
 

主
人
公・馬
締
の
モ
デ
ル
に
聞
く

「
わ
が
子
を
辞
書
の
編
集
者
に
す
る
に
は
？
」
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人たち
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「本屋大賞
」を受賞し

た

 ベストセラ
ー小説の

〝舞台裏〟
に迫る─

50万部突
破！

50万部突
破！特集

『舟を編む』
ってどんな本？
『舟を編む』
ってどんな本？

『
舟
を
編
む
』
の
舞
台
と
な
っ
た

の
は
、
辞
書
の
編
集
部
。
作
者
の

三
浦
し
を
ん
さ
ん
が
執
筆
の
際
に

取
材
し
た
の
は
、
日
本
を
代
表
す

る
国
語
辞
典
『
広
辞
苑
』
を
編
集

す
る
、
岩
波
書
店
辞
典
編
集
部
だ
。

　

現
在
、
同
社
の
辞
典
編
集
部
に

は
17
人
が
在
籍
。
男
性
９
人
・
女

性
８
人
と
い
う
構
成
だ
。

「
年
齢
的
に
は
、
私
が
ち
ょ
う
ど

真
ん
中
で
す
。
い
ち
ば
ん
若
い
人

で
、
20
代
半
ば
か
ら
後
半
が
２
人
。

上
は
『
舟
を
編
む
』
と
同
じ
よ
う

に
、
定
年
後
の
再
雇
用
の
方
が
」

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
が
、
辞

典
編
集
部
・
副
部
長
の
平
木
靖
成

さ
ん
（
43
）。
辞
書
を
編
集
し
て

19
年
と
い
う
ベ
テ
ラ
ン
だ
。
趣
味

は
、
主
人
公
の
馬
締
と
同
じ
で
、

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
る
人
々
の

姿
を
、
駅
の
ホ
ー
ム
な
ど
か
ら
定

点
観
測
す
る
こ
と
。

「
説
明
し
に
く
い
ん
で
す
が
、
ワ

シ
ャ
ワ
シ
ャ
と
し
て
い
た
集
団
が
、

ギ
ュ
ッ
と
ひ
と
つ
に
整
列
す
る
の

が
、
見
て
い
て
楽
し
い
ん
で
す
」

　

小
説
を
読
ん
だ
人
な
ら
お
気
づ

き
か
も
し
れ
な
い
が
、
平
木
さ
ん

の
そ
ん
な
性
格
が
一
部
、
馬
締
の

モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
実

際
、
三
浦
さ
ん
の
取
材
に
応
じ
た

ひ
と
り
で
も
あ
る
。

　

平
木
さ
ん
が
辞
典
編
集
部
に
配

属
さ
れ
た
の
は
、
入
社
か
ら
１
年

後
の
’94
年
。
も
と
も
と
言
葉
が
好

き
だ
っ
た
平
木
さ
ん
は
、
辞
書
編

集
と
い
う
仕
事
に
す
ぐ
に
の
め
り

込
ん
で
い
っ
た
。

　

そ
ん
な
平
木
さ
ん
に
、
三
浦
さ

ん
は
数
時
間
か
け
て
、
辞
書
作
り

の
仕
事
の
シ
ス
テ
ム
や
、
編
集
部

の
内
情
を
聞
い
て
い
っ
た
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
小
説
に
は
「
へ
」
と

い
う
文
字
の
使
い
方
を
毎
日
の
よ

う
に
問
い
合
わ
せ
て
く
る
、
通
称

「『
へ
』
の
人
」
が
登
場
す
る
が

…
…
。

「
編
集
部
へ
の
問
い
合
わ
せ
は
み

ん
な
で
対
応
し
て
い
ま
す
が
、『
こ

こ
の
「
も
」
は
、「
広
辞
苑
」
の

何
番
目
の
「
も
」
に
当
た
る
の
か
』

と
聞
い
て
く
る
方
は
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、『
数
人
』『
数
度
』
と
か

の
『
数す

う

』
が
い
く
つ
な
の
か
、
２

〜
３
な
の
か
、
５
〜
６
な
の
か
、

と
聞
い
て
く
る
方
も
」

「
縦
糸
」
は
解
説

「
横
糸
」
は
整
合
性

『
大
渡
海
』
の
よ
う
に
、
新
し
い

辞
書
を
作
る
場
合
は
、
ま
ず
決
め

（	157	）

今、いちばん話題の本といえばこれ！　辞書
編集部の仕事ぶりを描いた小説『舟を編む』。
実際に辞書を作っている現場の人たちに、＂マ
ジメ〟な制作秘話を聞いてみました！

４月１０日の授賞式
では、全国の書店
員に囲まれて記念
撮影が行われた

光文社より１,５７５円（税
込み）で発売中

辞書『大
だい

渡
と

海
かい

』編纂メ
ンバーとして辞書編集
部に異動した馬

ま

締
じめ

光
みつ

也
や

。
待っていたのは、先輩
社員や監修者など、個
性的な面々ばかりだ。
予算も人手もない中、
編纂の仕事に没頭して
いく馬締。はたして、辞
書は完成するのか―。

辞典編集部は驚くほど静か
でした。みなさん、お騒が
せしました！



「
究
極
の
辞
書
用
紙
」を
め
ざ
し
た

〝
紙
の
プ
ロ
〞に
よ
る
試
行
錯
誤
の
日
々
！
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「古い日本語の成り立
ちから、外来語がどう
日本でなまっていった
か、『バンドエイド』な
どの商品名が定着し
た由来まで、詳しく楽
しく語源を学べます」

