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パソコンで漢検を受検！
漢検 CBT とは所定の会場でコ
ンピューターを使って漢検（2
級〜 7 級）を受検するシステ
ムです。合格すると従来の漢
検と同じ資格を得られます。
※実施日と開始時間は会場によって異な
りますので、漢検ホームページでご確
認ください。

漢検 C B T

家族で勉強！
みんなで合格！
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。２名から申請できま
すので、ぜひご家族で漢検に
挑戦されてはいかがでしょうか。

家族受 彰検 制表 度

平
過
成
去
23
問
年
題
度
集
版
発行

１年間の学習成果を
チェック！
平成 22 年度に実施した実際の
検定問題を収録した『漢検 過
去問題集 平成 23 年度版』を
発売しました。級別に 1 冊（1
級と準 1 級は 2 級分で 1 冊）
になっており、検定前の総仕
上げにご活用いただけます。
詳しくは全国の書店にお問い
合わせください。

●「公開会場」は、当協会または当協会と特別に提携した機関が		
	 一般の受検者のために設けた会場です。
●受検をお考えの方は、全国の漢検取扱書店、漢検ホームページ、
	 携帯電話、ローソン（Loppi）、セブン-イレブン（マルチコピー）、	
	 ファミリーマート（Famiポート）、サークルKサンクス（カルワ		
	 ザステーション）からお申し込みください。協会または取扱		
	 新聞社などへ直接お申し込みいただくこともできます。

個人受検について 団体受検について

【桜（さくら）】
バラ科の落葉高木の総称。春、白色
や淡紅色の花を開く。ソメイヨシノ、
シダレザクラ、ヤマザクラなど種類
も多い。日本の国花。春の季語。旧
字体は櫻。（参考：『漢検 漢字辞典』）



宇
宙
へ
の
憧あ

こ
が

れ
と
35
歳
で
の
挑
戦

池
坊　

毛
利
さ
ん
の
２
度
に
わ
た
る
宇
宙
で
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
成
功
は
、
私
た
ち
日
本
人
に

と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
し
た
。「
将
来
、
宇
宙

飛
行
士
に
な
り
た
い
」
と
思
っ
た
子
ど
も
た
ち

も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
毛
利

さ
ん
ご
自
身
は
小
さ
い
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
夢

を
お
持
ち
で
し
た
か
。

毛
利　

私
は
『
鉄
腕
ア
ト
ム
』
が
大
好
き
で
、

そ
の
中
に
登
場
す
る
お
茶
の
水
博
士
の
よ
う
な

科
学
者
に
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
ト
ム
を
作
っ

た
の
は
天
馬
博
士
と
い
う
天
才
科
学
者
で
す

が
、
彼
は
ア
ト
ム
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に

手
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
お

茶
の
水
博
士
は
、「
ア
ト
ム
を
社
会
に
役
立
つ

ロ
ボ
ッ
ト
に
し
た
い
」
と
い
う
考
え
を
持
ち
、

ア
ト
ム
に
優
し
く
接
し
ま
し
た
。
子
ど
も
心
な

が
ら
に
「
将
来
、
こ
う
い
う
科
学
者
に
な
り
た

い
」
と
思
い
ま
し
た
ね
。

日本の未来・漢字の未来 ー科学者が語る漢字を学ぶ意味

日
本
の
未
来・漢
字
の
未
来

本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
当
協
会
理
事
が
、
国
内
外
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
有
識
者
と
対
談
し
、

教
育
や
こ
と
ば
を
テ
ー
マ
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

池
坊　

宇
宙
飛
行
士
を
目
指
す
よ
う
に
な
ら
れ

た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
し
ょ
う
か
。

毛
利　

１
９
６
１
年
、
人
類
は
初
め
て
有
人
宇

宙
飛
行
に
成
功
し
ま
し
た
。
私
と
同
世
代
の
方

は
、
み
な
さ
ん
感
動
し
た
出
来
事
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
中
学
生
だ
っ
た
私
は
、「
地
球
は
青

か
っ
た
」
と
い
う
ガ
ガ
ー
リ
ン
船
長
の
言
葉
に

強
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
宇
宙
か
ら
地
球
が

ど
う
見
え
る
の
か
、
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
時
代

で
す
。「
地
球
が
青
い
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
」
と
宇
宙
に
想
い
を
巡
ら
せ
、
憧
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
し
か
し
当
時
は
ま

だ
、
日
本
人
が
宇
宙
飛
行
士
に
な
る
術す

べ

は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
れ
ま
で
宇
宙
飛
行
士
に

な
っ
た
日
本
人
は
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
で
し
た

か
ら
、
私
は
科
学
者
に
な
っ
て
核
融
合
の
研
究

を
す
る
道
に
進
み
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
私
が
35
歳
の
と
き
、
日
本
の
宇
宙

開
発
事
業
団
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
D
Ａ
、
現
Ｊ
Ａ
X
Ａ
）

が
初
め
て
宇
宙
飛
行
士
を
募
集
し
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
日
本
人
宇
宙
飛
行
士
の
任
務
は
宇

宙
で
実
験
を
行
う
こ
と
で
し
た
か
ら
、
実
験
と

宇
宙
が
好
き
な
私
は
迷
わ
ず
応
募
を
決
め
ま
し

た
。

池
坊　

募
集
記
事
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
き
は
、

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。

毛
利　

ガ
ガ
ー
リ
ン
船
長
の
言
葉
を
聞
い
た
と

き
の
ワ
ク
ワ
ク
感
が
甦

よ
み
が
え

っ
て
き
て
、
応
募
す

る
だ
け
で
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

２
年
近
く
を
か
け
て
第
１
次
か
ら
第
４
次
ま

で
の
試
験
を
受
け
ま
し
た
。
毎
回
、「
次
は
無

理
だ
ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
結
局
、
最
終

メ
ン
バ
ー
に
残
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日
本

で
最
初
の
宇
宙
飛
行
士
試
験
で
し
た
か
ら
、
知

識
や
技
術
だ
け
で
な
く
、
と
て
も
細
か
な
医
学

検
査
も
行
わ
れ
ま
し
た
ね
。
そ
れ
を
ク
リ
ア
で

き
た
の
は
、
体
が
丈
夫
だ
っ
た
お
か
げ
だ
と
両

親
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

目
標
に
向
か
っ
て
邁ま

い

進し
ん

す
る

池
坊　

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
搭
乗
科
学
技
術

者
に
選
ば
れ
た
の
は
１
９
８
５
年
で
す
が
、
実

際
に
搭
乗
さ
れ
た
の
は
１
９
９
２
年
で
す
。
そ

の
間
の
訓
練
は
と
て
も
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

毛
利　

訓
練
が
厳
し
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、何
よ
り
も
つ
ら
か
っ
た
の
は
、１
９
８
６

年
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー

号
」
の
爆
発
事
故
に
よ
っ
て
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

継
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
こ
と
で
し
た
。
仮
に
ミ
ッ

シ
ョ
ン
が
継
続
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
が
予
定

通
り
搭
乗
者
に
選
ば
れ
る
か
ど
う
か
が
分
か
ら

ず
、
混こ

ん

沌と
ん

と
し
て
き
た
の
で
す
。

池
坊　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
訓
練
を
積
ん
で

い
く
こ
と
は
、
精
神
的
に
も
つ
ら
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。「
日
々
の
努
力
が
実
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
、
不
安
に
思
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

毛
利　
「
実
る
か
ど
う
か
」
で
は
な
く
、「
そ
れ

で
も
や
る
し
か
な
い
ん
だ
」
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
一
度
夢
や
目
標
を
持
っ
た
ら
、
そ
れ
に
向

か
っ
て
邁
進
し
、
自
分
の
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
し

か
な
い
と
思
い
ま
す
。

池
坊　

結
果
を
残
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で

す
が
、
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
も
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ

は
、
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
し
な
い
限
り
結
果
も

出
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

毛
利　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の

訓
練
は
行
動
の
す
べ
て
が
採
点
さ
れ
ま
す
。

日
々
の
訓
練
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
ベ
ス
ト
を
尽
く

し
て
、
そ
れ
が
積
み
重
な
っ
て
結
果
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

