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日
本
人
は
２
０
０
０
年
以
上
前
か
ら

漢
字
に
接
し
て
い
た
！

　

も
と
も
と
、
日
本
に
は
話
す
た
め
の
言
葉

は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
書
き
記
す
た
め

の
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
日

本
に
、
中
国
生
ま
れ
の
漢
字
が
朝
鮮
半
島
を

経
由
し
て
入
っ
て
き
た
の
は
弥
生
時
代
の
前

半
ご
ろ
。実
態
に
近
い
言
い
方
を
す
れ
ば“
漢

字
が
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
が
入
っ
て

き
た
”
と
い
う
状
況
で
す
。

　

紀
元
前
２
世
紀
、
当
時
の
中
国
王
朝
で
あ

る
前
漢
が
朝
鮮
半
島
北
部
に
進
出
し
、
そ
こ

に
地
方
行
政
組
織
を
設
置
し
ま
し
た
。
中
国

の
歴
史
書
に
は
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
朝

鮮
半
島
の
人
々
を
介
し
て
日
本
（
倭
国
）
と

中
国
が
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
←→
朝
鮮
半
島
←→

日
本
と
い
う
交
流
が
深
ま
る
中
で
、
漢
字
が

書
か
れ
た
銅
鏡
・
鉄
剣
・
貨
幣
な
ど
が
日
本

に
入
っ
て
き
た
の
で
す
（
イ
ラ
ス
ト
１
）。

　

そ
の
中
で
特
に
有
名
な
も
の
が
、
福
岡
県

志し
か
の
し
ま

賀
島
で
発
見
さ
れ
た
金
印
で
す
。「
漢
か
ん
の
わ
の
な
の

委
奴

国こ
く
お
う王

」
と
い
う
漢
字
が
刻
ま
れ
た
金
印
は
、

紀
元
後
57
年
に
九
州
北
部
に
あ
っ
た
奴
国
が
後

漢
の
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
か
ら
、
今
か
ら

２
０
０
０
年
以
上
前
、
す
で
に
日
本
人
（
倭
国

の
人
）
は
漢
字
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
読
み

取
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
陸
か
ら
漢
字
が
書
か
れ
た
品

物
が
伝
わ
っ
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ

に
日
本
人
が
漢
字
を
読
み
書
き
で
き
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
の
日
本
人
が
漢
字

を
使
っ
た
例
と
し
て
現
在
確
認
で
き
る
も
の

は
、
２
～
４
世
紀
の
も
の
で
、
１
文
字
の
漢

字
が
刻
ま
れ
た
土
器
が
数
点
発
見
さ
れ
て
い

る
だ
け
な
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
三
重
県
津
市
の
大だ

い

城し
ろ

遺
跡
か

ら
出
土
し
た
土
器
の
破
片
は
２
世
紀
前
半
の

も
の
で
、「
奉
」
ま
た
は
「
年
」
な
ど
と
読

め
る
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
（
資
料
１
）。

ま
た
、
福
岡
県
糸
島
市
の
三
雲
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
甕か

め

に
は
、
鏡
を
意
味
す
る
「
竟
」
の

文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
３
世
紀

半
ば
の
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
漢
字
は
、
当
時
の
日

漢
字
の
歴
史
を
巡
る
旅

～
日
本
の
漢
字
文
化
の
始
ま
り
に
迫
る
！
～

国立歴史民俗博物館
平川 南 館長
1943 年生まれ。宮城県
多賀城跡調査研究所に勤
務後、国立歴史民俗博物
館に移り、現在は館長を
務める。日本古代史を専
門とし、漆紙文書、墨書
土器、木簡などの出土文
字資料から古代社会を研
究。著書に『古代日本 文
字の来た道――古代中
国・朝鮮から列島へ』（大
修館書店）、『漆紙文書の
研究』（吉川弘文館）、『日
本の歴史第 2 巻 日本の原
像』（小学館）などがある。
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影
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Ｐ
６
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イ
ラ
ス
ト
／
す
ぎ
や
ま
え
み
こ

撮影／山田和幸

漢字の歴史を巡る旅～日本の漢字文化の始まりに迫る！～

　

漢
字
と
は
文
字
通
り
、
漢
民
族
の
字
で
す
。

つ
ま
り
、
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
す
。
―
―
と
、
こ
こ
ま
で
の
話
は
多
く
の

方
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

漢
字
が
伝
わ
っ
た
後
、
日
本
で
ど
の
よ
う
に
根

付
い
て
い
っ
た
か
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
今
回
の
特
集
で
は
、“
日
本
に
お

け
る
漢
字
文
化
の
始
ま
り
”
に
つ
い
て
Q
＆
A

形
式
で
紹
介
し
ま
す
。

　

質
問
に
お
答
え
く
だ
さ
る
の
は
、
古
代
史
研

究
の
第
一
人
者
で
あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

の
平
川
南
館
長
で
す
。

“
日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の

始
ま
り
”
は
５
世
紀
！

　

日
本
人
が
1
世
紀
ご
ろ
か
ら
漢
字
に
接
し

て
い
た
と
は
い
っ
て
も
、
当
時
の
日
本
で
漢

字
の
読
み
書
き
が
で
き
た
の
は
大
陸
か
ら

や
っ
て
き
た
人
々
（
渡
来
人
）
ぐ
ら
い
で
す
。

中
国
と
の
外
交
文
書
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
日
本
の
小
国
の
統
治
者
た
ち

は
漢
字
を
読
み
書
き
で
き
る
渡
来
人
を
政
権

の
重
要
な
役
職
に
雇
い
入
れ
ま
し
た
。
３
世

紀
に
邪や

ま馬
台た
い

国こ
く

の
女
王
・
卑ひ

み

こ
弥
呼
が
当
時
の

中
国
の
王
朝
の
ひ
と
つ
で
あ
る
魏ぎ

に
使
い
を

送
っ
た
こ
ろ
に
は
、
漢
字
の
重
要
性
が
増
し

て
お
り
、
外
交
や
交
易
に
お
い
て
日
本
人
が

漢
字
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
日
本
人
が
い
つ
漢
字
を
使
い

始
め
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
５
世
紀
に

な
っ
て
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
千
葉
県
市
原
市
の
稲
荷
台
１
号
墳