「古い日本語の成

『
身
近
な
こ
と
ば
の
語
源
辞
典
』

（
小
学
館
）

5

「ポイントは別冊付録
の『誤用索引』。『ふい
んき』じゃなく『ふんい
き』だよとか、日ごろの
間違いを教えてくれ
ます。こっそり読んで
自分の日本語をチェッ
ク！」

「ポイントは別冊

『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
二
版
』

（
大
修
館
書
店
）

6

「『全体』『すべて』『み
んな』は、どう違うの？
似たような言葉の使い
分けがうまくなれる１
冊。お子さんの作文に
困っているお母さんに
もオススメ！」

「『全体』『すべて

『
ち
が
い
が

わ
か
る

類
語
使
い
分
け
辞
典
』

（
小
学
館
）

7

「鍋焼きうどんの味を、
どう表せばいい？　そ
んな悩みも一発解決。
過去の文豪たちの作品
などから、食べ物につい
ての見事な記述を集結。
読むとオナカが減るの
が困りますが（笑）」

「鍋焼きうどんの

『
お
い
し
さ
の
表
現
辞
典
』

（
東
京
堂
出
版
）

8

「『辞書は面白い！』と
世に知らしめた伝説の
辞書。『赤貝』の説明に
『肉は赤くてうまい』と、
辞書のあるべき姿を
突き抜けてます。もち
ろんフツウの意味も載
ってます、念のため」

「『辞書は面白い

『
新
明
解
国
語
辞
典
』

（
三
省
堂
）

1

「文章を書くときのヒ
ントが盛りだくさん。
お子さんの作文から、
お母さんのブログや
料理レシピまで、これ
１冊でゴージャスに！」

「文章を書くとき

『
日
本
語
使
い
さ
ば
き
辞
典―

時
に
応
じ

　
場
合
に
即
し 

』

（
現
代
言
語

研
究
会
）
2

「どこからどこまでが
ひとつの単語かわから
ない古文。この辞書の
例文は、文章をどう分
けたらいいかまで教え
てくれて◎。受験時代
に出合えてたらなあ、
と僕もしみじみ……」

「どこからどこま

『
小
学
館
・
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』

（
小
学
館
）

3

「漢字の権威・白川静
さんが文字の成立ご
と解説した、驚きの辞
書。『王』は『大きなマ
サカリの頭部の形』な
ど象形文字の説明や
図版も豊富、文字がど
う成立してきたかがわ
かります」

「漢字の権威・白
が

『
白
川
静  

常
用
字
解
』

（
平
凡
社
）

4

「言葉を調べるだけで
なく、辞書を引くこと
でアタマを鍛えよう、
というコンセプトに向
いた辞書。お子さんが
はじめて出会う辞書と
してぴったり」

「言葉を調べるだ

『
例
解
小
学
国
語
辞
典（
第
五
版
）』

（
三
省
堂
）

9

「漢字の成り立ちを文
章で丁寧に説明してい
るのに加え、用法やニ
ュアンスなど、『なるほ
ど！』がたくさんつまっ
ていて楽しい本です」

「漢字の成り立ち

『
漢
字
と
き
あ
か
し
辞
典
』

（
研
究
社
）

10

『王様のブランチ』（ＴＢＳ系）などでおなじみ、ブ
ックコメンテーター市川真人さんが、オススメの
10冊をセレクトしてくれた。「国語辞典には、20
万語と驚くほどの言葉が詰まっています。『調べ
るもの』と構えず、『読むもの』として親しむと、遊
び感覚で楽しめます。見出しだけ読んでも面白い。
辞書１冊で知らない世界に出合えますよ」。

ブランチ』（ＴＢＳ系）などでおなじみ、ブ

プロの
オススメ辞書
プロの
オススメ辞書
プロの
オススメ辞書 10

子供と一緒に
楽しみたい！
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これが
リアルな舟を編む 人たちこれが
リアルな舟を編む 人たち

ま こ と

「
辞
書
の
編
集
作
業
の
取
材
に
行

っ
た
と
き
、
初
め
て『
ぬ
め
り
感
』

と
い
う
用
語
を
聞
い
て
。
こ
れ
は
、

製
紙
会
社
に
行
く
し
か
な
い
、と
」

『
舟
を
編
む
』
に
は
、
辞
書
『
大

渡
海
』
の
ペ
ー
ジ
に
使
わ
れ
る
紙

に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場

す
る
。
執
筆
時
、
印
刷
会
社
へ
の

取
材
を
考
え
て
い
た
三
浦
さ
ん
だ

が
、「
ぬ
め
り
感
」
と
い
う
、
独

特
の
紙
の
表
現
に
興
味
を
持
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
改
め
て
取
材
先
と
し

