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「
井せ

い

」
は
、
井
戸

い

ど

の
「
井
げ
た
」（
木
で
井
の
字
形

じ

け

い

に
組く

ん
だ
井
戸
の
ふ
ち
）
の
形
か
ら 

出
来
ま
し
た
。 

じ
つ
は
、
刑
罰

け
い
ば
つ

と
し
て
首く

び

に
は
め
る
枷か

せ

の
形

か
た
ち

も
、
古
く
は
「
井
」
と
か
か
れ
た
の
で
、 

「
井
げ
た
」
は
こ
れ
と
区
別

く

べ

つ

す
る
た
め
、
井
の
中
の
水
を
く
む
か
め
の
し
る
し
の
「
﹅
」
を 

く
わ
え
て
「
丼
」
と
し
た
そ
う
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
白
川
静
『
字
通
』『
常
用
字
解
』
よ
り
） 

日
本
で
は
、「
丼
」
は
、「
ど
ん
ぶ
り
」
と
い
う
意
味

い

み

で
つ
か
っ
て
い
ま
す
ね
。 

「
丼
」
は
、
井
戸
に
物も

の

を
投
げ
こ
ん
だ
時と

き

の
音お

と

を
あ
ら
わ
す
漢
字

か

ん

じ

で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

大
ぶ
り
の
鉢は

ち

を
「
ど
ん
ぶ
り
」
と
よ
ん
だ
こ
と
か
ら
、「
丼
」
の
漢
字
を
あ
て
た
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
川
静
『
文
字
答
問
』・ 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』『
漢
辞
海
』
よ
り 

 

甲
骨

こ

う

こ

つ

文
字

も

じ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白 し

ろ 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
か
ら
三
千
三
百
年
も
前
に
、
亀か

め

の
甲
羅

こ

う

ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

や
牛 う

し

の
肩 け

ん

甲
骨

こ
う
こ
つ

に
き
ざ
ま
れ
た
文 も

字 じ

で
す
。 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

王
様

お
う
さ
ま

が
う
ら
な
い
な
ど
に
使 つ

か

い
ま
し
た
。 

漢
字

か

ん

じ

の
最
初

さ
い
し
ょ

の
形

か
た
ち

で
す
。  

  
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

金き

ん

文ぶ

ん 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
属

き

ん

ぞ

く

の
う
つ
わ
で
あ
る
青
銅
器

せ

い

ど

う

き

に
鋳
込

い

こ

ま 

れ
た
文
字

も

じ

で
す
。
甲
骨

こ
う
こ
つ

文
字

も

じ

よ
り
少 す

こ

し
遅 お

く 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

れ
て
生 う

ま
れ
、
甲
骨
文
字
と
金
文
は
、
同
時

ど

う

じ 

期 き

に
六
百
年
間

ね
ん
か
ん

ほ
ど
使 つ

か

わ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

篆て

ん

文ぶ

ん 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
年
前
ご
ろ
か
ら
使 つ

か

わ
れ
た
文
字
で
す
。 

同 お
な

じ
太 ふ

と

さ
の
線 せ

ん

で
曲
線

き
ょ
く
せ
ん

を
多 お

お

く
使 つ

か

っ
て
描 え

が

か 

れ
て
い
ま
す
。 

 

【阪
】７画 

形
声 

反
は
、
神
聖

し

ん

せ

い

な
場
所

ば

し

ょ

で
あ
る 

 

（
が
け
）
に
又
（
手
）
を 

 

か
け
て
よ
じ
登の

ぼ

る
形
。
そ
れ
で
、「
そ
む
く
」
意
味

い

み

の
「
反
」
と
な 

る
。 

 

は
、
神
の
使 つ

か

う
は
し
ご
の
形
で
、
そ
の
神
聖
な
場
所
を
守
る 

た
め
に
作
ら
れ
た
「
さ
か
」
を
「
阪
」
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

の
ち
に
「
坂
」
と
い
う
文
字
が
つ
く
ら
れ
た
よ
う
だ
。 

 

（
白
川
静
『
字
通
』『
字
統
』 

伊
東
信
夫
『
漢
字
の
な
り
た
ち
ブ
ッ
ク
三
年
生
』
よ
り
） 

甲
骨

こ

う

こ

つ

文 も

字 じ

、
金き

ん

文ぶ
ん

、
篆て

ん

文ぶ
ん

っ
て
、 

な
ん
で
す
か
。 

 

「
甲
骨

こ

う

こ

つ

文
字

も

じ

」
「
金 き

ん

文 ぶ
ん

」
「
篆 て

ん

文 ぶ
ん

」
と
は
、 

古
代

こ

だ

い

文
字

も

じ

の
種
類

し
ゅ
る
い

の
こ
と
で
す
。 

【阜
】８画 

象
形 

フ 

阜
は
、
も
と

庵 

の
形

か
た
ち

で
、
神
が
天
と
地 ち

上
じ
ょ
う

を
降お

り
た
り 

の
ぼ
っ
た
り
す
る
は
し
ご
（
階
段

か

い

だ

ん

）
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。 

部
首

ぶ

し

ゅ

に
な
る
と
、
阝
（
こ
ざ
と
へ
ん
）
と
な
る
。 

（
白
川
静
『
字
通
』『
常
用
字
解
第
二
版
』
よ
り
） 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
ン 

さ
か 

  

美浜町：王の舞 
越前市：神と紙の祭り 

小浜市：お城まつり 

 
 

 
 

 
 

 

篆て
ん

文ぶ
ん 

 

甲
骨

こ
う
こ
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

篆て
ん

文ぶ
ん 

福井市：じじぐれ祭 

は
、「
神
様
の
は
し
ご
」
を 

あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
だ
ね
。 

お札にきざまれている篆文 ふたのうらに いこまれた金文  

甲
骨
文
字
と
金
文
は
、
も
の
の
形
を
あ
ら
わ
し
て

い
て
、
文
字
の
兄

弟

き
ょ
う
だ
い

み
た
い
だ
よ
。 

「
白
川
文
字
学
ニ
ュ
ー
ス
」
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
で 

新
し
く
学
習
す
る
２０
字
の
漢
字
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

茨 

媛 

岡 

潟 

岐 

阜 

熊 

香 

佐 

埼 

崎 

滋 

縄 

井 

沖 

栃 

奈 

梨 

阪 

鹿 

春
は
、
お
祭
り
が
た
く
さ
ん 

行
わ
れ
ま
し
た
ね
。 

お
祭
り
は
、
神
様

か
み
さ
ま

へ
の
祈 い

の

り
や
願 ね

が

い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多 お

お

い
で

す
。
今
回

こ
ん
か
い

は
、「
神
様
」
に
関 か

ん

す
る
漢
字

か
ん
じ

を
し
ょ
う
か
い
し
ま
す
。 

は
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
つ 

お
こ
な 