か
ら
出
土
し
た
５
世
紀
半
ば
の
も
の
と
さ
れ

る
鉄
剣
に
は
、「
王
賜
」
と
い
う
表
記
を
含

む
12
文
字
の
漢
字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
資

料
２
）。
こ
れ
は
近き

ん

畿き

地
方
の
ヤ
マ
ト
政
権

の
王
（
大お

お
き
み王

）
が
地
方
の
豪
族
に
鉄
剣
を
授

け
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
短
文
で
は

あ
り
ま
す
が
、
明
ら
か
に
文
章
と
し
て
成
立

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
と
こ
ろ
確
認

で
き
る
、
日
本
人
が
書
い
た
最
古
の
文
章
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
行
田
市
の
稲
荷
山
古
墳
か

ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
は
、
１
１
５
文
字
の
漢

字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
資
料
３
）。
こ
の

鉄
剣
の
裏
に
は
「　

加か

た

け

る

多
支
鹵
大お
お
き
み王

」
と
い

う
人
物
名
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
名

前
は
熊
本
県
玉
名
郡
和
水
町
の
江
田
船
山
古

（資料1）三重県津市大城遺跡出土の刻書土器
津市教育委員会提供

（イラスト1）2000 年以上前、漢字が書かれた品物が日本に
入ってきた。

本
人
が
大
陸
か
ら
入
っ
て
き
た
品
物
を
見
て
、

“
見
よ
う
見
ま
ね
”
で
描
い
た
に
す
ぎ
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
点
で
は
、
ま

だ
“
日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
始
ま
り
”

と
ま
で
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。
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飛鳥

南北朝隋

奈
良

唐
東晋

周

縄文

甲
骨
文
字
が
使
わ
れ
る

紀
元
前
４
世
紀
ご
ろ
、大
陸
か
ら
九
州
北
部
に
稲
作
が
伝
わ
る

紀
元
前
３
世
紀
ご
ろ
、大
陸
か
ら
金
属
器（
青
銅
器
・
鉄
器
）が
伝
わ
る

弥生古墳

秦新

魏

蜀
西
晋

呉

後漢 前漢

日本

秦
の
始
皇
帝
が
文
字
を
統
一
す
る

〈
倭
は
１
０
０
余
り
の
国
に
分
か
れ
る
〉

〈
邪
馬
台
国
の
時
代
〉

２
３
９
年

　卑
弥
呼
が
魏
の
皇
帝
に
使
い
を
送
る

〈
大
王
を
中
心
と
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
の
成
立
〉

〈
九
州
中
部
か
ら
関
東
ま
で
ヤ
マ
ト
政
権
の
勢
力
が
広
が
る
〉

〈
技
術
者
集
団
の
渡
来（
渡
来
人
）〉

６
０
７
年  

遣
隋
使
を
派
遣

６
３
０
年  

第
１
回
遣
唐
使
を
派
遣

６
４
５
年  

大
化
の
改
新

５７
年

　倭
の
奴
国
の
王
が
後
漢
の
皇
帝
か
ら
金
印
を
授
か
る

（戦国）（春秋）

漢字で書かれた品物が
朝鮮半島を経由して
日本に入ってくる

５
９
３
年  

聖
徳
太
子
が
摂
政
に
な
る

日本語そのままの語順で
漢字を使った文章が
書かれるようになる

漢字で文章が
書かれるようになる

特集

Q1
日
本
列
島
の
人
々
は
漢
字
と

い
つ
出
合
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

Q2
日
本
人
は
い
つ
漢
字
を

使
い
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
？

特集

銅鏡

貨幣
鉄剣

わ
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墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
刀
で
も
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
王
が
授
け
た
と
思
わ
れ
る
剣
や
刀

が
関
東
や
九
州
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
事
実

は
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
勢
力
が
そ
れ
だ
け
広
範

囲
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ヤ
マ
ト
政
権
は
当
時
の
中
国
の
王
朝
で
あ
る

宋
か
ら
、
日
本
を
代
表
す
る
政
権
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
国
か
ら
認
め
ら

れ
た
こ
と
で
自
ら
の
権
威
を
示
し
、
地
方
の

豪
族
た
ち
を
従
え
て
い
き
ま
す
。
そ
の
権
威

の
証
し
を
漢
字
で
剣
や
刀
に
刻
ん
だ
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、外
交
関
係
を
結
ぶ
上
で
も
、

国
内
統
治
を
進
め
る
上
で
も
、
漢
字
は
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
５
世
紀
こ
そ
、

“
日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
始
ま
り
”
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

「
赤●

加
皮
真
」、「
阿あ

弥み

陀だ

寺じ

」
を
「
赤●

弥
田
寺
」

と
表
記
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
漢
字
の

意
味
を
問
わ
ず
音お

ん

の
み
を
用
い
た
古
代
日
本

の
漢
字
の
使
い
方
の
典
型
例
で
す
。

　

日
本
の
文
字
研
究
の
も
う
ひ
と
つ
の
鍵

は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
出
土
す
る
資
料
で
す
。

こ
こ
10
年
の
間
に
韓
国
で
新
し
い
資
料
が
相

次
い
で
発
見
さ
れ
、
新
た
な
研
究
成
果
を
生

ん
で
い
ま
す
。
漢
字
の
研
究
は
、
今
後
も
新

た
に
発
見
さ
れ
る
資
料
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
漢
字
の
研
究
は
中
国
・
朝
鮮

半
島
・
日
本
を
つ
な
ぐ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
分

野
で
あ
り
、
歴
史
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
学
問
な
の
で
す
。

　

山
ノ
上
碑
は
亡
き
母
に
さ
さ
げ
る
も
の

で
、
漢
字
が
政
治
以
外
の
領
域
で
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
７
世
紀
は
日
本
人
が
本
当
の