て
選
ん
だ
の
が
、『
広
辞
苑
』
を

は
じ
め
100
種
類
以
上
の
辞
書
の
紙

を
製
造
す
る
、
王
子
特
殊
紙
株
式

会
社
だ
っ
た
。

「『
大
渡
海
』
に
使
用
さ
れ
て
い

る
紙
は
、
ま
さ
に
『
広
辞
苑
』
の

紙
で
す
ね
！
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
三
浦
さ
ん
の

取
材
に
対
応
し
た
楠
澤
哲さ

と
しさ

ん

（
38
）
だ
。
作
中
に
登
場
す
る
製

紙
会
社
員
と
同
様
、
営
業
部
の
所

属
だ
っ
た
楠
澤
さ
ん
は
現
在
、
静

岡
県
富
士
市
の
工
場
に
あ
る
研
究

技
術
部
へ
転
属
。
技
師
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
。
楠
澤
さ
ん
に
、
紙

へ
の
熱
い
思
い
を
聞
い
た
。

　

作
中
で
は
、『
大
渡
海
』
に
使

わ
れ
て
い
る
紙
は
厚
さ
50
ミ
ク
ロ
ン

、
重

さ
が
１
平
方
㍍
あ
た
り
45
㌘
。
楠

澤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
『
広

辞
苑
』
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と

ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
そ
う
。
既
製

の
紙
を
採
用
す
る
辞
書
も
多
い
中
、

『
広
辞
苑
』
は
紙
に
も
独
特
の
こ

だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

「
そ
の
こ
だ
わ
り
に
応
え
る
た
め
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
を
開
発
し
ま

し
た
」

　

’06
年
か
ら
『
広
辞
苑
』
の
紙
を

納
入
し
て
い
る
同
工
場
。
編
集
部

の
要
求
す
る
風
合
い
を
出
す
た
め
、

開
発
に
は
５
年
の
月
日
を
費
や
し
、

10
回
も
の
テ
ス
ト
を
繰
り
返
し
た

と
い
う
。
で
は
、
そ
の
こ
だ
わ
り

の
ポ
イ
ン
ト
と
は
ど
こ
に
？

　

ま
ず
何
よ
り
大
事
な
の
は
、
紙

の
「
薄
さ
」。
た
と
え
ば
小
学
生

用
の
辞
書
な
ら
、
乱
雑
に
扱
っ
て

も
大
丈
夫
な
よ
う
に
、
厚
め
の
紙

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
人

の
辞
書
は
そ
う
は
い
か
な
い
。

「『
広
辞
苑
』
の
場
合
、
製
本
の

関
係
上
、
１
冊
の
厚
さ
の
上
限
が

８
㌢
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し

版
を
重
ね
る
た
び
、
掲
載
す
る
語

数
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
の
で
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
紙
は
ど
ん
ど
ん

薄
く
な
っ
て
い
ま
す
。
読
者
の
方

が
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
行
の
間

を
詰
め
た
り
、
文
字
を
小
さ
く
す

る
と
い
う
こ
と
は
極
力
、
避
け
た

い
と
聞
い
て
い
ま
す
の
で
」

「
不
透
明
度
」は
技
術
者
の

腕
の
見
せ
ど
こ
ろ

　

と
こ
ろ
が
、
薄
さ
に
こ
だ
わ
り

す
ぎ
る
と
、
今
度
は
別
の
問
題
が

発
生
す
る
。
印
刷
が
透
け
て
裏
の

文
字
と
重
な
り
、
と
て
も
読
み
に

く
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

の
だ
。

　

そ
こ
で
、
大
事
に
な
っ
て
く
る

の
が
「
不
透
明
度
」
だ
。
紙
に
適

量
の
薬
品
を
混
ぜ
る
こ
と
で
、
紙

が
透
け
る
の
を
防
い
で
い
る
。

「
こ
れ
こ
そ
、
技
術
者
の
腕
の
見

せ
ど
こ
ろ
な
ん
で
す
。
経
験
と
技

が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
か
ら
」

　

そ
し
て
、「
色
合
い
」
も
こ
だ
わ

り
の
ポ
イ
ン
ト
。
最
近
は
、
辞
書

も
カ
ラ
ー
印
刷
が
増
え
て
き
た
た

め
、
と
く
に
中
学
生
向
け
く
ら
い

ま
で
の
辞
書
で
は
、
純
白
の
紙
を

使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

対
象
年
齢
が
高
く
な
っ
て
く
る
と
、

ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
ク
リ
ー
ム
色
の
紙

が
主
流
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
。

昔
の
教
科
書
が
、
そ
の
色
の
紙
を

使
っ
て
い
た
名
残
り
だ
そ
う
だ
。

「『
広
辞
苑
』
の
場
合
も
ク
リ
ー

ム
色
で
す
が
、
自
然
に
近
い
黄
色

に
、
う
っ
す
ら
と
赤
を
入
れ
た
、

ク
リ
ー
ム
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
目
が
疲
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
で
す
」

　