ま
た
、
宇
宙
飛
行
士
の
世
界
は
競
争
の
繰
り

返
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
協
力
や
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
向
井
千
秋
さ
ん
と

土
井
隆
雄
さ
ん
は
私
の
後
に
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト

ル
に
搭
乗
し
ま
し
た
が
、
私
が
宇
宙
に
出
た
と

き
に
地
上
で
交
信
し
、
支
え
て
く
れ
た
の
は
彼

ら
な
の
で
す
。
ず
っ
と
一
緒
に
訓
練
し
て
き
た

競
争
相
手
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
互
い
の
強
み

や
弱
み
を
理
解
し
て
い
て
、
心
か
ら
分
か
り
合

え
る
仲
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

科
学
者
が
語
る
漢
字
を
学
ぶ
意
味

教育
トーク

教育トーク

日
本
科
学
未
来
館
館
長

毛
利 

衛ま

も

る

氏

　

最
終
的
に
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
３
つ
与
え
ら
れ

て
全
員
が
宇
宙
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

本
当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
国
旗
を
背
負
う
重
さ

池
坊　

２
回
目
の
宇
宙
飛
行
の
と
き
、
毛
利
さ

ん
は
お
い
く
つ
で
し
た
か
。

毛
利　

ア
メ
リ
カ
航
空
宇
宙
局
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
）

に
行
っ
た
の
が
48
歳
で
、
２
度
目
の
搭
乗
は
52

歳
で
し
た
。
実
は
、
１
回
目
の
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ

ト
ル
の
搭
乗
は
ペ
イ
ロ
ー
ド
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

（
搭
乗
科
学
技
術
者
）
と
い
う
立
場
で
、
Ｎ
Ａ

Ｓ
Ａ
か
ら
見
る
と
本
物
の
宇
宙
飛
行
士
で
は
な

く
、
い
わ
ば
お
客
さ
ん
の
よ
う
な
扱
い
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
の
後
、
私
は
日
本
の
宇
宙
飛
行
士

の
室
長
（
旧
・
宇
宙
開
発
事
業
団
宇
宙
環
境
利

用
シ
ス
テ
ム
本
部
宇
宙
環
境
利
用
推
進
部
有
人

宇
宙
活
動
推
進
室
長
）
に
な
っ
た
の
を
機
に
、

「
日
本
人
の
プ
ラ
イ
ド
に
か
け
て
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ

撮影／宮原一郎
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が
認
め
る
正
式
な
宇
宙
飛
行
士
の
資
格
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
ま
し
た
。
苦
労

を
す
る
の
は
承
知
の
上
で
、
ゼ
ロ
か
ら
挑
戦
し

ま
し
た
。
そ
し
て
２
０
０
０
年
の
エ
ン
デ
バ
ー

号
に
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
（
搭

乗
運
用
技
術
者
）
と
し
て
搭
乗
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

池
坊　

毛
利
さ
ん
の
実
績
は
、
後
に
続
く
日
本

の
宇
宙
飛
行
士
に
と
っ
て
力
強
い
支
え
に
な
り

ま
す
ね
。
や
は
り
、「
日
本
を
背
負
っ
て
い
る

ん
だ
」と
い
う
気
持
ち
は
強
か
っ
た
の
で
す
か
。

毛
利　

日
本
は
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す
が
、「
Ｎ
Ａ

Ｓ
Ａ
か
ら
格
下
に
見
ら
れ
て
い
て
は
、
日
本
と

し
て
は
良
く
な
い
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
ま
し

た
。ま
た
、最
初
に
宇
宙
に
行
っ
た
と
き
に
、「
日

本
の
代
表
で
来
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
国
旗
の

重
さ
を
強
く
感
じ
た
こ
と
も
あ
り
、「
日
本
人

と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
示
さ
な
く
て
は
」
と
も

思
い
ま
し
た
。

池
坊　

同
じ
日
本
人
と
し
て
、
と
て
も
う
れ
し

い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
理
科
離
れ
」
の
解
釈
と
背
景

池
坊　

こ
こ
か
ら
は
教
育
を
テ
ー
マ
に
お
話
を

伺
い
ま
す
。
日
本
科
学
未
来
館
の
館
長
を
務
め

ら
れ
て
い
る
毛
利
さ
ん
の
お
立
場
で
は
、
最
近

よ
く
言
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
「
理
科
離
れ
」

は
大
変
気
に
な
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど

の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

毛
利　
「
理
科
離
れ
」
と
は
、
大
人
が
自
分
た

ち
の
責
任
を
転
嫁
す
る
た
め
に
作
っ
た
言
葉
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を
中
心
に
考
え
て

い
れ
ば
、「
離
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
は
い
つ
も

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
、
大
抵
の
子
ど
も
は
自
然
や

身
の
回
り
の
現
象
に
好
奇
心
を
示
す
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、「
理
科
離
れ
」
が
起
き
て
い

る
の
で
は
な
く
、「
理
科
嫌
い
」
の
子
ど
も
が

増
え
て
い
る
と
い
う
の
が
正
し
い
捉と
ら

え
方
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
学
校
教
育
が
ど
こ
か
で

道
を
間
違
え
て
き
た
結
果
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

池
坊　

確
か
に
各
種
調
査
を
見
て
も
、
小
学
生

の
多
く
は
理
科
が
好
き
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
、
好
奇
心
や
豊
か
な

感
性
を
引
き
出
す
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

毛
利　

そ
の
た
め
に
は
、
理
科
の
好
き
な
先
生

が
理
科
の
お
も
し
ろ
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。
と
こ
ろ
が

今
の
制
度
で
は
、
大
学
で
理
科
を
専
門
的
に
学

ば
な
く
て
も
小
学
校
の
先
生
に
な
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
教
員
養
成
課
程
の
根
本
的
な
見
直

し
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

中
学
生
以
上
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
、

受
験
勉
強
の
要
素
が
増
す
ほ
ど
、「
理
科
嫌
い
」

に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

先
生
方
に
は
、
単
に
知
識
と
し
て
の
理
科
を
教

え
る
の
で
は
な
く
、
理
科
が
ど
の
よ
う
な
場
面

で
役
に
立
つ
の
か
と
い
う
、
も
っ
と
本
質
的
な

と
こ
ろ
を
、
上
手
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

池
坊　

保
護
者
の
意
識
に
つ
い
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
情
熱
や
探
求
心
を
伸

ば
せ
る
家
庭
環
境
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、

保
護
者
は
ど
う
し
て
も
目
先
の
こ
と
に
囚と

ら

わ
れ

て
し
ま
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

毛
利　

保
護
者
は
10
年
後
、
20
年
後
に
何
が
大

切
な
の
か
を
考
え
て
、
子
ど
も
に
接
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
、「
自
分

自
身
が
充
実
し
た
人
生
を
送
っ
て
い
る
か
ど
う

か
」「
日
々
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
か
ど
う
か
」

も
子
ど
も
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

を
、
強
く
自
覚
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
子
ど
も
た
ち
は
、
親
が
感
動
し
た
こ
と

に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
感
動
す
る
よ
う
に
、
親

の
背
中
を
見
て
成
長
し
て
い
く
か
ら
で
す
。

池
坊　

親
が
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
、
そ
れ

を
子
ど
も
に
見
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
ね
。

母
国
語
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味

池
坊　

毛
利
さ
ん
は
英
語
圏
で
生
活
を
し
て
い

た
期
間
が
長
い
わ
け
で
す
が
、
母
国
語
で
あ
る

日
本
語
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
お

持
ち
で
し
ょ
う
か
。

毛
利　
「
日
本
人
で
あ
る
限
り
、
日
本
語
を
大

切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
桃
太
郎
』
や
『
金

太
郎
』
と
い
っ
た
昔
話
や
寓ぐ

う

話わ

を
常
識
の
よ
う

に
知
っ
て
い
て
、
は
じ
め
て
日
本
語
が
母
国
語

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
意

識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
経

験
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
言
語
は

そ
の
人
の
母
国
語
に
な
る
の
で
す
。

池
坊　

言
語
は
そ
の
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

で
あ
り
、そ
の
国
の
文
化
で
す
か
ら
ね
。コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
の
英
語
は
、
今
後

ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず

は
母
国
語
で
あ
る
日
本
語
を
し
っ
か
り
理
解

し
、
日
本
語
で
自
ら
の
考
え
や
想
い
を
表
現
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

毛
利　

私
は
中
央
教
育
審
議
会
の
専
門
委
員
と

し
て
、
一
昨
年
、
小
学
校
で
の
英
語
教
育
に
関

す
る
議
論
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、「
外

国
語
の
勉
強
は
、
日
本
語
で
き
ち
ん
と
自
分
の

意
見
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め

て
理
解
が
進
む
も
の
で
あ
る
」と
述
べ
ま
し
た
。

小
学
校
で
の
英
語
必
修
化
を
推
進
す
る
方
の
お

話
を
聞
く
と
、「
ビ
ジ
ネ
ス
に
役
立
つ
か
ら
」

と
い
う
発
想
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
そ

れ
は
学
校
教
育
の
視
点
と
は
少
し
違
う
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

池
坊　

先
日
、世
界
を
相
手
に
事
業
を
展
開
し
、

成
功
し
て
い
る
若
手
の
起
業
家
た
ち
と
お
話
を

す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
英
語

が
堪
能
か
と
い
う
と
実
は
そ
う
で
も
な
い
の
で

す
。
英
語
は
あ
く
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
英
語
が
で
き
る
か

ら
ビ
ジ
ネ
ス
で
活
躍
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
自
分
な
り
の
揺
る
ぎ
な
い
信
念

や
使
命
感
こ
そ
、
世
界
で
活
躍
す
る
た
め
に
は

必
要
だ
と
感
じ
ま
す
。

毛
利　

同
感
で
す
。
義
務
教
育
の
責
務
は
社
会

に
出
て
活
躍
す
る
た
め
の
下
地
作
り
で
す
が
、

「
日
本
人
と
し
て
社
会
に
出
て
活
躍
す
る
た
め

に
は
、
何
が
必
要
か
」
を
突
き
詰
め
る
と
、
小
・

中
学
校
で
は
徹
底
的
に
国
語
を
教
え
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
日
本
語
の
習
得
度
は
、
理
科
を
含
め

た
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
理
解
度
を
左
右
す
る
か

ら
で
す
。

漢
字
が
果
た
し
う
る
役
割

毛
利　

漢
字
検
定
が
こ
れ
だ
け
広
ま
っ
た
こ
と

で
、
日
本
人
の
漢
字
に
対
す
る
知
識
レ
ベ
ル
は

確
実
に
上
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。
池
坊
さ
ん
は

協
会
の
理
事
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
っ
た

活
動
に
力
を
入
れ
よ
う
と
お
考
え
で
す
か
。

池
坊　

漢
字
は
日
本
語
の
入
り
口
で
あ
り
、
日

本
語
能
力
の
基
礎
で
す
。
私
は
読
書
が
人
間
形

成
に
は
絶
対
に
必
要
だ
と
信
じ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
漢
字
の
読
み

書
き
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
漢
字
を
学

ぶ
こ
と
で
読
書
へ
の
抵
抗
も
な
く
な
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
漢
字
の
持
つ
お
も
し
ろ
さ

や
読
書
の
楽
し
さ
、
文
章
で
表
現
す
る
喜
び
を

子
ど
も
た
ち
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
今
後
は
、
正
し
い
日
本
語
を
使
っ
て
自

分
の
考
え
を
文
章
で
表
現
す
る
能
力
の
向
上
を

図
る
活
動
に
も
、
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

毛
利　

漢
字
は
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と
異
な

り
、
字
を
見
る
だ
け
で
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が

湧わ

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
漢
字
を
使
っ
て

い
る
中
国
で
は
漢
字
の
簡
略
化
が
進
み
、
字じ

面づ
ら

か
ら
意
味
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
漢
字
も
増
え

て
い
ま
す
。

池
坊　

そ
の
点
は
、
私
も
残
念
で
す
。
た
だ
、

中
国
の
教
育
大
臣
に
当
た
る
方
か
ら
伺
っ
た
お

話
で
は
、
中
国
に
は
い
ま
だ
に
文
字
を
読
み
書

き
で
き
な
い
方
が
多
い
の
で
、
す
べ
て
の
人
が

文
章
を
読
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
簡
体
字
を

普
及
さ
せ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

毛
利　

日
本
人
は
、
中
国
の
簡
体
字
と
画
数
が

多
い
繁
体
字
の
ど
ち
ら
の
意
味
も
な
ん
と
な
く

分
か
り
ま
す
。
日
本
で
今
使
わ
れ
て
い
る
漢
字

は
、
簡
略
化
さ
れ
た
簡
体
字
と
漢
字
の
元
々
の

形
で
あ
る
繁
体
字
と
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

池
坊　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
漢
字
教
育
に
つ

い
て
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

毛
利　

こ
れ
ま
で
は
経
済
分
野
な
ど
欧
米
が
世

界
の
中
心
で
し
た
が
、
徐
々
に
ア
ジ
ア
が
世
界

日本科学未来館
住所 東京都江東区青海 2-3-6
電話 03-3570-9151
開館時間 10:00 ～ 17:00
	 （入館は閉館 30分前まで）
休館日 火曜日
	 （ただし祝日、春・夏・冬休みを除く）
	 12月28日～1月1日
入館料	 大人 600 円、18歳以下 200円
	 （団体 8名以上　大人 480円、
	 18 歳以下 160円）
※特別展示観覧は、別料金の場合あり。

http://www.miraikan.jst.go.jp/
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開発機構）より、合金作製や生命化学などの
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スペシャリスト（搭乗科学技術者）として向
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に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
時
代

に
移
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
科
学
や
文
化

の
領
域
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
今
、
世
界
は
ア

ジ
ア
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
流
れ
を

踏
ま
え
る
と
、
漢
字
は
世
界
で
重
要
な
役
割
を

果
た
し
う
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は

ア
ジ
ア
の
大
国
で
あ
る
中
国
と
同
じ
漢
字
を
持

つ
国
だ
と
い
う
こ
と
が
、
有
利
に
働
く
局
面
が

今
後
出
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
世
界
に
貢
献

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
ぜ
ひ
漢
字
教
育
を
豊

か
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

池
坊　

世
界
的
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
科
学
者
の

方
か
ら
漢
字
に
関
す
る
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た

だ
き
、
と
て
も
心
強
く
感
じ
ま
し
た
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

！現在、臨時休館中。開館時期については、
　ホームページをご確認ください。
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「
漢
字
が
得
意
か
も
」と

思
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と

―
初
め
に
、村
井
さ
ん
の
〝
漢
字
と
の
出
合
い
〞

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
国
語
が
大
好
き
で
し

た
。
漢
字
の
書
き
取
り
の
練
習
も
進
ん
で
行
っ

て
い
た
く
ら
い
で
、漢
字
を
覚
え
る
こ
と
に
苦
痛

を
感
じ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

高
校
で
日
本
史
を
選
択
し
た
こ
と
、
大
学
の
第

二
外
国
語
に
中
国
語
を
選
択
し
た
こ
と
も
、
昔

か
ら
漢
字
に
対
し
て
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
私

と
し
て
は
、自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、「
私
っ
て
漢
字
が
得
意
か
も
し
れ
な

い
」
と
思
い
始
め
た
の
は
、
実
は
最
近
の
こ
と

な
ん
で
す
。
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
の
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
た
と
き
、
自
分
で
も
驚
く

ほ
ど
漢
字
の
問
題
が
解
け
た
ん
で
す
。
そ
こ
で

自
分
の
実
力
を
試
し
た
く
な
っ
て
、
漢
検
の
準

１
級
を
受
け
よ
う
と
決
め
ま
し
た
。
本
格
的
に

漢
字
の
勉
強
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
そ
の
と
き

が
初
め
て
で
す
。２
０
０
９
年
の
冬
に
受
検
し
、

合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

―
そ
の
後
、
１
級
に
も
挑
戦
さ
れ
ま
し
た
ね
。

　