漢
字
が
書
け
る
と
収
入
が
３
倍
に
！？ 

　

古
代
の
日
本
で
漢
字
を
書
け
る
人
は
高
収

入
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
８
世
紀
ご

ろ
の
話
で
す
が
、
土
木
作
業
の
収
入
が
１
日

あ
た
り
９
～
10
文も

ん

だ
っ
た
時
代
に
、
写
経
生

の
収
入
は
１
日
あ
た
り
７
枚
の
写
経
で
な
ん

と
35
文
で
し
た
。
写
経
生
は
１
日
に
２
９
７

５
字
（
１
行
17
文
字
×
25
行
×
7
枚
）
を
写

す
の
で
す
（
イ
ラ
ス
ト
２
）。
高
収
入
で
す

か
ら
、
有
力
者
の
子
弟
た
ち
は
写
経
生
に
な

る
た
め
に
、
必
死
に
漢
字
を
練
習
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
古
代
の
日
本
人
が
漢
字
の
練
習
を

し
た
証
拠
が
正
倉
院
に
残
っ
て
い
ま
す
。
正

倉
院
に
は
今
か
ら
１
２
０
０
～
１
３
０
０
年

前
に
書
か
れ
た
肉
筆
の
資
料
が
１
万
数
千
点

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
写
経
生
の
採
用
試

験
用
紙
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

ら
を
見
る
と
、
試
験
で
は
数
行
の
写
経
を
さ

せ
て
合
否
を
判
定
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
当

時
、
写
経
は
国
家
主
導
の
事
業
で
す
か
ら
、

写
経
生
の
採
用
試
験
は
今
で
い
う
国
家
試
験

に
あ
た
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
写
経
生
に
は
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま

す
。
誤
字
は
５
文
字
に
つ
き
１
文
、
脱
字
は

１
文
字
に
つ
き
１
文
が
収
入
か
ら
引
か
れ
ま

し
た
。
脱
行
し
て
し
ま
う
と
、
な
ん
と
20
文

も
引
か
れ
る
決
ま
り
も
あ
り
ま
し
た
。
1
日

の
収
入
の
半
分
以
上
が
漢
字
の
ミ
ス
に
よ
っ

て
一
瞬
で
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
！

　

誤
字
、
脱
字
、
脱
行
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を

与
え
て
い
た
の
は
、
古
代
の
人
々
が
そ
れ
だ

け
ミ
ス
を
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
写
経
生
は

漢
字
を
書
き
写
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
漢
字

の
意
味
を
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

間
違
い
が
起
き
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。
つ

ま
り
、
現
在
と
異
な
り
、
当
時
は
漢
字
が
書

け
る
こ
と
と
漢
字
で
書
か
れ
た
文
章
を
理
解

す
る
こ
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。

全
国
各
地
で
出
土
す
る
木
簡
や
土
器
な
ど
に
、

日
本
の
漢
字
の
歴
史
は
刻
ま
れ
て
い
る
！　

　

日
本
の
文
字
文
化
の
研
究
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
の
考
古
学
の
発
展
に
よ
り
進
み
ま

し
た
。
全
国
各
地
で
新
た
な
資
料
が
次
々
と

出
土
し
た
の
で
す
。

　

木
簡
や
文
字
の
記
さ
れ
た
土
器
や
瓦
の
発

見
に
よ
っ
て
、
従
来
の
学
説
が
一
変
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
限
ら
れ
た
文
献
資
料

に
頼
っ
て
い
た
従
来
の
文
字
研
究
に
お
い

て
、『
万
葉
集
』
は
「
あ
」
は
「
阿
」
も
し

く
は
「
安
」
の
字
を
使
う
と
決
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
千
葉
県
で
見
つ
か
っ
た

土
器
や
瓦
で
は
「
赤あ

か

浜は
ま

」
と
い
う
地
名
を

“
日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の

確
立
”
は
７
世
紀
！　

　

５
、６
世
紀
ご
ろ
、
漢
字
を
読
み
書
き
で

き
た
の
は
わ
ず
か
な
人
だ
け
で
し
た
。
当
時

の
文
章
は
基
本
的
に
中
国
語
の
文
法
が
使
わ

れ
、
日
本
人
が
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
語
順
を
入
れ
替
え
て
読
む
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
日
本
語
の
音
通
り
に
漢
字
が
書

か
れ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「　

加

多
支
鹵
大
王
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
に
限
定

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

７
世
紀
に
な
る
と
、
日
本
語
そ
の
ま
ま
の

語
順
で
漢
字
を
使
っ
た
文
章
が
書
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。代
表
的
な
も
の
は
、
群
馬

県
高
崎
市
に
あ
る
６
８
１
年
に
作
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
山
ノ
上
碑（
資
料
４
）と
滋
賀
県
野や

洲す

市
の
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
の
木
簡
（
資
料

５
）
で
す
。
こ
れ
ら
は
日
本
語
の
文
法
を
使
っ

て
い
る
た
め
、
始
め
の
漢
字
か
ら
順
番
通
り

に
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（資料5）滋賀県野洲市西河原
森ノ内遺跡２号木簡
野洲市教育委員会提供

椋
□
〔
直
〕

□
〔
伝
〕

之
我
□
〔
持
〕

□
〔
往
〕

稲
者
□
〔
馬
〕

□
〔
不
〕

得
故
我
者
反
来
之
故
是
汝
ト

王
賜

自
舟
人
率
而
可
行
也　

其
稲
在
処
者
衣
知
評
平
留
五
十
戸
旦
波
博
士
家

こ
れ
も
日
本
語
の
語
順
で
、漢
字
を
使
っ
て
書
か
れ
た
文
章
。「
椋
□
」が「
衣
知
評
」の「
平
留
五
十
戸
」か
ら
稲
を
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
が
、

馬
が
な
く
て
持
ち
帰
れ
な
か
っ
た
た
め
、「
ト
部
」
に
「
舟
人
」
を
率
い
て
稲
を
運
ぶ
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
。