家
に
『
広
辞
苑
』
第
六
版
が
あ

る
人
は
、
確
か
め
ら
れ
る
は
ず
。

１
枚
１
枚
の
ペ
ー
ジ
は
、
一
見
、

単
な
る
ク
リ
ー
ム
色
に
し
か
見
え

な
い
が
、
ペ
ー
ジ
の
端
を
束
に
し

て
、
丸
め
て
み
る
と
、
ほ
ん
の
り

と
紙
に
赤
み
が
差
す
。
こ
れ
が
、

赤
い
色
を
使
っ
て
い
る
証
拠
だ
。

　

色
や
薄
さ
を
実
現
さ
せ
る
た
め

い
人
、
辞
典
の
仕
事
は
、
い
ろ
い

ろ
な
人
が
い
る
の
が
大
事
。
そ
う

で
な
い
と
、
世
間
の
言
葉
の
状
況

も
把
握
で
き
ま
せ
ん
。
チ
ー
ム
を

組
ん
だ
と
き
、
興
味
の
方
向
が
バ

ラ
バ
ラ
の
ほ
う
が
、
辞
書
の
編
集

部
に
は
い
い
ん
で
す
（
笑
）」

　

で
は
、
小
説
を
読
ん
で
、
わ
が

子
が「
辞
書
編
集
者
に
な
り
た
い
」

と
言
っ
た
ら
、
ど
う
ア
ド
バ
イ
ス

す
れ
ば
？

「
ま
ず
は
１
冊
、
辞
書
を
買
っ
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
辞

書
の
意
味
を
ベ
ー
ス
に
し
た
う
え

で
、
言
葉
を
自
由
に
使
っ
て
く
だ

さ
い
。
自
分
の
言
葉
を
使
え
る
よ

う
に
な
る
こ
と
が
大
事
で
す
」

　

平
木
さ
ん
に
と
っ
て
、
辞
典
を

作
る
こ
と
は
、
そ
の
分
野
、
社
会

の
〝
土
〟
を
作
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
そ
う
。

「
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
が
芽

生
え
た
り
、
栄
養
を
与
え
ら
れ
た

り
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
新
し
い
言
葉
を
選
ぶ

と
き
も
『
こ
の
言
葉
は
、
こ
の
土

壌
の
腐
葉
土
に
な
る
か
？
』
と
意

識
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日

本
語
を
支
え
る
幹
に
な
る
も
の
を

探
す
作
業
が
、
辞
書
編
集
者
の
醍だ

い

醐ご

味み

だ
と
思
い
ま
す
ね
」

言
葉
に
気
配
り
を
し
て
い
ま
す
」

　

こ
う
し
て
作
ら
れ
る
一
冊
の
辞

書
は
、『
大
渡
海
』
の
よ
う
に
、

ゼ
ロ
か
ら
作
れ
ば
最
低
７
〜
８
年

か
か
る
。
改
訂
で
さ
え
、
３
〜
４

年
の
時
間
を
要
す
る
作
業
だ
。
長

い
期
間
、
仕
事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
保
ち
続
け
る
秘ひ

訣け
つ

は
？

「
遠
い
将
来
に
向
け
て
の
全
体
像

を
見
て
お
き
な
が
ら
も
、
と
り
あ

え
ず
は
半
年
後
、
と
い
っ
た
近
い

将
来
の
目
標
に
向
け
て
…
…
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。
山
登
り
と
い

っ
し
ょ
で
、
先
が
見
え
な
い
中
で

仕
事
を
す
る
の
は
つ
ら
い
で
す
か

ら
ね
」

記
し
た
言
葉
の
数
は
、
140
万
語
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
平
木
さ
ん
も
、
つ
ね

に
『
広
辞
苑
』
に
新
た
に
入
れ
る

言
葉
を
探
し
て
、
手
帳
へ
の
メ
モ

を
欠
か
さ
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、

注
目
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
う

れ
し
い
こ
と
に
『
女
性
自
身
』
な

ど
の
中
づ
り
広
告
。

「
私
の
知
ら
な
い
言
葉
が
、
た
く

さ
ん
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
い
つ

も
気
に
な
り
ま
す
」

　

そ
し
て
、
実
際
に
辞
書
を
編
纂

す
る
と
き
に
必
要
な
の
は
、「
縦
糸
」

と
「
横
糸
」
の
発
想
だ
。「
縦
糸
」

と
は
、
各
用
語
の
解
説
の
こ
と
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
ほ
か
の
言
葉
と

の
整
合
性
と
い
う
「
横
糸
」
を
通

し
、
全
体
の
統
一
を
図
っ
て
い
く
。

「
た
と
え
ば
『
右
』
と
い
う
項
目

が
あ
っ
た
ら
、『
左
は
ど
う
な
っ
て

い
た
っ
け
』
と
か
、『
こ
こ
を
こ
う

変
え
た
ら
、
こ
っ
ち
に
も
影
響
す

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
』
と
、
絶
え
ず

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
ペ
ー
ジ

数
。
そ
れ
と
同
時
に
、
掲
載
さ
れ

る
言
葉
の
数
が
ど
の
く
ら
い
に
な

る
か
も
、
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
く

る
と
い
う
。
小
説
で
は
完
成
間
近
、

重
要
な
言
葉
が
抜
け
落
ち
て
い
る

と
い
う
大
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
き
る

の
だ
ろ
う
か
？

「『
大
渡
海
』
は
新
し
く
作
る
辞

書
で
す
か
ら
、
起
こ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
し
『
広
辞
苑
』
に