準
１
級
の
受
検
に
向
け
て
勉
強
を
始
め
る

と
、
知
ら
な
い
漢
字
や
こ
と
ば
が
た
く
さ
ん
出

て
き
て
「
難
し
い
！
」
と
思
う
一
方
、
漢
字
に

対
す
る
興
味
も
湧わ

い
て
き
ま
し
た
。

　

１
級
に
合
格
し
た
の
は
２
０
１
０
年
の
夏
で

し
た
が
、
準
１
級
の
勉
強
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
苦
労
し
ま
し
た
。「
本
当
に
日
本

語
な
の
？
」
と
思
う
よ
う
な
漢
字
も
あ
り
ま
し

た
し
、
実
際
、
電
子
辞
書
を
引
い
て
も
出
て
こ

な
い
漢
字
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
あ
の
時
期
、
私

の
日
常
生
活
に
は
漢
字
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し

た
。
落
語
を
聞
い
て
も「 

鮑あ
わ
び

熨の

斗し
※
１
」と
か「
子

は
鎹

か
す
が
い

※
２
」
と
か
、
耳
に
す
る
こ
と
ば
す
べ
て

が
漢
字
で
頭
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
ん
で
す

よ
（
笑
）。
買
い
物
に
行
っ
て
野
菜
を
見
て
も
、

「
キ
ュ
ウ
リ
は
〝
胡
瓜
〞
っ
て
書
く
の
よ
ね
」

と
い
う
よ
う
な
毎
日
で
し
た
。

漢
字
を
勉
強
し
た
こ
と
で
、

台
本
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た

―
漢
字
を
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
仕
事
上

で
役
立
っ
た
経
験
は
あ
り
ま
す
か
。

　

最
近
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
時
代
劇
の
台
本

に
出
て
き
た
「
攫さ

ら

わ
れ
る
」
と
い
う
漢
字
を
ス

ラ
ッ
と
読
め
た
こ
と
で
す
ね
。
漢
検
の
勉
強
を

し
て
い
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
読
め
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
普
段
、
漢
字
辞
典
を
持
ち
歩
い

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
以
前
の
私

な
ら
「
こ
の
字
、
何
て
読
む
の
？
」
と
ス
タ
ッ

フ
に
こ
っ
そ
り
聞
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

時
代
劇
に
限
ら
ず
、
脚
本
家
の
先
生
の
中
に

は
、
難
し
い
漢
字
を
好
ん
で
使
う
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
漢
字
の
ほ
う
が
心
情

や
情
景
を
的
確
に
表
現
で
き
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、「
歯し

牙が

に
も
か
け
な
い
わ
」

と
い
う
セ
リ
フ
が
書
い
て
あ
っ
た
と
し
ま
す
。

演
じ
る
側
は
、
単
に
「
そ
の
漢
字
が
読
め
る
か

読
め
な
い
か
」
を
超
え
、
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
が

頭
に
あ
る
こ
と
で
、
セ
リ
フ
や
場
面
に
対
す
る

理
解
度
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
の
で
す
。
私

は
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
漢
字
を
覚
え
て
き
ま

し
た
。
台
本
を
読
む
上
で
、
そ
れ
が
大
き
な
強

み
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
漢
検
の
勉
強
を
し

て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

―
確
か
に
漢
字
は
表
意
文
字
で
す
か
ら
、
意
味
を

き
ち
ん
と
理
解
し
て
覚
え
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

　

そ
う
で
す
ね
。漢
字
の
勉
強
を
し
て
い
る
と
、

そ
れ
ま
で
普
通
に
使
っ
て
い
た
こ
と
ば
の
中
に

も
、「
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
」
と
新

し
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
実
力
が
伯は

く

仲ち
ゅ
うし

て
い
る
※
３
」
と
い
う
表
現

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
な
ぜ
「
伯
仲
」
と
言
う
の

か
ご
存
じ
で
す
か
？　

私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、

古
く
か
ら
中
国
で
は
兄
弟
の
生
ま
れ
た
順
番
を

「
伯
・
仲
・
叔し

ゅ
く・

季き

」
の
文
字
で
表
し
て
い
て
、「
伯

仲
」
と
は
長
男
と
次
男
が
競せ

り
合
う
様
子
か
ら

き
て
い
る
の
で
す
。そ
し
て
、こ
の
順
番
を
知
っ

て
い
れ
ば
、父
親
よ
り
年
上
の
お
じ
さ
ん
を「
伯

父
」
と
、
年
下
の
お
じ
さ
ん
を
「
叔
父
」
と
書

く
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
漢
字
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
別
々
に
あ
っ
た
こ
と
ば
が
つ
な
が

り
、
漢
字
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
漢

字
は
長
い
歴
史
が
あ
っ
て
奥
が
深
い
で
す
か

ら
、
勉
強
し
て
い
ろ
い
ろ
分
か
り
始
め
る
と
、

さ
ら
に
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
す
ね
。

豊
か
な
こ
と
ば
を
私
も

受
け
継
い
で
い
き
た
い

―
村
井
さ
ん
は
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
を
ど
の
よ

う
な
と
こ
ろ
に
感
じ
ま
す
か
。

　

私
は
読
書
が
大
好
き
で
、
特
に
大
正
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
の
小
説
を
よ
く
読
み
ま
す
。

当
時
の
作
品
で
見
ら
れ
る
漢
字
の
使
わ
れ
方

は
、と
て
も
興
味
深
く
て
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。

た
と
え
ば
、「
ポ
ン
プ
」
は
「
喞
筒
※
４
」、「
オ

ル
ガ
ン
」
は
「
風
琴
※
５
」
と
い
う
漢
字
が
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
風
琴
」
に
「
口
」

が
つ
け
ば
「
口ハ
ー

風モ

琴ニ
カ

※
６
」、「
手
」
が
つ
け
ば

「
手

ア
コ
ー

風デ
ィ

琴オ
ン

※
６
」
で
す
。
ウ
イ
ッ
ト
に
富
ん
だ
セ

ン
ス
の
良
さ
と
、
こ
と
ば
の
美
し
さ
を
感
じ
ま

す
ね
。「
浪ろ

漫ま
ん

」
と
い
う
当
て
字
を
考
え
た
の

は
夏
目
漱
石
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ロ
マ

ン
主
義
が
流は

行や

っ
て
い
た
当
時
の
時
代
の
空
気

を
よ
く
表
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

　

昨
年
、
そ
の
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
を
読
み
返
し
た
と
こ
ろ
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
漢
検
１
級
レ
ベ
ル
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
高
校
生
の
こ
ろ
に
読
ん
だ
と
き
は
漢

字
の
使
わ
れ
方
な
ど
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
漢
字
を
知
っ
て
か
ら
読
み
返

す
こ
と
で
新
し
い
発
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
。
漢
字
の
使
い
方
ひ
と
つ
に
も
作
家
の
セ
ン

ス
を
感
じ
ま
す
し
、
ひ
と
つ
の
漢
字
か
ら
伝

わ
っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
も
広
が
り
ま
す
。
本
当

に
、
昔
の
人
は
感
性
が
豊
か
だ
っ
た
ん
だ
と
驚

き
ま
す
。
私
も
日
本
人
と
し
て
、
そ
の
感
性
を

受
け
継
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
最
後
に
、
漢
字
を
学
ぶ
読
者
に
向
け
て
エ
ー

ル
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
の
漢
検
１
級
受
検
は
個
人
的
な
挑
戦
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
く
さ
ん
の

人
た
ち
か
ら
「
私
も
が
ん
ば
り
ま
す
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
、
実
は
私
だ
け
の
挑

戦
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
今
は
感
じ
て
い
ま

す
。

　

漢
字
の
勉
強
は
身
の
回
り
に
た
く
さ
ん
ヒ
ン

ト
が
転
が
っ
て
い
ま
す
。
一
度
覚
え
た
漢
字
も

使
わ
な
い
と
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
場
面
で
、
そ
れ
こ
そ
日
常
生
活
の
中
で