（資料３）埼玉県行田市稲荷山古墳出土の金錯銘鉄剣
文化庁所有、埼玉県立さきたま史跡の博物館提供

（資料２）千葉県市原市稲荷台１号墳出土の鉄剣
市原市教育委員会提供、国立歴史民俗博物館撮影

（イラスト2）高収入を得られた写経生。ただし、
漢字を間違えるとお給料が減らされた！！

意
味
で
漢
字
を
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て

い
っ
た
時
代
で
あ
り
、“
日
本
に
お
け
る
漢

字
文
化
の
確
立
”
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な

時
期
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
７
世
紀
に
な
っ
て
漢
字

の
使
用
が
全
国
に
広
が
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
国
家
の
成
立
が
大
き
く
関
係
し

て
い
ま
す
。
日
本
で
は
６
世
紀
の
終
わ
り
ご

ろ
に
古
代
国
家
の
体
制
が
徐
々
に
整
え
ら

れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
ヤ
マ

ト
政
権
は
、
全
国
各
地
の
役
人
に
対
し
て
文

書
で
命
令
を
発
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
方

の
役
人
も
政
府
へ
の
報
告
を
文
書
で
行
う

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
政

府
と
地
方
の
役
人
が
活
発
に
文
書
を
交
わ

す
よ
う
に
な
る
中
で
、
一
般
の
人
々
に
も

広
く
漢
字
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

Q3
古
代
で
は
、漢
字
を
書
け
る
と
ど
ん
な

い
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

Q4
漢
字
は
日
本
で
い
つ
広
が
り

始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
？

Q5
ど
う
し
て
古
代
の
漢
字
文
化
の

様
子
が
分
か
る
の
で
す
か
？

漢字の歴史を巡る旅～日本の漢字文化の始まりに迫る！～特集

（
資
料
４
）
山
ノ
上
碑　

群
馬
県
高
崎
市

「
辛
巳
歳
」
銘
＝
六
八
一
年

〔
銘
文
〕

辛
巳
歳
集
月
三
日
記

佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
売
刀
自
此

新
川
臣
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児

長
利
僧
母
為
記
定
文
也　

放
光
寺
僧

〔
訓
読
〕

辛
巳
の
歳
、
集
じ
ゅ
う

月
三
日
記
す
。

佐
野
の
三み
や

家け

と
定
め
賜
え
る
健
守
の
命
の
孫

黒く
ろ

売め
の

刀と

自じ

、
此
れ

新に
い

川か
わ
の

臣お
み

の
児
斯し

多た

た々

弥み
の

足す
く

尼ね

の
孫
大お
お

児ご
の

臣お
み

と

娶め
あ

い
て
生
め
る
児
、

長ち
ょ
う

利り

の
僧
ほ
う
し
、
母
の
為
め
に
記
し
定
め
る
文
な

り
。
放
光
寺
僧 

　

加
多
支
鹵
大
王
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は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

古
く
か
ら
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
竜
の
よ
う

な
顔
、
４
つ
の
目
を
持
つ
と
さ
れ
る
蒼そ

う

頡け
つ

と

い
う
人
物
が
漢
字
を
発
明
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
（
資
料
６
）。
蒼
頡
は
鳥
や
動
物
の

足
跡
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
に
い
な
い

鳥
や
動
物
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
漢

字
を
発
明
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

宗
教
的
な
道
具
と
し
て
の
漢
字

　

意
味
が
理
解
で
き
る
最
古
の
漢
字
は
、
紀

元
前
１
３
０
０
年
～
紀
元
前
１
０
３
０
年
ご

ろ
に
使
わ
れ
て
い
た
甲
骨
文
字
で
す
（
資
料

７
）。
古
代
中
国
の
王
は
カ
メ
の
甲こ

う

羅ら

や
ウ

シ
の
骨
の
裏
側
に
開
け
た
く
ぼ
み
に
熱
を
加

漢
字
を
作
っ
た
伝
説
の
人
物

　

朝
鮮
半
島
で
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ハ

ン
グ
ル
な
ど
、
比
較
的
新
し
い
時
代
に
作
ら

れ
た
文
字
は
制
作
者
や
制
作
年
代
が
は
っ
き

り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
字
を

は
じ
め
と
す
る
長
い
歴
史
を
持
つ
文
字
の
起

源
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
の
と
こ
ろ
、漢
字
が
い
つ
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
は
、
ま
だ

日
本
の
大
修
館
書
店
が
１
９
５
５
年
に
出
版

し
た
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
、
約
５
万
字
の

漢
字
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

１
９
９
０
年
代
の
中
国
で
ま
と
め
ら
れ
た

『
中
華
字
海
』
に
は
、
約
８
万
字
が
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

歴
史
上
の
ど
こ
か
の
時
点
で
使
わ
れ
て
い

た
漢
字
が
記
録
に
残
り
、
長
い
年
月
を
経
て

８
万
と
い
う
数
に
な
り
ま
し
た
。
８
万
字
と

い
う
数
は
、
ま
さ
に
漢
字
文
化
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
こ
と
の
証
し
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
し
か
も
、
中
国
で
は
今
後
も
新
し
い
漢

字
が
作
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
漢
字

は
こ
れ
か
ら
も
歴
史
を
紡
ぎ
続
け
る
の
で
す
。

（資料7）阿辻教授が所有されている甲
骨文字の復元品。

（資料6）『三才図会』の蒼頡像。
阿辻 哲次著『図説 漢字の歴
史』大修館書店より引用。

　

今
回
の
特
集
で
は
、日
本
と
中
国
の
漢
字
文

化
の
始
ま
り
を
駆
け
足
で
見
て
き
ま
し
た
。

　

中
国
で
は
占
い
と
い
う
宗
教
的
要
素
の
中

か
ら
漢
字
が
生
ま
れ
、
後
に
政
治
の
世
界
で

重
要
な
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

日
本
で
は
、
ま
ず
外
交
や
国
内
統
治
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
後
、
人
々

の
生
活
の
中
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
漢
字
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と