つ
い
て
は
、
新
語
を
増
や
す
と
い

う
の
が
中
心
で
す
か
ら
、
ど
う
し

て
も
新
た
に
入
れ
な
い
と
い
け
な

い
、と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　

新
語
と
い
え
ば
、
小
説
に
登
場

す
る
『
大
渡
海
』
の
監
修
者
・
松

本
先
生
。
つ
ね
に
「
用
例
採
集
カ

ー
ド
」
を
持
ち
歩
き
、
聞
い
た
こ

と
の
な
い
言
葉
を
メ
モ
し
て
い
る
。

三
浦
さ
ん
自
身
が
、
い
ち
ば
ん
思

い
入
れ
の
あ
る
、
と
語
る
登
場
人

物
だ
。

　

そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、

か
つ
て
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』
を

編へ
ん

纂さ
ん

し
た
日
本
語
学
者
、
見け
ん

坊ぼ
う

豪ひ
で

紀と
し

。
亡
く
な
る
ま
で
に
カ
ー
ド
に

辞
典
作
り
は
社
会
の〝
土
〟作
り

考
え
る
人
が
増
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
で
は
、
辞
書
作
り
に
向

い
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
っ
た
人

な
の
だ
ろ
う
か
？

「『
舟
を
編
む
』の
反
響
は
私
自
身
、

肌
で
感
じ
て
い
ま
す
の
で
、
辞
書

の
仕
事
を
し
た
い
と
い
う
人
が
増

え
る
と
、
う
れ
し
い
で
す
ね
。
で

も
作
品
の
中
で
い
え
ば
、
馬
締
さ

ん
も
ほ
か
の
人
も
、
辞
書
の
編
集

現
場
に
は
必
要
な
ん
で
す
よ
。
ス

ポ
ー
ツ
が
好
き
な
人
、
音
楽
に
強

　

今
回
、
小
説
の
ヒ
ッ
ト
で
、
辞

書
を
編
集
、
編
纂
し
て
み
た
い
と

（	158	）（	159	）

採集された言葉は、パソコン上で管理。
新しい辞書には何が採用される？

平木さんの手帳には、たまたま見かけ
た見なれない言葉がメモされていた

実際に辞書の中
で使われている
挿絵。倉庫に保
管されている

富士市内の工場。ロール状の大量の紙はここ
で裁断されていく



作品にも
登場登場場

２
大
辞
書
＆
字
典
伝
説

な
ぜ
人
は
辞
書
に
魅
せ
ら
れ
る
の
か

│

２
大
辞
書
＆
字
典
伝
説

な
ぜ
人
は
辞
書
に
魅
せ
ら
れ
る
の
か

│

２
大
辞
書
＆
字
典
伝
説

な
ぜ
人
は
辞
書
に
魅
せ
ら
れ
る
の
か

│

た
っ
た
ひ
と
り
が

16
年
か
け
て
編
纂
し
た『
言
海
』

1

1891年

全
42
巻
、４
万
７
千

文
字
を
収
録
し
た『
康
熙
字
典
』

2

1716年

に
終
に
終
に

わわわわわ

物物物物物
き
物
きき
生生生生生

〞〞〞〞〞〞ななななななな
んんん
ででででで
すすすすす

っ
て
い
く
…
…

古
く
な
っ

古古古古

っ
て
い
く
…
…

く
な
っ

生生生生
ままままままままままま
れれれれれれれれれれれれ
たたたたた
瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬
間間間間間間間間間間
かかかかかかかかかかか
らららら
古古古

  

辞
書
は
、永
遠
に
終
わ
ら
な
い

〝
生
き
物
〞な
ん
で
す

生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
古
く
な
っ
て
い
く
…
…

  

辞
書
は
、永
遠
に
終
わ
ら
な
い

〝
生
き
物
〞な
ん
で
す

生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
古
く
な
っ
て
い
く
…
…

著
者・三
浦
し
を
ん
さん
が
語
る
辞
書
の
魅
力
と
は
？

3
PART

これが
リアルな舟を編む 人たちこれが
リアルな舟を編む 人たち

に
、
紙
の
「
原
料
」
に
も
こ
だ
わ

り
が
。
同
社
で
は
、
辞
書
の
紙
に

は
、
木
材
を
原
料
に
し
た
100
㌫
の

フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ル
プ
を
使
用
。
そ

の
た
め
日
本
の
辞
書
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
聖
書
な
ど
に
使
わ
れ
る
紙

よ
り
、
質
が
い
い
と
評
判
な
の
だ

そ
う
だ
。

工
場
で
最
初
に
教
わ
る
の
は

「
紙
は
女
性
の
よ
う
に
扱
え
」

　

そ
し
て
、
最
後
の
こ
だ
わ
り
は

「
風
合
い
」。『
舟
を
編
む
』
の
中

で
も
た
び
た
び
語
ら
れ
た
「
ぬ
め

り
感
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で

登
場
し
た
。
三
浦
さ
ん
と
同
じ
よ

う
に
、
初
め
て
こ
の
言
葉
を
聞
い

て
、
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
た
読
者
も
多

い
の
で
は
？

「
た
し
か
に『
ぬ
め
り
感
』と
い
う

の
は
、
現
場
で
実
際
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
が
、『
広
辞
苑
』
独
特
の
言