漢
字
を
思
い
浮
か
べ
て
使
う
こ
と
が
大
切
で

す
。
た
っ
た
一
文
字
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
や
世
界

が
広
が
っ
て
い
く
の
が
漢
字
の
楽
し
さ
で
す
か

ら
、
書
き
な
が
ら
そ
の
成
り
立
ち
を
意
識
し
た

り
、
熟
語
や
当
て
字
に
な
ぜ
そ
の
漢
字
が
使
わ

れ
て
い
る
の
か
を
想
像
し
た
り
す
る
と
、
覚
え

る
の
が
楽
し
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

漢
字
を
学
ぶ
こ
と
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
生
付
き
合
う
漢
字
で
す
か

ら
楽
し
く
学
び
た
い
も
の
で
す
ね
。

女
優村む

ら

井い 

美み

樹き

さ
ん

日
常
生
活
の
中
で
漢
字
を
楽
し
も
う

漢
字
の
意
味
を

知
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
は

大
き
く
広
が
り
ま
す

春
号
の
特
集
は
「
日
常
生
活
の
中
の
漢
字
」
を
テ
ー
マ
に
、
女
優 

村
井
美
樹
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
、
中
部
大
学
准
教
授 

深
谷
圭
助
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
く

〝
日
常
の
中
の
漢
字
学
習
法
〞
を
お
届
け
し
ま
す
。
少
し
視
点
を
変
え
る
だ
け
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
っ
た
漢
字
の
魅
力
に
出
合
え
る
は
ず
で
す
。

特集

村井さんが漢検 1級の勉強のために作ったノー
ト。「書かないと忘れてしまうので書いて覚え
るようにしたのですが、結果的にこのノートが
私の辞書になりました」（村井さん）。

※
１ 

ア
ワ
ビ
の
肉
を
薄
く
は
い
で
伸
ば
し
、
乾
か
し
た
も
の
。
お
祝
い

の
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
進
物
に
添
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在

の
「
熨
斗
」
の
元
の
形
。

※
２ 

「
鎹
」
は
ふ
た
つ
の
木
材
を
つ
な
ぎ
止
め
る
た
め
に
使
う
金
具
の
こ

と
。
子
に
対
す
る
愛
情
が
鎹
に
な
っ
て
、
夫
婦
の
縁
が
つ
な
ぎ
保

た
れ
る
と
い
う
意
味
。

※
３ 

き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
て
、
優
劣
の
な
い
こ
と
の
意
。

※
４ 

太
宰
治
『
晩
年
』
か
ら
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」（
新
潮
文
庫
）

※
５ 

林
芙
美
子
『
風
琴
と
魚
の
町
・
清
貧
の
書
』（
新
潮
文
庫
）

※
６ 

『
何
で
も
読
め
る
難
読
漢
字
辞
典
』（
三
省
堂
）

勉強をする中で、村井さんが最も手こずった漢字は「くじ」
だったそう。部首は「鬥（たたかいがまえ）」で、画数は
26。音読みは「キュウ」。『大漢語林』によれば、もとは「た
たかって取る」という意味の字でしたが、占いに龜

かめ

（亀）
を用いていたことから「くじ」の意味も含むようになった
ようです。「どこからどう書いていけばいいか分からない」
と村井さんを困らせたほどの覚えにくい字は、過去に漢検
1級で出題されたこともあります。

最も悩ませた漢字は…
村井さんを 鬮

く じ

1979年京都府生まれ。2002年早稲田大学在学時に、ミス
早稲田キャンパスアイドルコンテストでグランプリを受賞。
同年、テレビドラマに出演し女優デビューを果たす。近年
はクイズ番組などにも出演し、番組の企画で漢検1級にチャ
レンジ。見事1回で合格した。漢字に強い才女として人気
を集めている。

特集 日常生活の中で漢字を楽しもう

漢
検
１
級
の
資
格
を
持
つ
女
優 

村
井
美
樹
さ
ん
に
、

漢
字
を
楽
し
く
学
ぶ
コ
ツ
を
伺
い
ま
し
た
。

撮影／川しまゆうこ
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自分の趣味や生活を見渡してみると、
漢字で表されるものがたくさんあります。

身の回りに漢字はたくさんある！

う
に
話
し
ま
す
。

　
「
漢
字
学
習
と
い
え
ば
、
ド
リ
ル
や
練
習
帳

を
使
っ
た
書
き
取
り
練
習
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
方

が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
苦
し
い
だ
け
の
漢
字

学
習
は
、
ひ
た
す
ら
耐
え
る
ば
か
り
の
ダ
イ

エ
ッ
ト
法
に
似
て
い
て
、
長
続
き
は
し
ま
せ

ん
。
漢
字
を
き
ち
ん
と
身
に
付
け
た
い
の
で
あ

れ
ば
、
毎
日
楽
し
ん
で
続
け
ら
れ
る
学
習
法
を

見
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
」

　

そ
れ
で
は
、
漢
字
を
楽
し
く
学
ぶ
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
深
谷
先
生
は
こ

う
続
け
ま
す
。

　
「
テ
ス
ト
前
の
漢
字
の
暗
記
は
苦
し
い
だ
け

で
す
よ
ね
。
し
か
も
、
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
漢
字
と
そ
の
漢
字
が
表
す
も

の
が
結
び
付
い
て
い
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
最
も
効
果
的
な
学
習
方
法
は
、
日
常
生
活

の
中
に
あ
る
漢
字
を
意
識
し
、
毎
日
眺
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
然
に
そ
の
漢
字
を
覚
え
る
方

法
で
す
。
村
井
美
樹
さ
ん
ら
漢
検
１
級
に
合
格

さ
れ
た
方
は
、
日
常
生
活
の
中
で
漢
字
を
学
べ

る
仕
組
み
を
作
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
」

　

つ
ま
り
、
漢
字
学
習
を
国
語
の
勉
強
の
ひ
と

つ
と
し
て
捉と

ら

え
る
の
で
は
な
く
、
漢
字
を
日
常

生
活
の
中
で
学
ぼ
う
と
い
う
の
が
深
谷
先
生
の

提
案
で
す
。
た
と
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て

「
競
走
」
や
「
野
球
」
と
い
う
漢
字
を
学
ぶ
こ

と
、
音
楽
を
通
し
て
「
演
奏
」
や
「
音
符
」
と

い
う
漢
字
を
学
ぶ
こ
と
も
そ
の
例
で
す
。
あ
る

い
は
、
桜
の
花
を
見
て
、
漢
字
辞
典
で
「
桜
」

の
意
味
を
調
べ
、
日
本
の
国
花
で
あ
る
こ
と
を

国語の教科書を離れ、漢字ドリルも使わずに、親子で漢字学習に取り組んでみましょう。
少し視点を変えるだけで、あらゆるものが学びの素材になります。

身近なものを漢字にしてみましょう

漢字の楽しさが見えてきます

　冷蔵庫の中にある食材の名前を漢字に
する学習法です。時間に余裕がある場合
は、おうちの方が漢字を使って〝本日の
お品書き〟を作ってみるのも楽しいでしょ
う。食材や料理名は、子どもが興味を持
ちやすい素材です。また、これらに限ら
ず身の回りにあるものは、漢字と実物が
きちんと結び付くため分かりやすく、漢
字学習にはぴったりと言えます。

次の漢字はいずれも食材の名前ですが、
それぞれ何でしょうか？

次の漢字は大阪市営地下鉄にある駅名で
すが、何と読むのでしょうか？

深谷先生は今回の取材中、自分が口にし
た「たまげる」ということばが気になって、
すぐに辞書で調べました。では「たまげ
る」は、漢字でどう書くのでしょうか？蓮根　　南瓜　　蒟蒻 喜連瓜破

漢字と実物を
結び付ける

好きなこと、
好きなものを漢字にする

会話の中のことばを
漢字にする

競走、野球、懸垂、

応援、接戦、打率

演奏、音符、楽譜、

吹奏楽、交響楽

節分、端午、夏至、

彼岸、冬至、晦
みそか

日

スポーツ

音楽

　暦や節句

身の回りのことばを
漢字にしてみよう！

全国のおもしろ駅名も
学びのきっかけに！

カタカナやひらがなの
ことばを漢字にしたら…

　インタビューにご登場いただいた村井美
樹さんは、鉄道や旅行が大好き。そんな趣
味の世界でもたくさんの漢字に出合い、さ
まざまなことを学んだそうです。たとえば、
島根県の一