は
、
国
語
や
言
葉
の
世
界
に
留
ま
ら
ず
、
そ

の
国
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
を
知
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

漢
字
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、

そ
の
国
の
歴
史
・
社
会
・
文
化
を

知
る
こ
と

え
、
表
側
の
ひ
び
割
れ
の
形
に
よ
っ
て
、
吉

凶
、
豊
作
、
天
候
な
ど
を
占
い
ま
し
た
。
甲

骨
文
字
は
、
神
様
の
お
告
げ
の
結
果
を
記
録

し
て
お
く
た
め
に
、
そ
の
甲
羅
や
骨
に
刻
ま

れ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
漢
字
は
宗
教
的

な
道
具
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
の
で
す
。
現

在
の
研
究
で
は
、
こ
の
甲
骨
文
字
が
漢
字
の

元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

漢
字
が
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
紀
元
前
７
７
０
年
以
降
の
春
秋
戦
国
時

代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
群
雄
割
拠
の
覇
権

争
い
の
中
、
人
々
に
命
令
を
伝
え
て
国
を
統

治
し
て
い
く
た
め
に
、
漢
字
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
紡
が
れ
る
漢
字
の
歴
史

　

と
こ
ろ
で
、
漢
字
の
字
数
が
ど
れ
く
ら
い

あ
る
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
１
７
１
６
年

に
中
国
で
ま
と
め
ら
れ
た
『
康こ

う

煕き

字
典
』
に

は
、約
４
万
７
千
字
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
に
お
け
る

漢
字
の
起
源
と
は
？

漢
字
文
化
の
源
流
で
あ
る
中
国
。
そ
の
中
国
で
は
ど
の
よ
う
に
漢
字
が
生
ま
れ
、
広
が
り
を

見
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
中
国
文
化
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
阿
辻
哲
次
教
授
に
伺
い
ま
し
た
。

京都大学大学院
阿辻 哲次 教授
1951 年生まれ。京都大
学大学院教授。当協会評
議員。専門は漢字を中心
とした中国文化史。2010
年には文化審議会国語専
門部会委員として、常用
漢字表の見直しにも携わ
る。著書に『漢字文化の
源流』（丸善）、『漢字のは
なし』（岩波書店）などが
ある。

漢字の歴史を巡る旅～日本の漢字文化の始まりに迫る！～特集
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ニンテンドーDSで勉強する父・
典明さんと、それをのぞき込む
子どもたち。

家族そろっての勉強タイムはみ
んな真剣。思い思いの方法で勉
強に取り組む。

日
職
場
の
昼
休
み
に
過
去
問
題
を
解
き
続

け
ま
し
た
。
私
は
直
前
ま
で
合
格
目
安
の

点
に
届
か
ず
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
父
さ

ん
、
し
っ
か
り
し
て
よ
！
」
と
い
う
苦
し

い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、
努
力
の
か
い
あ
っ
て
、
か
ろ

う
じ
て
合
格
で
き
、
親
と
し
て
の
威
厳
を

保
て
た
こ
と
に
内
心
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す

（
笑
）。

　

受
検
級
は
違
い
ま
す
が
、
家
族
全
員
が

「
漢
字
」
と
い
う
共
通
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で

競
い
合
っ
た
こ
と
で
、
家
族
の
雰
囲
気
は

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
親
子
の
会
話
が

増
え
、
次
い
で
子
ど
も
た
ち
が
自
発
的
に

問
題
を
出
し
合
う
光
景
が
多
く
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
次
回
は
、
祖
父
母

も
挑
戦
の
予
定
で
す
。

き
、分
か
ら
な
い
漢
字
に
出
合
っ
た
と
き
、

す
ぐ
に
調
べ
る
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。子
ど
も
部
屋
に
辞
書
を
置
く
と
、

活
用
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
親
に
は
分

か
ら
な
い
か
ら
で
す
。し
ば
ら
く
す
る
と
、

次
男
が
パ
ラ
パ
ラ
と
辞
書
を
め
く
る
よ
う

に
な
り
、「
鸚お

う

鵡む

」
な
ど
の
難
し
い
漢
字

を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
遊
び
感
覚

な
の
で
し
ょ
う
が
、
漢
字
に
親
し
み
を

持
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
漢
字
は
一
字

一
字
に
意
味
が
あ
り
、
日
本
語
を
豊
か
に

し
て
く
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
漢

字
に
親
し
み
な
が
ら
、
読
み
書
き
だ
け
で

な
く
意
味
を
き
ち
ん
と
知
る
こ
と
で
、
表

現
の
幅
、
思
考
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

母
・
晃
子
さ
ん　

昨
年
夏
、
漢
検
の
家
族

受
検
表
彰
制
度
を
知
り
、
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

子
ど
も
3
人
と
私
は
机
を
並
べ
て
協
会
発

行
の『
漢
検 

過
去
問
題
集
』に
取
り
組
み
、

夫
は
片
道
2
時
間
の
通
勤
電
車
の
中
で
、

ニ
ン
テ
ン
ド
ー
Ｄ
Ｓ
を
使
っ
て
勉
強
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
家
族
で
外
出
す
る
と

き
に
は
、
目
に
し
た
看
板
の
漢
字
を
題
材

に
、
読
み
方
、
書
き
順
、
部
首
な
ど
を
ク

イ
ズ
と
し
て
出
し
合
い
、
楽
し
み
な
が
ら

漢
字
に
触
れ
る
機
会
を
増
や
し
ま
し
た
。

　

検
定
当
日
は
、
小
学
校
2
年
生
の
双
子

が
し
っ
か
り
受
検
で
き
て
い
る
の
か
心
配

で
、親
の
方
が
そ
わ
そ
わ
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
ふ
た
を
開
け
て
み
れ
ば
、
次
女

は
満
点
合
格
！
「
で
き
た
、
で
き
た
」
と

本
人
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
満

点
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
と

て
も
驚
き
ま
し
た
。

　

