
原

稿

用

紙

の

使

い

方

一

年

岐

阜

太

郎

み

な

さ

ん

、

原

稿

用

紙

を

前

に

し

て

い

ろ

い

ろ

と

迷

っ

た

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

む

ず

か

し

い

決

ま

り

が

い

く

つ

も

あ

っ

て

、

た

だ

で

さ

え

書

き

づ

ら

い

原

稿

が

な

お

の

こ

と

書

き

た

く

な

い

も

の

に

な

っ

て

い

た

り

は

し

な

い

で

し

ょ

う

か

。

こ

こ

で

は

、

普

通

に

行

わ

れ

て

い

る

原

稿

用

紙

の

使

い

方

に

つ

い

て

、

説

明

し

ま

す

。

な

お

、

こ

れ

は

、

出

版

業

界

独

自

の

も

の

で

は

な

く

、

社

会

一

般

に

用

い

ら

れ

て

い

る

も

の

と

お

考

え

く

だ

さ

い

。

そ

れ

で

は

、

ご

説

明

し

ま

し

ょ

う

。

こ

の

文

章

に

は

、

「

禁

則

処

理

」

と

い

う

こ

と

が

な

さ

れ

て

い

ま

す

。

行

頭

に

句

読

点

が

位

置

し

て

し

ま

う

場

合

に

は

、

こ

れ

を

前

行

末

に

押

し

込

め

た

り
、

踊

り

字

（

「

々

」

・

「

ゞ

」

な

ど

）

が

行

の

先

頭

に

き

て

し

ま

う

場

合

は

、

「

山

々

」

と

書

か

ず

に

「

山

山

」

と

書

い

た

り

す

る

の

が

こ

れ

に

当

た

り

ま

す

。

と

こ

ろ

で

、

固

有

名

詞

に

含

ま

れ

る

「

々

」

の

字

は

ど

う

す

れ

ば

よ

い

の

で

し

ょ

う

。

こ

れ

は

、

「

佐



々

木

さ

ん

」

の

よ

う

に

名

前

の

ま

ま

書

く

の

が

正

解

で

す

。

「

野

々

村

」

が

行

を

ま

た

い

だ

た

め

に

「

野

野

村

」

に

な

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

禁

則

処

理

で

誤

解

さ

れ

て

い

る

も

の

に

、

拗

音

や

促

音

に

表

れ

る

「

小

さ

な

文

字

」

の

扱

い

が

あ

り

ま

す

。

「

シ

ャ

、

シ

ュ

、

シ

ョ

」

や

「

と

っ

ぱ

つ

せ

い

ほ

っ

し

ん

」

の

よ

う

な

語

が

行

を

ま

た

い

で

い

る

場

合

で

も

、

わ

ざ

わ

ざ

行

替

え

は

せ

ず

、

一

文

字

ず

つ

位

置

を

取

っ

て

書

い

て

い

き

ま

す

。

従

っ

て

、

「

シ

ャ

ッ

ポ

」

の

よ

う

に

「

ャ

」

が

行

頭

に

来

る

こ

と

は
、

差

し

支

え

な

い

こ

と

で

あ

り

、

「

と

っ

ぱ

つ

せ

い

ほ

っ

し

ん

」

の

「

っ

」

も

、

行

頭

で

構

わ

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

。

た

だ

し

、

こ

れ

ら

は

「

読

み

づ

ら

い

」

と

い

う

欠

点

が

あ

る

の

で

、

読

み

手

の

こ

と

を

意

識

し

て

、

な

る

べ

く

そ

の

よ

う

な

位

置

に

来

な

い

よ

う

に

配

慮

す

る

こ

と

も

大

切

な

作

法

と

心

得

ま

し

ょ

う
。

か

ぎ

括

弧

の

位

置

に

も

気

を

つ

け

ま

し

ょ

う

。

閉

じ

る

括

弧

が

行

頭

に

来

る

こ

と

は

禁

則

に

当

た

り

ま

す

か

ら

、

前

の

行

末

に

押

し

込

め

て

、

「

禁

則

処

理
」

の

よ

う

に

書

き

ま

す

。



ま

た

、

日

本

語

に

元

々

な

か

っ

た

「

？

」

や

「

！
」

の

扱

い

で

す

が

、

こ

れ

ら

を

用

い

た

場

合

は

、

そ

の

後

を

一

文

字

空

白

に

し

て

お

く

と

い

う

ル

ー

ル

が

あ

り

ま

す

。

分

か

り

ま

す

か

？

と

、

こ

の

よ

う

に

書

く

の

で

す

。

読

み

や

す

さ

を

考

え

て

の

こ

と

の

よ

う

で

す

。

た

だ

し

、

あ

と

に

か

ぎ

括

弧

が

来

る

場

合

ま

で

も

空

白

を

求

め

る

の

は

行

き

過

ぎ

と

い

う

も

の

で
、

「

分

か

り

ま

す

か

？

」

な

ど

と

は

書

き

ま

せ

ん

。

「

分

か

り

ま

す

か

？

」

が

正

し

い

表

記

で

す

。

こ

の

ほ

か

、

行

末

の

長

音

符

号

「

ー

」

の

扱

い

に

見

る

よ

う

に

、

決

ま

り

そ

の

も

の

に

ゆ

れ

が

あ

る

場

合

な

ど

、

い

ち

い

ち

紹

介

す

べ

き

か

と

思

い

ま

す

が
、

表

記

法

に

ゆ

れ

が

あ

る

こ

と

そ

の

も

の

が

国

語

の

現

状

を

表

し

て

い

る

と

ご

理

解

い

た

だ

く

の

が

正

し

い

と

考

え

ま

す

。

そ

も

そ

も

日

本

に

は

文

字

は

な

か

っ

た

こ

と

、

ま

た

、

古

典

の

文

章

に

は

句

読

点

も

な

か

っ

た

こ

と

な

ど

を

考

え

れ

ば

お

分

か

り

に

な

る

よ

う

に

、

国

語

の

き

ま

り

は

変

化

（

進

化

と

は

限

ら

な

い

）

し

て

現

在



に

至

る

も

の

で

す

。

よ

り

読

み

や

す

く

し

た

い

と

い

う

思

い

と

よ

り

効

果

的

に

表

現

し

た

い

と

い

う

思

い

と

は

、

目

指

す

も

の

の

違

い

ゆ

え

に

、

当

然

、

一

致

す

る

こ

と

は

な

い

と

思

わ

れ

ま

す

。

そ

の

中

で

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

な

も

の

を

見

つ

け

る

と

い

う

の

は

、

原

稿

用

紙

の

話

に

と

ど

ま

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

世

の

中

の

流

れ

に

敏

感

で

あ

り

た

い

と

思

う

と

こ

ろ

で

す

ね

。