いち

畑
ばた

電鉄にある「美談」駅は村井
さんのお気に入り。「美談と書いて『みだみ』
と読みます。どうしてこの字を当てるように
なったのか、そこにはきっと何かストーリー
があるはず。それを想像しながら旅をするの
もロマンチックですよね」（村井さん）。

　ごく普通の会話の中で使っていること
ばでも、漢字にすると思わぬ発見があっ
てビックリすることがあります。たとえば

「ビックリ」は、漢字では「吃驚」と書き
ます。『漢検 漢字辞典』によると「吃」に
は「ことばが支

つか

える」という意味がありま
すから、「驚いてうまくことばが出てこな
い状態」という意味の漢字を当てたと解釈
できます。このように漢字の当て方も、漢
字のおもしろさを知るきっかけになります。

1 2 3

答えは次のページへ！

特集 日常生活の中で漢字を楽しもう

漢
字
の
学
び
方
は

自
由
で
あ
っ
て
よ
い

　
「
漢
字
と
は
努
力
し
て
覚
え
る
も
の
」「
漢
字

学
習
は
つ
ら
い
も
の
」、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ

て
い
ま
せ
ん
か
。
も
し
そ
う
思
っ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
ひ
た
す
ら
反
復
練
習
を
繰

り
返
し
て
き
た
た
め
に
、
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ

に
気
付
け
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

深
谷
先
生
は
漢
字
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ

中
部
大
学
准
教
授

深ふ

か

谷や 

圭け

い

助す

け

氏

漢
字
を
学
び
の
入
り
口
に

～
漢
字
を
学
ぶ
機
会
は

日
常
生
活
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
～

漢
字
学
習
の
機
会
は
国
語
の
授
業
だ
け
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
漢
字
学
習
に
ち
ょ
っ
と
し
た
気
付
き
と
工
夫
を
加
え
れ
ば
、

楽
し
み
な
が
ら
効
果
的
に
漢
字
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
辞
書
引
き
学
習
法
」
と
い
う
自
学
自
習
の
画
期
的
学
習
法
を
生
み
出
し
た

深
谷
圭
助
先
生
に
、
日
常
生
活
の
中
で
の
漢
字
学
習
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

気になる言葉が出てきたら、
すぐに辞書で調べる学習法。
調べた言葉のページに付せん
を貼

は

ることで、子どもたちは
「これだけたくさんの言葉を
知っている」という達成感を
持つことができます。深谷先生がこの学習法を実践したところ、子どもた
ちは言葉を学ぶ楽しさを知り、主体的に学習する姿勢が生まれたそうです。

「辞書引き学習法」
もっと詳しく！

小学校教員時代、小学校1 年生に国語辞典を与えてあらゆる生活の場面で辞書を引
くことを勧め、自ら調べて考える教育を実践する。「辞書引き学習法」と呼ばれる
独自の教育方法は、その後、子どもたちの自ら学ぶ力を引き出し、育てる画期的な
指導法として注目を浴びる。立命館小学校校長を務めた後に現職。『なぜ辞書を引
かせると子どもは伸びるのか』（宝島社）など著書多数。

問題問題問題
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知
る
。
漢
字
辞
典
で
旧
字
体
の
「
櫻
」
を
見
つ

け
て
、
ど
の
よ
う
な
成
り
立
ち
な
の
か
と
想
像

す
る
。
さ
ら
に
、「
桜
」
に
「
桃
」
を
続
け
れ

ば
「
桜
桃
」
と
な
り
、「
さ
く
ら
ん
ぼ
う
」
に

な
る
ん
だ
な
と
発
想
を
広
げ
る
。
―
―
こ
う
し

た
何
気
な
い
日
常
の
場
面
か
ら
得
ら
れ
る
漢
字

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
積
み
重
ね
が
、
漢
字
に
親
し

む
コ
ツ
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
漢
字
は
身
の
回
り
に
い
く

ら
で
も
転
が
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
身
近

に
あ
る
も
の
や
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
興
味

が
あ
る
も
の
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば

が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
ば
は
漢
字

で
ど
の
よ
う
に
書
く
の
か
を
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。
深
谷
先
生
は
「
漢
字
の
学
び
方
は
も
っ

と
自
由
で
い
い
し
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
で
き

る
は
ず
」
と
訴
え
ま
す
。

漢
字
一
字
が

〝
知
の
入
り
口
〟に
な
る

　

子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
が
想
像
す
る
以
上
に

た
く
さ
ん
の
こ
と
ば
や
漢
字
を
知
っ
て
い
る
も

の
で
す
。
深
谷
先
生
は
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明

し
ま
す
。

　
「
小
学
校
へ
入
学
し
た
て
の
１
年
生
は
、
漢

字
を
習
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
外

に
た
く
さ
ん
の
漢
字
を
知
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
に
漢
字
辞
典
を
与
え
て
、『
知
っ
て
い

る
漢
字
を
見
つ
け
て
ご
ら
ん
』
と
言
う
と
、
た

く
さ
ん
の
漢
字
を
見
つ
け
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
小
学
校
低
学
年
で
も
『
遊ゆ
う

戯ぎ

』

が
読
み
書
き
で
き
る
児
童
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
流
行
っ
て

い
る
『
遊
戯
王
』
と
い
う
漫
画
の
影
響
が
大
き

い
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
普
段
の
生
活

と
漢
字
学
習
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と

を
端
的
に
表
し
て
い
ま
す
」

　

深
谷
先
生
は
小
学
校
１
年
生
か
ら
の
辞
書
引

き
学
習
を
勧
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
身
の
回

り
の
漢
字
や
、
す
で
に
知
っ
て
い
る
つ・

も・

り・

の

漢
字
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
有
効
な
学

習
法
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
漢
字
辞

典
を
引
け
ば
、
漢
字
の
意
味
も
成
り
立
ち
も
分

か
り
ま
す
し
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
た

く
さ
ん
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
じ
部
首
の

漢
字
を
関
連
付
け
な
が
ら
覚
え
て
い
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。そ
し
て
ひ
と
つ
の
謎な

ぞ

が
解
け
れ
ば
、

「
も
っ
と
知
り
た
い
」「
も
っ
と
調
べ
た
い
」
と

い
う
知
的
好
奇
心
は
一
層
、
高
ま
っ
て
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

深
谷
先
生
は
最
後
に
こ
う
ま
と
め
ま
す
。

　
「
漢
字
は
〝
知
の
入
り
口
〟
に
な
り
ま
す
。

漢
字
は
一
字
一
字
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
成
り

立
ち
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
漢
字
を
通
し
て
哲
学

的
な
思
索
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
学

校
教
育
で
は
約
２
０
０
０
字
の
常
用
漢
字
し
か

教
え
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
た
ち
に
は
そ
れ
以
外

の
漢
字
も
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ま
た
、
大

人
も
そ
う
し
た
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
付
い

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」

前ページの３つの実例を読んでいただければ、日常にある身近なもので、楽しみながら漢字を学べるということが
お分かりだと思います。実際に、辞書を使って調べると、ひとつのことばへの理解が深まるだけでなく、

ほかのことばや漢字への興味がどんどん広がっていくはずです。
それでは、前ページの問題の答えと、そこから「深まる」「つながる」「広がる」漢字の世界を紹介します。

辞書を使えば、漢字の世界が深まる、つながる、広がる

答え

　漢字と実物を結び付けて覚えると、学習
の効率がグッと上がります。
　たとえば「蓮根」は「蓮

はす

」の実ではなく、
水中の泥に埋まっている「根（正確には地
下茎）」の部分なのでこういう字を書きます。

「南瓜」は漢字を見ただけで「瓜
うり

」科の植物
だということが分かり、「西

す い か

瓜」や「胡
きゅうり

瓜」
「糸

へ ち ま

瓜」などと同じ仲間だと連想できます。
また、「蒟蒻」に「艹（くさかんむり）」が
使われているのは、こんにゃくの原料が植
物のこんにゃくいもの地下茎だからです。
このように辞書を引くと、いろいろと豆知
識が増えていきます。