い
回
し
で
す
ね
。
ほ
か
の
辞
書
な

ど
の
注
文
で
は
、
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
初
版
の
こ
ろ
か
ら
、

ペ
ー
ジ
の
め
く
り
や
す
さ
を
求
め

る
た
め
、『
ぬ
め
り
感
』
と
い
う
独

特
の
質
感
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」

　

作
中
の
表
現
を
引
用
す
る
と
、

「
め
く
ろ
う
と
す
る
と
、
紙
が
指

の
腹
に
吸
い
つ
い
て
く
る
よ
う
だ
。

か
と
い
っ
て
、
次
の
紙
も
一
緒
に

め
く
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
静
電
気

が
起
き
て
指
に
ま
と
わ
り
つ
い
た

り
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
乾
い

た
砂
の
よ
う
に
さ
り
げ
な
く
、
指

か
ら
離
れ
て
い
く
」
と
い
う
の
が
、

完
璧
な
「
ぬ
め
り
感
」
だ
そ
う
。

主
人
公
・
馬
締
も
、
そ
こ
に
は

並
々
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て

い
た
。「
○
㌘
以
内
」
な
ど
、
数

字
の
条
件
内
に
収
め
る
作
業
は
、

技
術
さ
え
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
「
ぬ
め
り
感
」
の
よ

う
に
、
人
間
の
感
性
・
感
覚
に
合

わ
せ
て
い
く
注
文
こ
そ
が
、
い
ち

ば
ん
難
し
い
作
業
な
の
だ
と
い
う
。

「
い
わ
ゆ
る
『
女
性
の
餅
肌
の
よ

う
な
感
じ
』
と
い
う
注
文
を
受
け

て
い
ま
す
」

　

工
場
で
紙
を
作
る
技
術
者
は
、

最
初
に
先
輩
か
ら
「
紙
は
女
性
の

よ
う
に
（
優
し
く
）
扱
え
」
と
教

え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
だ
け
大

切
に
扱
っ
た
紙
が
、
辞
書
と
な
っ

た
際
に
は
、
そ
の
姿
を
見
る
た
め

に
必
ず
本
屋
さ
ん
に
足
を
運
ぶ
と

い
う
楠
澤
さ
ん
。
そ
の
喜
び
を
実

感
す
る
と
き
が
、
い
ち
ば
ん
の
幸

せ
だ
と
語
る
。

「
権
威
あ
る
辞
書
の
紙
を
自
分
た

ち
の
手
で
作
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
、
何
よ
り
の
誇
り
で
す
」

　

と
こ
ろ
で
、
作
中
で
製
紙
会
社

の
社
員
は
、
辞
書
編
集
部
の
女
性

と
恋
に
落
ち
る
。
楠
澤
さ
ん
は
？

「
い
や
ー
、
そ
の
点
は
、
私
は
モ

デ
ル
で
は
な
い
で
す
ね
（
笑
）」

「
言
葉
」
と
い
う
、
知
識
を
満
載

し
た
辞
書
。
そ
の
制
作
現
場
で
は
、

人
々
の
知
恵
や
技
術
が
フ
ル
回
転

し
て
い
た
の
だ
。

　

作
中
で
、
馬
締
が
辞
書
を
作
る

覚
悟
を
確
か
め
る
た
め
手
に
取
っ

た
の
が
『
言げ
ん

海か
い

』。
国
語
学
者
・

大
槻
文
彦
が
16
年
の
歳
月
を
か
け

明
治
24
年
に
完
成
さ
せ
た
、
全
４

冊
、
３
万
９
千
103
語
収
録
の
、
日

本
初
の
近
代
的
国
語
辞
典
だ
。

　

編
纂
作
業
は
明
治
８
年
、
文
部

省
（
当
時
）
の
仕
事
と
し
て
開
始
。

当
初
、
大
槻
は
、
英
語
の
辞
書
を

和
訳
で
で
き
る
と
考
え
て
い
た
が
、

文
化
や
自
然
が
違
う
た
め
、
人
々

の
言
葉
を
一
か
ら
集
め
る
こ
と
に
。

し
か
し
そ
の
後
、
原
稿
は
文
部
省

で
お
蔵
入
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

大
槻
は
、
文
部
省
か
ら
原
稿
の
払

い
下
げ
を
受
け
、
私
財
を
な
げ
う

ち
辞
書
を
自
費
出
版
す
る
。

　

大
槻
と
『
言
海
』
に
つ
い
て
研

究
す
る
、
一
関
市
博
物
館
（
岩
手

県
）
の
小
岩
弘
明
さ
ん
が
語
る
。

「
当
時
の
伝
統
だ
っ
た
『
い
ろ
は

順
』
で
は
な
く
、
合
理
的
な
50
音

順
を
採
用
。
ま
た
、
巻
頭
に
収
録

さ
れ
た
『
語
法
指
南
』
に
よ
り
、

日
本
語
の
文
法
を
体
系
化
し
、
文

法
研
究
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
」

　