家
族
で
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
勉
強
し

た
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
感
じ

家族受検表彰制度とは、
家族で受検して合格され
た場合に、個別の合格証
書に加えて、合格者全員
の名前が入った「家族合
格表彰状」を授与する制
度です。

申
請
資
格

●
申
請
者
全
員
が
家
族
・
親
族
で
あ
る
こ
と
。

　
　※
必
ず
し
も
同
居
の
ご
家
族
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
者
全
員
が
同
年
度
同
回
に
お
い
て
漢
検
1
〜
10
級
に

　

合
格
し
て
い
る
こ
と
。

●
申
請
者
数
が
2
名
以
上
6
名
以
下
で
あ
る
こ
と
。

家
族
合
格
表
彰
状
受
け
取
り
ま
で
の
流
れ

受
検
す
る
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

合
格
証
書
を
受
け
取
る
 
…
…
…
…
…
…
…

家
族
合
格
表
彰
の
申
請
書
を
送
る
…
…
…

家
族
合
格
表
彰
状
が
届
く
 …
…
…
…
…
…

申
請
方
法

個
人
受
検
（
漢
検
Ｃ
Ｂ
Ｔ
を
含
む
）
の
方
は
、
合
格
証
書
と
と
も

に
お
届
け
す
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
郵
送
も
し

く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
協
会
本
部
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
団
体
受
検

（
漢
検
Ｃ
Ｂ
Ｔ
を
含
む
）
の
方
は
、
申
込
受
付
団
体
の
ご
担
当
者
様

を
通
じ
て
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
書
お
よ
び
表
彰
状
は
団
体
の

ご
担
当
者
様
へ
お
届
け
し
ま
す
。

る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
こ

れ
ま
で
子
ど
も
た
ち
と
話
す
と
き
に
は
、

あ
え
て
簡
単
な
言
葉
を
選
ん
で
い
ま
し
た

が
、
最
近
で
は
長
女
と
の
会
話
が
大
人
の

言
葉
で
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
漢
検
を
通
し
て
語ご

彙い

力
が
高
ま
っ
て

き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
ま
り

本
を
読
ま
な
か
っ
た
長
男
が
、
本
を
手
に

取
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

漢
検
に
挑
戦
し
て
最
も
良
か
っ
た
こ
と

は
、
何
よ
り
家
族
で
同
じ
話
題
、
同
じ
時

間
、同
じ
感
動
を
共
有
で
き
た
こ
と
で
す
。

合
格
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
達
成
感
は
他
で

は
な
か
な
か
味
わ
え
な
い
も
の
で
し
た
。

次
回
の
検
定
で
は
さ
ら
に
1
つ
上
の
級
を

目
指
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

父・祐介さん 2級合格

母・綾子さん 準2級合格

長男・紘
こう

大
だ い

くん 準2級合格（中学校2年生時） 

長女・友架さん 5級合格（小学校6年生時）

次男・純
じゅん

大
だ い

くん 9級合格（小学校2年生時）

父・友弘さん 準2級合格

母・淳子さん 2級合格

長女・佐和子さん 5級合格（中学校1年生時）

長男・修平くん 6級合格（小学校6年生時） 

次男・裕輔くん 9級合格（小学校3年生時）

妻
め ん

鳥
ど り

 さんご一家　（愛媛県）茶
ち ゃ

木
き

 さんご一家　（東京都）

前沢 さんご一家 　（栃木県）

父
・
祐
介
さ
ん　

テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
漢

検
に
興
味
を
持
っ
た
私
が
、
嫌
が
る
妻
を

説
得
。「
家
族
全
員
が
合
格
！
」の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
も
と
、
5
人
で
漢
検
に
挑
戦
す
る

こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

受
検
勉
強
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
少
し

で
も
構
わ
な
い
の
で「
毎
日
続
け
る
こ
と
」

を
子
ど
も
た
ち
と
約
束
し
ま
し
た
。
子
ど

も
は
集
中
力
が
途
切
れ
が
ち
な
の
で
、
市

販
の
問
題
集
に
加
え
、
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
Ｄ

Ｓ
を
活
用
し
た
り
、
家
族
で
過
去
問
題
の

点
数
を
競
っ
た
り
、
変
化
に
富
ん
だ
学
習

方
法
を
心
掛
け
ま
し
た
。
特
に
四
字
熟
語

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
言
葉
の
成
り
立
ち
を

調
べ
、
次
に
例
文
を
作
る
こ
と
で
、
単
な

る
丸
暗
記
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
工
夫
し
て

取
り
組
む
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
し
た
。

　

軽
々
し
く
「
家
族
全
員
が
合
格
！
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
焦
っ
て
い
た
の
は
実
は
私
た
ち
親
の

方
。
妻
は
深
夜
ま
で
協
会
発
行
の
『
漢
検 

過
去
問
題
集
』
と
に
ら
め
っ
こ
、
私
は
毎

母
・
淳
子
さ
ん　

最
初
は
「
も
っ
と
漢
字

に
親
し
ん
で
ほ
し
い
」と
い
う
思
い
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
に
漢
検
を
勧
め
ま
し
た
。
一

方
、
親
で
あ
る
私
た
ち
も
パ
ソ
コ
ン
に
頼

る
こ
と
で
手
書
き
の
機
会
が
減
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
今
一
度
漢
字
を
復
習
し
よ
う

と
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
漢
検
に
挑
戦

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
普
段
、
子
ど

も
た
ち
に
勉
強
を
「
や
り
な
さ
い
」
と
言

う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、「
一
緒
に
や
ろ

う
」と
言
え
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
す
。

結
果
的
に
、
家
族
全
員
で
合
格
の
喜
び
や

達
成
感
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
、
み

ん
な
で
挑
戦
し
て
本
当
に
良
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
漢
字
学
習
は
決

し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普

段
か
ら
意
識
し
て
い
な
い
と
、
ノ
ー
ト
の

字
が
雑
に
な
っ
た
り
、
漢
字
の
細
か
い
と

こ
ろ
を
あ
い
ま
い
に
書
い
た
り
し
が
ち
で

す
。
そ
こ
で
我
が
家
で
は
、
リ
ビ
ン
グ
の

い
つ
で
も
手
に
取
れ
る
場
所
に
辞
書
を
置

「
家
族
全
員
が
合
格
！
」を

 