食材の名前は
「れんこん、かぼちゃ、
こんにゃく」。

大阪市営地下鉄の
駅名は、

「きれうりわり」。

「たまげる」は
「魂消る」。

　「喜連」と「瓜破」という、二つの地名が
合わさった駅名とされています。駅名や地名
は読み方を知ることで、日本の地域を学べる
教材にもなります。ところで、村井さんが最
も感激した駅名は、福島県の会津鉄道にある

「塔
とう

のへつり」駅だそう。『広辞苑』によると
「へつり」は「岪」と書き、「断

だん

崖
がい

や川岸など
の険

けん

岨
そ

な路
みち

」を意味します。村井さんは、「こ
の漢字は、山の中の険しく細い道を表すため
に昔の人が考えた字だと思うのです。そんな
ことに思いを馳

は

せると、感慨深いものがあり
ます」と語っています。

　「たまげる」を「魂消る」と書き表すとい
うことは、魂が消えてしまうほどの驚きが
表現されているのかもしれません。
　ちなみに、「驚」という字は、「敬」の部分
が「驚いて上を向く」という意味を持ってい
て、全体としては「馬が驚いて棒立ちになっ
ている状態」を表しているのだそうです。魂
が消えてしまうほどの驚きと、馬が棒立ち
になってしまうような驚きでは、どちらが
ショックの度合いが強いのでしょうか。
　このように、漢字の成り立ちやことばにそ
の漢字が当てられたストーリーを想像すると
楽しくなります。

1 2 3

特集 日常生活の中で漢字を楽しもう

10漢検ジャーナル　2011年 春号



公立中学校教員

生井 健仁さん
江戸川区立
第六葛西小学校　6年生

成瀬 瑠納さん

関西大学第一高等学校
2年生

黒嶋 啓太さん

三郷市立栄中学校　
1年生

大谷 祐貴さん
101歳
井上 美代さん

20漢検ジャーナル　2011年 春号21 漢検ジャーナル　2011年 春号

いま、私が漢字を学ぶ理由
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ています。
本コーナーでは、小・中学生、高校生、社会人、一般の受検者の方に

「いま、なぜ漢字を学ぶのか」について伺います。

　

私
の
通
う
中
学
校
で
は「
漢
字
博
士
に
な
ろ
う
！
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
楽
し
く
漢
字
を
勉
強

し
て
い
ま
す
。
先
日
は
、
漢
字
を
パ
ー
ツ
に
分
解
し

て
足
し
算
の
問
題
に
す
る
「
合
体
漢
字
」
に
グ
ル
ー

プ
で
取
り
組
み
、
発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
替
」

を
例
に
挙
げ
る
と
、「
二
＋
二
＋
人
＋
人
＋
日
」
に

分
解
し
て
出
題
し
、
何
の
漢
字
か
を
当
て
る
も
の
で

す
。
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
似
た
よ
う
な
漢
字
で

も
パ
ー
ツ
が
少
し
違
う
と
、
読
み
方
も
意
味
も
大
き

く
変
わ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
し
め
す
へ
ん
」

と
「
こ
ろ
も
へ
ん
」
の
違
い
に
は
時
々
戸
惑
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
、
漢
字
は
ま
す
ま
す
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
す
。

　

昨
年
、お
父
さ
ん
の
勧
め
で
漢
検
３
級
に
挑
戦
し
、

合
格
し
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
か
ら
は
「
気
楽
に
挑
戦

す
れ
ば
い
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
「
や

る
か
ら
に
は
絶
対
に
合
格
し
た
い
」
と
思
い
、
サ
ッ

カ
ー
部
の
練
習
の
後
、
必
ず
漢
字
練
習
帳
に
向
か
う

よ
う
に
し
ま
し
た
。
今
も
帰
宅
後
に
20
分
〜
30
分
の

漢
字
練
習
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
漢
字
を
勉
強
す
る
理
由
は
、
普
段
の
生
活
の

い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
漢
字
が
役
立
つ
か
ら
で
す
。
逆

に
言
え
ば
、
読
め
な
い
と
損
を
す
る
と
思
う
か
ら
で

す
。
た
と
え
ば
、
駅
名
が
読
め
な
い
と
、
駅
員
さ
ん

に
行
き
方
を
尋
ね
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
な

る
と
困
る
の
は
自
分
自
身
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
漢
字

に
限
ら
ず
、
今
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
き
っ
ち
り
こ
な
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
今
、
漢
字
に
夢
中
で
す
。
孫
の
勧
め
で
漢
検

に
初
挑
戦
し
た
の
は
、
一
昨
年
秋
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
初
挑
戦
で
8
級
に
合
格
し
、
１
０
１
歳
を
迎
え

た
昨
年
の
秋
に
は
7
級
に
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

私
は
書
道
を
好
ん
だ
父
の
影
響
で
、
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
字
を
書
く
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
今
も
よ
く

漢
字
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
し
か

し
、
い
ざ
漢
字
の
勉
強
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
苦

労
の
連
続
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
漢
字
を
習
っ
た
の
は

尋※

常
小
学
校
の
こ
ろ
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
旧
字

体
で
漢
字
を
書
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
、
い
つ

も
の
癖く
せ

で
つ
い
草
書
体
で
書
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
、
ま
さ
に
漢
字
と
の
格
闘
の
日
々
で
し
た
。

　

実
は
、
万
全
の
準
備
を
し
て
臨
ん
だ
は
ず
の
昨
年

6
月
の
検
定
で
は
、
残
念
な
が
ら
7
級
に
不
合
格
。

8
級
と
は
違
う
7
級
の
出
題
形
式
に
戸
惑
っ
た
こ
と

が
原
因
で
し
た
。「
せ
っ
か
く
こ
こ
ま
で
勉
強
し
た

の
だ
か
ら
」
と
す
ぐ
に
再
挑
戦
を
決
め
、
10
月
の
検

定
日
に
向
け
て
ま
た
猛
勉
強
。
実
際
の
出
題
形
式
に

慣
れ
る
た
め
に
『
過
去
問
題
集
』
を
使
っ
て
、

１
０
０
回
以
上
模
擬
試
験
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
努

力
の
甲か

い斐
あ
っ
て
秋
の
検
定
で
は
7
級
の
合
格
証
書

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
歳
に
な
っ
て
も
、打
ち
込
め
る
も
の
が
あ
る
、

目
標
に
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に

幸
せ
で
す
。
次
は
、
漢
検
6
級
の
合
格
を
目
指
し
て

い
ま
す
。今
年
の
秋
ご
ろ
に
は
挑
戦
で
き
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
ま
た
娘
の
厳
し
い
指
導
（
笑
）
を
受
け
な

が
ら
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
が
ん
ば
り
ま
す
。

　

私
は
幼
少
時
代
に
、
父
が
買
っ
て
き
た
週
刊
マ
ン

ガ
誌
を
、
意
味
も
分
か
ら
ず
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い

ま
し
た
。
振
り
仮
名
付
き
で
あ
っ
た
た
め
、
無
意
識

に
漢
字
を
覚
え
た
よ
う
で
、
幼
く
し
て
難
し
い
漢
字

を
書
け
ま
し
た
。
そ
れ
を
周
囲
の
大
人
に
ほ
め
ら
れ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
漢
字
が
好
き
に
な
っ
た
の

で
す
。

　

現
在
、
私
は
教
師
を
し
て
い
ま
す
が
、
13
年
前
に

転
任
し
た
中
学
校
で
初
め
て
漢
検
を
受
検
し
ま
し

た
。
そ
の
と
き
は
、
生
徒
と
机
を
並
べ
て
２
級
に
挑

戦
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
勉
強
を
重
ね
て
３
年
前
に

準
１
級
に
合
格
。
１
級
に
も
５
度
目
の
挑
戦
で
よ
う

や
く
合
格
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
う
れ
し

か
っ
た
の
は
、「
私
も
将
来
、
が
ん
ば
っ
て
先
生
み

た
い
に
１
級
に
合
格
す
る
！
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち

が
い
た
こ
と
で
す
。

　