後
に
大
槻
は
、
66
歳
で『
言
海
』

の
大
幅
な
改
訂
に
着
手
す
る
。
し

か
し
そ
の
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
、

「
日
々
、
本
に
接
し
て
、
著
者
と

読
者
を
つ
な
い
で
い
た
だ
い
て
い

る
、
書
店
員
の
方
に
選
ん
で
い
た

だ
き
、
本
当
に
う
れ
し
い
で
す
」

『
舟
を
編
む
』
の
作
者
・
三
浦
し

を
ん
さ
ん
（
35
）
が
、「
本
屋
大
賞
」

受
賞
の
喜
び
を
語
る
。
話
題
の
本

の
、
気
に
な
る
〝
舞
台
裏
〟
と
、

辞
書
へ
の
思
い
を
聞
い
た
！

　

ま
ず
は
主
人
公
の「
馬
締
光
也
」

と
い
う
名
前
。
不
器
用
だ
が
実
直

な
、
性
格
そ
の
ま
ま
の
名
前
だ
が
、

そ
の
由
来
は
ど
こ
か
ら
？

「
真
面
目
な
人
に
合
う
名
前
が
い

い
と
思
っ
て
、『
そ
ん
な
名
前
あ

る
か
な
？
』
と
ネ
ッ
ト
を
検
索
し

た
ら
、
ヒ
ッ
ト
し
た
ん
で
す
。
実

在
す
る
名
字
な
ん
で
す
よ
」

　

馬
締
の
恋
人
、
香か

具ぐ

矢や

は
、
無

口
で
職
人
気
質
。
女
性
だ
が
、
俳

優
の
高
倉
健
が
モ
デ
ル
だ
と
い
う
。

じ
つ
は
三
浦
さ
ん
、
任
侠
映
画
が

大
好
き
な
の
だ
。
ち
な
み
に
作
品

に
は
「
ト
ラ
さ
ん
」
な
る
ネ
コ
も

登
場
す
る
が
、
こ
ち
ら
は
映
画

『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
「
寅
さ
ん
」

か
ら
名
前
を
も
ら
っ
て
い
る
。

「
生
真
面
目
に
仕
事
を
す
る
馬
締

と
対
照
的
な
、
気
ま
ま
な
ネ
コ
を

登
場
さ
せ
た
く
て
。
そ
の
場
か
ら

フ
イ
ッ
と
い
な
く
な
る
と
こ
ろ
が
、

寅
さ
ん
と
似
て
い
ま
す
よ
ね
」

気
軽
に
捨
て
ら
れ
な
い
の
は

魂
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら

　

馬
締
が
暮
ら
す
の
は
、
い
ま
ど

き
な
か
な
か
見
か
け
な
い
、
管
理

人
が
住
み
込
み
の
古
い
下
宿
。
こ

こ
に
も
、
三
浦
さ
ん
の
好
み
が
反

映
さ
れ
て
い
る
。
音
が
筒
抜
け
で
、

隣
の
人
が
何
を
し
て
い
る
の
か
わ

か
る
く
ら
い
の
ア
パ
ー
ト
が
、
三

浦
さ
ん
は
好
き
な
の
だ
。

「『
ギ
ャ
ー
！
』
っ
て
叫
べ
ば
、

す
ぐ
ま
わ
り
に
聞
こ
え
る
の
が
、

い
ち
ば
ん
防
犯
に
な
る
と
思
う
ん

で
す
。
絶
対
に
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ

ン
に
は
住
め
ま
せ
ん
（
笑
）」

　

登
場
人
物
が
理
想
を
追
い
求
め

て
作
っ
た
『
大
渡
海
』。
ず
っ
と

理
想
の
辞
書
に
つ
い
て
考
え
て
い

た
三
浦
さ
ん
は
、
あ
る
答
え
に
行

き
つ
い
た
。

「
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
完
璧
で
は

昭
和
３
年
、
82
歳
で
亡
く
な
っ
て

し
ま
う
。
３
分
の
２
が
す
で
に
完

成
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
後
の
作

業
を
実
兄
や
新し
ん

村む
ら

出い
ず
る（『

広
辞
苑
』

初
版
の
編
者
）
ら
が
引
き
継
ぎ
、

昭
和
10
年
、
改
訂
版
の『
大
言
海
』

が
完
成
し
た
。
現
在
も
、
語
源
を

引
く
た
め
の
辞
書
と
し
て
、
研
究

者
に
重
宝
さ
れ
て
い
る
。

「
大
槻
が
辞
書
編
纂
に
情
熱
を
捧

げ
た
理
由
に
『
国
語
の
確
立
が
独

立
国
家
の
証
し
だ
』
と
い
う
思
い

が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
植
民
地
支
配
さ
れ
た
国
々
で

母
国
語
が
話
せ
な
く
な
っ
て
い
た

時
代
で
し
た
か
ら
」（
小
岩
さ
ん
）

『
舟
を
編
む
』
に
登
場
す
る
、
ひ

と
り
の
研
究
者
が
情
熱
を
か
け
た

辞
書
『
大
渡
海
』。
そ
の
ル
ー
ツ

は
こ
の
辞
書
か
も
し
れ
な
い
。

　

