が

形

成

さ

れ

て

い

る

と

い

う

現

状

が

あ

る

。
（

一

六

二

頁

）

言

う

ま

で

も

な

く

、

文

字

に

よ

っ

て

表

現

す

る

こ

と

は

、

保

証

す

べ

き

基

本

的

な

権

利

で

あ

る

。
そ

れ

を

、
便

宜

的

に

決

め

ら

れ

た
「

正

し

い

筆

順

」

と

は

異

な

る

「

間

違

っ

た

筆

順

」

で

書

い

た

こ

と

で

嘲

笑

す

る

こ

と

を

許

す

べ

き

で

は

な

い

。

こ

れ

は

、

現

在

の

日

本

の

教

育

が

、

文

字

に

つ

い

て

の

公

正

な

価

値

観

を

育

て

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

四

漢

字

学

力

と

し

て

の

筆

順

を

再

考

す

る

た

め

の

考

察

そ

れ

で

は

、

漢

字

学

力

と

し

て

の

筆

順

を

議

論

し

て

い

く

上

で

、

私

た

ち

は

ど

の

よ

う

に

考

え

て

い

く

こ

と

が

で

き

る

の

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

、

こ

こ

ま

で

の

考

察

か

ら

、

次

の

三

点

を

前

提

と

し

て

考

え

る

こ

と

が

で

き

そ

う

で

あ

る

。

前

提

１

「

個

人

内

筆

順

」

が

筆

記

者

に

よ

っ

て

独

自

に

形

成

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

立

脚

す

る

こ

と

前

提

２

「

間

違

っ

た

筆

順

」

を

用

い

る

筆

記

者

に

対

す

る

偏

見

を

育

ま

な

い

教

育

に

す

る

こ

と

前

提

３

筆

順

の

意

義

を

意

識

す

る

こ

と

を

学

習

内

容

と

し

て

位

置

づ

け

る

こ

と

こ

の

三

つ

の

前

提

か

ら

導

か

れ

る

の

は

、
「

正

し

い

筆

順

」

に

固

執

す

る

の

で

は

な

く

、
「

文

字

を

書

く

」

と

い

う

行

為

に

お

い

て

、

筆

順

が

ど

の

よ

う

に

機

能

す

る

か

、
と

い

う

筆

順

観

を

持

つ

こ

と

を

、

漢

字

学

力

と

し

て

考

え

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

「

正

し

い

筆

順

」

に

固

執

す

る

必

要

は

な

い

が

、

一

方

で

、

ど

の

よ

う

な

筆

順

で

あ

れ

「

書

き

や

す

さ

」
「

読

み

や

す

さ

」
「

覚

え

や

す
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さ

」
が

保

証

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

い

。
下

か

ら

上

へ

線

を

引

い

た

り

、

部

分

を

組

み

立

て

て

い

っ

た

り

す

る

と

、
「

書

き

や

す

さ

」

は

失

わ

れ

、

ま

た

、

字

形

が

大

き

く

崩

れ

る

こ

と

で

「

読

み

や

す

さ

」

も

失

わ

れ

や

す

い

（

も

っ

と

も

、

身

体

的

特

徴

等

に

よ

っ

て

は

や

む

な

く

そ

の

よ

う

な

書

き

方

に

な

る

場

合

も

考

え

ら

れ

る

が

）
。
「

正

し

い

筆

順

」

を

覚

え

る

、

と

い

う

よ

り

も

、

自

分

の

書

き

方

に

あ

っ

た

個

人

内

筆

順

を

構

築

し

て

い

く

こ

と

を

漢

字

学

習

と

し

て

考

え

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

点

は

、

小

林

一

仁

（

一

九

九

八

）

に

お

い

て

も

、
「

自

分

に

と

っ

て

書

き

や

す

い

順

序

を

見

付

け

出

し

て

修

正

し

た

り

合

理

化

し

た

り

す

る

と

い

う

こ

と

も

生

じ

る

」

と

し

て

指

摘

さ

れ

る

点

で

あ

る

（

二

○

八

頁

）
。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

、

畑

中

マ

リ

（

二

○

一

八

）

が

「sequenc
e
generator

」

と

い

う

興

味

深

い

概

念

を

提

起

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、「

新

規

図

形

に

対

し

て

運

動

手

順

を

構

築

す

る

能

力

」
で

あ

り

、

「

未

知

の

漢

字

に

対

し

て

漢

字

筆

順

を

習

わ

な

く

て

も

一

般

的