ス
ロ
ー
ガ
ン
に

漢
字
学
習
を
通
し
て
感
じ
た

子
ど
も
た
ち
の
成
長

漢字は年齢に関係なく学べる身近な学習対象であるため、
３歳から101歳という幅広い年齢層の方が漢検に挑戦し、
近年では家族全員で漢検に挑戦するご家庭も増えています。
本コーナーでは、平成22年度「日本漢字能力検定 成績優秀者」表彰 特別賞 家族の部※を
受賞されたご家族に漢検受検体験談を伺います。
※財団法人 日本漢字能力検定協会は「日本漢字能力検定」において特に優秀な成績を収めた個人・団体を表彰する制度を設けています。

※ ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。

リビングには母・綾子さんが
書いたスローガンが飾られ
ている。

漢字で深まる
家族の絆

きずな

家族受検表彰制度
のご案内

「
や
り
な
さ
い
」か
ら

「
一
緒
に
や
ろ
う
」へ

父・典明さん 3級合格

母・晃子さん 準2級合格

長女・菜緒さん 7級合格（小学校5年生時）

長男・悠介くん 10級合格（小学校2年生時）

次女・珠実さん 10級合格（小学校2年生時）

（小学校2年生時）

（小学校2年生時）
満点賞
受賞

検
定
日

約
40
日
後

（
漢
検
Ｃ
Ｂ
Ｔ
は
約
10
日
後
）

合
格
証
書
受
け
取
り
か
ら

約
30
日
以
内

申
請
締
切
日
か
ら
約
2
週
間
後

※イメージ

受検者の声



周りの8つの漢字すべてと二字熟語を作ることができる漢字一文字を、八角形の真ん中に
入れてください。

初級よりも少しレベルアップ。周りの漢字と熟語を作ることができる漢字一文字を見つけたら、
その漢字を組み合わせてできる三字熟語を答えてください。

上級に挑戦！ 周りの漢字と熟語を作ることができる漢字一文字を見つけたら、その漢字を
組み合わせてできる四字熟語を答えてください。

初級

中級

上級

完成する四字熟語

完成する三字熟語

所

留

同

鳥

新

長

住

間

援

悔

読

衛

攻

以

輩

継

悪

戦

改

政

最

良

隣

処

妙

秘

愚

謀

散

略

拙

施

探

思

脊

詮

道

引

捜

検

擬

造

試

様

型

規

倣

範

華

夢

堅

旬

辛

枢

途

盤

明

闇
黙

影

礁

示

溶

黒
ヒント！

傲
ごう

慢
まん

で物忘れのひどい政治家に対して、
ある人が忠告したという唐の時代の故事
に由来する四字熟語です。（参考：『故事
成語　名言大辞典』大修館書店）

ヒント！
小学校5年生で習う
漢字です。

ヒント！
三字熟語のヒントは、
「これを考えておけば何
かあっても安心です」。

漢字ダイヤモンド
解答は　　23ページに掲載

出題：スカイネットコーポレーション

家族みんなで楽しい漢字パズルに取り組んでみましょう。
今回、挑戦していただくのはこちらです。

頭の体操！

真ん中に入る漢字

？

？ ？？

？？

？？

周りの漢字は、二字熟語の頭にくるものと、後ろ
にくるものがあります。読み方にも注目してくだ
さい。難しい熟語も入っています。初めて出合っ
た熟語は国語辞典で意味を調べてみましょう。

例題

漢字パズル

和

三

期

常

光

明

向

付

日

20漢検ジャーナル　2011年 秋号21 漢検ジャーナル　2011年 秋号



　

当
協
会
は
毎
年
、
そ
の
年
の
世
相
を
表

す
漢
字
一
字
を
全
国
か
ら
募
集
し
、
最
も

応
募
数
の
多
い
漢
字
を
「
今
年
の
漢
字
」

と
し
て
、
12
月
中
旬
に
京
都
・
清
水
寺
に

て
発
表
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
０
年
の
第

1
位
は
「
暑
」
で
し
た
。
２
０
１
１
年
は

11
月
初
旬
か
ら
募
集
を
開
始
し
、
12
月
12

日
（
月
）
に
発
表
し
ま
す
。
応
募
方
法
な

ど
の
詳
細
は
、
10
月
中
旬
に
漢
検
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
発
表
し
ま
す
。

　

当
協
会
で
は
、
常
用
漢
字
表
の
改
定
に

伴
い
、
平
成
24
年
度
第
1
回
検
定
よ
り
日

本
漢
字
能
力
検
定
の
審
査
基
準
を
変
更
し

ま
す
。
新
し
い
審
査
基
準
は
漢
検
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
平
成
23
年
度
第
2
回
お
よ
び
第
3
回
検
定（
漢

検
Ｃ
Ｂ
Ｔ
は
平
成
24
年
3
月
末
日
ま
で
）
は
現

行
の
審
査
基
準
に
基
づ
い
て
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災

さ
れ
た
み
な
さ
ま
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
当
協
会
は
、
岩
手
・
宮
城
・

福
島
の
東
北
3
県
の
教
育
委
員
会
、
新
聞

社
な
ど
へ
寄
付
金
・
義
援
金
と
し
て

２
１
０
０
万
円
を
寄
贈
い
た
し
ま
し
た
。

今
後
も
文
部
科
学
省
や
被
災
地
の
各
教
育

委
員
会
と
連
携
を
図
り
、
更
な
る
支
援
を

実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
漢
検
漢
字
文
化
研
究
奨
励
賞
」
は
、
漢