辞
書
編
集
部
に
配
属
さ
れ
た
新

人
か
ら
「
正
字
」
に
つ
い
て
質
問

さ
れ
た
馬
締
は
、
こ
う
答
え
る
。

「
基
本
的
に
は
、『
康こ
う

煕き

字じ

典て
ん

』

に
基
づ
い
た
正
規
の
字
体
の
こ
と

で
す
」

『
康
煕
字
典
』
は
、
中
国
語
（
漢

字
）
の
字
典
。
18
世
紀
、「
名
君
」

と
い
わ
れ
た
清
の
皇
帝
、
康
熙
帝

に
よ
り
、
漢
代
以
降
の
中
国
の
歴

代
辞
書
を
集
大
成
し
よ
う
と
作
ら

れ
た
〝
夢
の
辞
書
〟
だ
。
あ
ま
り

に
短
期
間
で
作
成
さ
れ
た
た
め
か
、

そ
の
後
、
多
く
の
補
正
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
も
出

版
界
な
ど
で
は
、
正
字
を
調
べ
る

場
合
、
最
終
的
に
は
こ
の
字
典
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

　

三
浦
さ
ん
の
学
生
時
代
の
恩
師

で
あ
り
、
中
国
語
辞
書
の
編
者
で

も
あ
る
、
早
稲
田
大
学
文
化
構
想

学
部
・
古
屋
昭
弘
教
授
に
聞
い
た
。

「
現
代
で
い
え
ば
、
大
臣
ク
ラ
ス

の
高
官
に
字
典
の
作
成
を
命
じ
ま

し
た
。
30
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
約
６

年
の
歳
月
を
か
け
、
１
７
１
６
年

に
完
成
し
ま
し
た
」

　

字
典
は
全
42
巻
で
12
集
に
分
か

れ
、
第
１
集
が
「
子
集
」
と
い
う

よ
う
に
、
各
集
に
十
二
支
の
名
前

が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
４
万
７
千

35
の
文
字
が
、
214
の
部
首
順
、
画

数
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
配
列
は
、
現
在
の
漢
字
字
典
の

配
列
の
基
礎
に
な
り
、
さ
ら
に
は

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
文
字
列
の
世
界

標
準
で
あ
る
「
ユ
ニ
コ
ー
ド
」
内

の
、
漢
字
コ
ー
ド
の
配
列
順
に
も

使
わ
れ
て
い
る
。

「
文
字
の
下
に
は
詳
し
い
注
釈
が

つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ま
で
の

多
く
の
字
書
や
、
儒
教
経
典
を
は

じ
め
と
す
る
書
物
か
ら
の
引
用
例

も
多
く
、
た
い
へ
ん
便
利
な
本
で

す
」（
古
屋
教
授
）

　

完
成
か
ら
４
年
後
の
１
７
２
０

年
に
は
、
早
く
も
日
本
に
入
っ
て

き
た
と
い
う
こ
の
字
典
は
、
今
な

お
、
漢
字
文
化
に
影
響
を
与
え
続

け
て
い
る
の
だ
。

な
い
、
と
い
う
の
が
、
辞
書
の
い

い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
な
ん
と
な
く
、
辞
書
っ

て
完
全
無
欠
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
生
き
物

み
た
い
に
、
で
き
た
瞬
間
か
ら
古

く
な
っ
て
、
永
遠
に
ゴ
ー
ル
が
な

い
。だ
か
ら
、作
り
手
も
ず
っ
と
編

み
続
け
る
ん
で
し
ょ
う
ね
」

　

手て

垢あ
か

が
つ
い
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な

り
、
使
う
回
数
が
減
っ
て
も
、
な

ぜ
か
気
軽
に
捨
て
ら
れ
な
い
の
が

辞
書
。
そ
れ
も
、
辞
書
の
大
き
な

特
徴
だ
と
考
え
る
。

「
言
葉
が
書
い
て
あ
る
も
の
に
は
、

魂
が
こ
も
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る

か
ら
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新

聞
で
す
ら
、
踏
ん
で
歩
け
な
い
と

い
う
感
覚
が
日
本
人
に
は
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
に
自
分
の
使
っ

た
〝
足
跡
〟
が
残
さ
れ
て
い
る
な

ら
、
な
お
さ
ら
で
す
」

　

永
遠
に
未
完
成
で
あ
り
な
が
ら
、

強
い
魂
が
注
が
れ
た
存
在

―
。

そ
ん
な
辞
書
の
魅
力
に
、『
舟
を

編
む
』
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
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『広辞苑』巻末には、王子特殊紙
の名前もクレジットされている

みうら・しをん☆’７６年９月２３
日生まれ、東京都出身。早稲田
大学第一文学部を卒業後、’００年
『格闘する者に○』（草思社）で
作家デビュー。’０６年、『まほろ
駅前多田便利軒』（文藝春秋）で
直木賞を受賞。

『言海』はさまざまな判型で出版
された（一関市博物館所蔵）

大槻文彦は２８歳で『言海』
編纂を開始した（写真・
一関市博物館提供）

中国で１８２７年に出版され
た『康煕字典』第１巻（国
立国会図書館所蔵）
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