な

筆

順

で

書

く

こ

と

が

で

き

る

」
よ

う

に

機

能

し

て

い

る

も

の

で

あ

る
（

二

六

一

頁

）
。

確

か

に

、

私

た

ち

は

未

知

の

漢

字

に

対

し

て

も

、

そ

れ

を

ど

の

よ

う

な

筆

順

で

構

築

す

れ

ば

い

い

か

を

お

お

む

ね

想

像

す

る

こ

と

が

で

き

、

こ

れ

に

よ

っ

て

安

定

的

に

漢

字

を

書

く

こ

と

が

で

き

る

（

そ

れ

が

「

間

違

っ

た

筆

順

」

で

あ

っ

た

と

し

て

も

）
。

形

成

す

べ

き

能

力

と

し

て

、sequence
generator

概

念

に

つ

い

て

は

よ

り

研

究

を

進

め

て

い

く

こ

と

が

必

要

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

前

提

に

立

つ

と

、

現

在

の

教

材

や

評

価

の

方

法

に

つ

い

て

も

再

考

が

必

要

で

あ

る

。

松

本

仁

志

（

二

○

一

二

）

が

指

摘

す

る

よ

う

に

、

現

在

の

教

科

用

図

書

検

定

基

準

は

「

字

体

の

許

容

」

に

つ

い

て

は

教

科

書

に

記

す

こ

と

を

義

務

づ

け

て

い

る

が

、
「

筆

順

の

許

容

」

を

記

す

こ

と

を

義

務

づ

け

て

い

な

い

（

二

一

九

頁

）
。

筆

順

に

つ

い

て

「

許

容

」

と

い

う

考

え

方

が

妥

当

で

あ

る

か

は

、

左

手

書

字

を

含

め

た

現

実

の

筆

順

の

多

様

性

が

あ

る

た

め

慎

重

に

な

る

必

要

が

あ

る

が

、

個

人

内

筆

順

に

は

様

々

な

構

築

の

可

能

性

が

あ

る

こ

と

は

教

育

内

容

に

位

置

づ

け

る

べ

き

で

あ

る

。

な

お

、

複

数

の

筆

順

の

存

在

を

示

唆

す

る

こ

と

は

、

学

習

者

の

「

混

乱

」

を

生

む

お

そ

れ

が

あ

る

こ

と

は

、
複

数

の

論

考

に

お

い

て

指

摘

さ

れ

て

い

る

。
こ

の
「

混

乱

」

に

つ

い

て

は

、

教

授

上

の

必

要

性

も

含

め

、

発

達

段

階

に

応

じ

た

議

論

が

必

要

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

小

学

校

低

学

年

に

お

い

て

は

、

学

習

上

の

方

便

と

し

て

「

正

し

い

筆

順

」

が

必

要

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

高

学

年

ま

で

そ

う

で

あ

る

と

は

限

ら

な

い

。

実

態

に

お

い

て

、

中

学

一

年

生

時

点

で

個

人

内

筆

順

が

確

立

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

以

上

、

ど

の

よ

う

に

筆

順

が

「

ば

ら

ば

ら

に

な

っ

て

い

っ

て

い

る

の

か

」
（

あ

る

い

は

最

初

か

ら

ば

ら

ば

ら

な

の

か

）

の

調

査

を

含

め

、

六

年

間

の

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

と

し

て

、

筆

順

の

学

習

を

ど

の

よ

う

に

位

置

づ

け

る

の

か

を

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

最

後

に

、

評

価

に

関

し

て

は

、

少

な

く

と

も

単

純

に

「

正

し

い

筆

順

」

が

書

け

る

か

ど

う

か

の

評

価

は

や

め

る

べ

き

で

あ

る

（

そ

も

そ

も

、

こ

れ

は

現

時

点

で

さ

え

、

慎

重

に

注

意

書

き

で

も

し

な

い

限

り

正

答

を

定

め

る

根

拠

が

な

い

。

入

学

試

験

に

出

題

す

る

な

ど

は

論

外

で

あ

る

）
。

上

小

倉

一

志

（

二

○

○

四

）

は

、
「

上

」

の

よ

う

に

、

多

く

の

者

が
「

間

違

っ

た

筆

順

」
で

書

い

て

い

る

字

に

つ

い

て

、「
「

引

っ
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掛

け

問

題

」

の

ご

と

く

、

縦

画

か

ら

書

く

こ

と

だ

け

を

正

解

と

し

て

指

導

す

る

こ

と

に

は

問

題

が

あ

る

」
（

五

六

─

五

七

頁

）

と

指

摘

す

る

。

た

と

え

ば

、

形

成

的

評

価