字
文
化
に
関
わ
る
優
れ
た
学
術
的
研
究
・

調
査
等
に
対
し
て
、
そ
の
功
績
を
た
た
え

社
会
全
体
に
広
く
公
表
し
て
い
く
制
度
で

す
。
現
在
、
若
手
研
究
者
の
優
れ
た
学
術

的
研
究
・
調
査
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
最

優
秀
賞
は
１
０
０
万
円
。
昨
年
度
は
優
秀

賞
2
名
、
佳
作
3
名
が
受
賞
し
ま
し
た
。

応
募
締
切　

10
月
31
日（
月
）
※
消
印
有
効

　
「
漢
字
同
好
会
」
活
動
支
援
制
度
は
、
日

本
語
や
漢
字
へ
の
興
味
関
心
を
高
め
、
漢

字
学
習
の
振
興
に
寄
与
す
る
全
国
の
漢
字

同
好
会
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。
現
在
7

つ
の
登
録
団
体
が
あ
り
ま
す
。
登
録
団
体

は
、
活
動
費
の
一
部
助
成
、
活
動
の
告
知
・

広
報
の
支
援
、
漢
検
情
報
誌
の
提
供
な
ど

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

平
成
24
年
度
新
規
登
録
団
体

応
募
締
切　
12
月
16
日（
金
）
※
協
会
必
着

　

今
秋
、
京
都
府
で
行
わ
れ
る
第
26
回
国

民
文
化
祭
に
合
わ
せ
、
当
協
会
で
は
「
遊

ぶ
！ 

学
ぶ
！ 

見
つ
け
る
！ 

わ
く
わ
く
漢

字
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

親
子
を
対
象
に
し
た
漢
字
教
室
や
、「
今
年

の
漢
字
」
16
年
展
を
中
心
と
し
た
イ
ベ
ン

ト
を
左
記
の
通
り
実
施
す
る
他
、
7
・
8

月
に
募
集
し
た
「
漢
字
の
あ
る
風
景
」
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
作
品
の
発
表
等
を

行
い
ま
す
。

　

6
月
25
日
（
土
）、
名
古
屋
市
で
開
催
し

た
「
漢
字
の
力
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
漢
検
・

中
日
新
聞
社
共
催
）
に
約
５
０
０
名
が
参

加
。
第
1
部
は
作
家
の
椎
名
誠
氏
が
「
本

の
力
、
本
の
夢
」
と
題
し
て
基
調
講
演
を
行

い
ま
し
た
。
第
2
部
は
京
都
大
学
の
阿
辻

哲
次
教
授
、
前
名
古
屋
商
工
会
議
所
会
頭

の
岡
田
邦
彦
氏
、
書
家
の
矢
野
き
よ
実
氏
ら
が

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
、
次
代
に
漢
字

の
魅
力
を
伝
え
、

漢
字
活
用
力
を

養
う
大
切
さ
に

つ
い
て
語
り
合

い
ま
し
た
。

　

1
級
・
準
1
級
合
格
者
の
会
員
組
織
「
漢

検
生
涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
平
成
23

年
度
よ
り
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
会
員

証
の
発
行
、
会
員
通
信
の
送
付
の
他
、
6

月
26
日
（
日
）
に
は
、
東
京
都
で
第
1
回

研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
白
百
合
女
子

大
学
の
山
本
真
吾
教
授
に
よ
る
「
漢
字
研

究
」
に
関
す
る

講
演
や
会
員
2

名
に
よ
る
研
究

発
表
を
行
い
、

約
１
２
０
名
が

熱
心
に
聴
講
し

ま
し
た
。

今
年
も
開
催
し
ま
す
！

２
０
１
１
年

「
今
年
の
漢
字
」

平
成
24
年
度
か
ら

漢
検
審
査
基
準
が

変
わ
り
ま
す

東
日
本
大
震
災
に

お
け
る
被
災
地

支
援
の
ご
報
告

「
漢
字
の
力
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
ま
し
た

平
成
23
年
度

「
漢
検
漢
字
文
化
研
究

奨
励
賞
」論
文
募
集
中

「
漢
検
生
涯
学
習

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

活
動
開
始
！

平
成
24
年
度

「
漢
字
同
好
会
」

新
規
登
録
募
集
中

頭
の
体
操
！ 

漢
字
パ
ズ
ル

漢
字
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

財団法人 日本漢字能力検定協会の活動について紹介します。

イベント案内検定情報

イベント案内被災地支援

イベント報告研究支援

学習支援学習支援

漢漢

®

国
民
文
化
祭
に
て

協
賛
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
！
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 『漢検ジャーナル』をご覧いただき、誠にありがとうございます。当協会では『漢検ジャーナル』へのご意見・ご感想を受け付けています。
今後の制作に役立ててまいりますので、漢検ホームページの『漢検ジャーナル』感想受付フォームより、みなさまのお声をお寄せください。

居策

善 後 策

暗 模索中

善後

暗 中 模 索

イベント情報、漢検漢字文化研究奨励賞、漢字同好会活動支援制度などの詳細は、
漢検ホームページ（http://www.kanken.or.jp/）をご覧ください。

※ 昭和56年10月1日内閣訓令・告示

22漢検ジャーナル　2011年 秋号23 漢検ジャーナル　2011年 秋号

日程
9月23日（祝）、24日（土）
場所
キャンパスプラザ京都（京都市）

国民文化祭 PR 隊長まゆまろ

平成22年度 第3回 受検データ

うまくあと始末をつけるための方策
（参考：『漢検 漢字辞典』）意味

手掛かりがないままに、あれこれとやってみること（参考：『漢検 四字熟語辞典』）
由来 : 唐の時代、人の名前を忘れてしまう政治家・許敬宗に対し、ある人が「前代の有名人に会うよ
うな気持ちで接すれば、はじめは暗い中を手探りするようでも（＝暗中模索）、自然に相手の名前が
覚えられますよ」と教えたという話。（参考：『故事成語　名言大辞典』大修館書店）

意味

参加型イベント

 『漢検ジャーナル』への感想募集中！

問
題
は
　
　20
、21
ペ
ー
ジ
に
掲
載

漢検トピックス
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平均合格率：57.1％
● 平成22年度総志願者数は2,320,722人
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常用漢字※が
すべて読み書き
活用できるレベル