と

し

て

筆

順

観

に

つ

い

て

評

価

し

た

り

、sequence
generator

が

う

ま

く

機

能

し

て

い

る

か

を

評

価

し

た

り

す

る

な

ど

、

育

む

べ

き

筆

順

の

学

力

に

あ

わ

せ

た

評

価

方

法

の

開

発

が

必

要

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

引

用

文

献

秋

山

英

治

（

二

○

一

二

）
「

国

語

教

育

・

日

本

語

教

育

に

お

け

る

筆

順

指

導

の

実

態

及

び

意

識

に

関

す

る

研

究

」
『

漢

字

・

日

本

語

教

育

研

究

』

一

秋

山

英

治

（

二

○

一

四

）
「

初

等

教

育

に

お

け

る

筆

順

指

導

の

現

状

に

つ

い

て

」
『

愛

媛

大

学

法

文

学

部

論

集

人

文

学

科

編

』

三

七

内

山

和

也

（

二

○

一

三

）
「

左

利

き

日

本

語

学

習

者

へ

の

漢

字

指

導

に

関

す

る

小

考

」
『

別

府

大

学

日

本

語

教

育

研

究

』

三

上

小

倉

一

志

（

二

○

○

四

）
「

筆

順

に

視

る

現

代

書

写

指

導

の

問

題

点

」
『

中

京

国

文

学

』

二

三

菅

野

陽

太

郎

他

（

二

○

一

八

）
「

常

用

漢

字

の

構

成

要

素

と

そ

の

筆

順

構

造

の

分

析

」
『

書

写

書

道

教

育

研

究

』

三

二

久

米

公

（

一

九

七

七

）
『

新

漢

字

表

に

よ

る

筆

順

指

導

総

覧

』

み

つ

る

教

育

図

書

出

版

小

塚

昭

夫

他

（

二

○

○

○

）
「

資

料

常

用

漢

字

の

筆

順

調

査

」
『

科

学

警

察

研

究

所

報

告

法

科

学

編

』

五

三

─

一

小

林

一

仁

（

一

九

九

八

）
『

バ

ツ

を

つ

け

な

い

漢

字

指

導

』

大

修

館

書

店

齋

木

久

美

（

二

○

○

七

）
「

筆

順

の

「

誤

り

」

に

関

す

る

研

究

」
『

茨

城

大

学

教

育

学

部

紀

要

（

教

育

科

学

）
』

五

六

高

橋

登

・

中

村

知

靖

（

二

○

一

五

）
「

漢

字

の

書

字

に

必

要

な

能

力

」
『

心

理

学

研

究

』

八

六

─

三

土

橋

幸

正

（

一

九

九

三

）
「

筆

順

調

査

を

通

し

て

の

一

考

察

」
『

比

治

山

女

子

短

期

大

学

紀

要

』

二

八

な

か

の

ま

き

（

ニ

○

一

四)

「

論

文

評

内

山

和

也

「

研

究

ノ

ー

ト

左

利

き

日

本

語

学

習

者

へ

の

漢

字

指

導

に

関

す

る

小

考

：

左

手

漢

字

専

用

筆

順

の

提

案

」
」
『

社

会

言

語

学

』

一

四

長

村

玄

（

二

○

一

五

）
「

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

時

代

の

略

字

事

情

」
『

日

本

語

学

』

三

四

─

二

畑

中

マ

リ

（

二

○

一

八

）
「

漢

字

書

字

障

害

の

要

因

」
『

脳

と

発

達

』

五

○

─

四

外

田

久

美

他

（

二

○

○

一

）
「

中

学

生

を

対

象

と

し

た

学

年

別

漢

字

配

当

表

所

収

全

字

種

の

筆

順

調

査

結

果

と

基

礎

分

析

」
『

書

写

書

道

教

育

研

究

』

一

六

松

岡

千

賀

子

（

二

○

一

七

）
「

学

校

教

育

に

お

け

る

筆

順

指

導

の

あ

り

方

」

『

学

習

院

大

学

教

職

課

程

年

報

』

四

松

本

仁

志

（

二

○

一

二

）
『

筆

順

の

は

な

し

』

中

央

公

論

新

社

松

本

仁

志
（

二

○

一

五

）『

楷

書

筆

順

の

規

範

形

成

に

関

す

る

歴

史

的

研

究

』

博

士

論

文

王

力

軍

（

二

○

○

五

）
「

日

中

の

筆

順

定

着

度

に

関

す

る

比

較

研

究

」
『

書

写

書

道

教

育

研

究

』

二

○

文

部

省

（

一

九

五

八

）
『

筆

順

指

導

の

手

び

き

』

博

文

堂

文

部

科

学

省

（

二

○

一

八

）
『

小

学

校

学

習

指

導

要

領

解

説

国

語

編

』

本

研

究

は

科

学

研

究

費

補

助

金19K02706

の

助

成

を

受

け

て

い

る

。
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