私
が
漢
字
を
勉
強
す
る
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
漢
字
と
語
彙
は
人
生
の
財
産
に
な
る
か

ら
で
す
。
一
度
身
に
付
け
た
言
葉
は
、
よ
り
良
く
生

き
る
た
め
、
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
た
め
に
必
ず
役
に
立
ち
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

「
字
は
人
を
表
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
世
の
中

に
は
字
の
巧
拙
で
人
と
な
り
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
ら
で
す
。
漢
字
は
練
習
す
れ
ば
、
正
し
く
、

き
れ
い
に
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
に
も
ぜ
ひ
漢
字
を
し
っ
か
り
身
に
付
け

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
子
ど
も
た

ち
の
手
本
と
な
れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
精
進
し
て

い
き
ま
す
。

　

私
は
漢
字
を
通
し
て
初
め
て
「
勉
強
が
好
き
だ
」

と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
漢
字
に
出

会
う
た
び
に
、
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
ま
す
。
た
と

え
ば
四
字
熟
語
や
部
首
の
読
み
方
な
ど
、
普
段
な
じ

み
の
薄
い
分
野
も
楽
し
く
学
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
勉
強
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
部
活
動
の
弓

道
で
も
難
し
い
漢
字
に
ふ
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、弓
道
の
基
本
動
作
で
あ
る
「
射
法
八
節
」

の
中
の
動
作
の
ひ
と
つ
に
「
揖ゆ

う

」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
が
、
普
通
に
生
活
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ

ん
な
漢
字
に
は
ま
ず
出
会
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
き
っ

か
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
分
か
ら
な
い
字
は
積
極

的
に
調
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
新
た

な
気
付
き
が
あ
っ
た
り
、
知
識
が
増
え
て
い
く
実
感

が
湧わ

い
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
だ

と
思
い
ま
す
。

　

漢
検
の
初
受
検
は
小
学
6
年
生
の
と
き
、
塾
の
先

生
の
勧
め
で
５
級
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
段

階
的
に
取
り
組
み
、
昨
年
２
級
に
合
格
し
ま
し
た
。

と
は
言
え
、
特
別
な
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
学
校
の
課
題
を
き
ち
ん
と
す
る

な
ど
、「
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に
行
う
こ

と
」
が
大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
日
々
積

み
重
ね
る
こ
と
が
、
漢
字
に
お
い
て
も
弓
道
に
お
い

て
も
上
達
の
秘ひ

訣け
つ

だ
と
思
い
ま
す
。

　

将
来
は
両
親
の
よ
う
に
常
識
を
備
え
た
尊
敬
さ
れ

る
大
人
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は

漢
字
を
正
し
く
使
い
こ
な
す
素
養
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
今
後
も
意
識
的
に
漢
字
の
知
識
を
高
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で

役
立
つ
漢
字

何
歳
に
な
っ
て
も

挑
戦
す
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
た
い

漢
字
と
語
彙
は

人
生
の
財
産
に
な
る

漢
字
も
弓
道
も
日
々
鍛
錬
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私
は
４
年
生
の
と
き
に
７
級
に
初
挑
戦
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
通
っ
て
い
る
小
学
校
で
漢
検
を
受
検

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
小
学
校
で
４
級
〜
６

級
を
受
検
し
、
合
格
し
ま
し
た
。
学
校
の
近
く
に
住

ん
で
い
る
の
で
、
学
校
で
受
検
で
き
る
の
は
便
利
で

す
。次
回
の
検
定
で
3
級
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
、

自
分
の
お
こ
づ
か
い
で『
ハ
ン
デ
ィ
漢
字
学
習
3
級
』

を
買
い
ま
し
た
。

　

私
が
漢
字
を
勉
強
す
る
理
由
は
、
と
に
か
く
た
く

さ
ん
の
本
を
読
み
た
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
本

の
中
で
分
か
ら
な
い
漢
字
に
出
合
う
と
、
そ
の
度
に

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
質
問
し
て
い
ま
し
た
が
、

「
自
分
で
調
べ
た
ら
？
」
と
言
わ
れ
、
自
分
で
辞
書

を
引
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
読
め
な
い

漢
字
が
多
い
と
辞
書
を
引
く
回
数
が
増
え
、
全
然
先

に
進
ま
な
い
の
で
す
。
図
書
館
で
借
り
た
本
が
読
み

き
れ
ま
せ
ん
。「
そ
れ
な
ら
ば
、
漢
字
を
先
に
覚
え

て
し
ま
お
う
！
」
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

漢
検
の
勉
強
を
始
め
て
か
ら
、
本
を
読
む
と
き
に

立
ち
止
ま
る
回
数
が
減
り
ま
し
た
し
、
た
と
え
分
か

ら
な
い
漢
字
が
あ
っ
た
と
し
て
も
推
測
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
を
ス
ラ
ス
ラ
読
め

る
よ
う
に
な
り
、
最
近
で
は
難
し
い
本
も
読
め
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
１
カ
月
に
20
冊
程
度
の
本

を
読
ん
で
い
ま
す
。

　

私
の
将
来
の
夢
は
、
い
つ
か
自
分
の
力
で
世
界
一

周
を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
外
国
語
を
覚

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
日
本
語

で
す
。
日
本
語
を
知
り
、
世
界
中
の
人
に
日
本
語
の

す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。

と
に
か
く

た
く
さ
ん
の
本
を
読
み
た
い

4

3
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1
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※平成21年度総志願者数は
　2,123,191人

常用漢字がす
べて読み書き
活用できるレ
ベル

受検者の声



日
本
が
一
流
の
国
で
あ
る
た
め
に

　

私
は
高
校
生
の
こ
ろ
、
裁
判
官
を
志
し
て
い

ま
し
た
。
当
時
、国
に
よ
る
教
科
書
検
定
の
合
憲
・

違
憲
が
争
わ
れ
た
教
科
書
裁
判
が
あ
り
、「
裁
判

官
に
な
っ
て
裁
判
で
教
育
の
方
向
性
を
決
め
た

い
」
と
考
え
た
の
で
す
。
で
す
が
、
次
第
に
「
日

本
の
教
育
に
直
接
携
わ
る
仕
事
が
し
た
い
」
と

い
う
思
い
が
強
く
な
り
、
大
学
院
進
学
時
に
専

攻
を
法
学
か
ら
教
育
学
に
変
え
ま
し
た
。

　

私
が
教
育
者
を
目
指
し
た
き
っ
か
け
は
、
小

学
校
の
社
会
の
授
業
で
す
。
先
生
か
ら
「
日
本

は
資
源
が
な
く
、
加
工
貿
易
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
今
後
も
、
原
料
の
加
工
に
工
夫
を
重
ね
、

利
益
を
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
人
が
大
事
な
ん
だ
」
と
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
「
日
本
が

生
き
残
る
た
め
に
は
優
秀
な
人
材
を
育
て
る
こ

と
が
何
よ
り
大
切
で
あ
り
、
日
本
は
教
育
を
し
っ

か
り
行
っ
て
、
は
じ
め
て
一
流
の
国
に
な
れ
る
」

と
信
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
教
育
の
中
で

も
、
特
に
「
体
の
教
育
（
体
を
基
盤
に
し
た
国

語
教
育
）
に
し
っ
か
り
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
」

と
考
え
、
日
々
そ
れ
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

「
体
の
教
育
」の
実
践

　
「
体
の
教
育
」
と
は
、
こ
と
ば
を
声
に
出
し
て

自
分
の
体
に
埋
め
込
む
教
育
で
す
。
お
経
が
好

例
で
す
が
、
私
は
こ
の
教
育
が
小
・
中
学
校
で

千
利
休
の
原
点
に
戻
る

　

茶
道
と
言
え
ば
千
利
休
で
す
。
彼
の
最
大
の

功
績
は
、
中
国
の
美
術
品
が
珍
重
さ
れ
た
安
土

桃
山
時
代
に
、
日
本
独
自
の
新
し
い
価
値
観
を

創
り
出
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

彼
は
自
然
の
竹
を
切
り
、
そ
れ
を
床
の
間
に
飾

る
な
ど
、
茶
道
の
道
具
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
も
の
を
茶
道
の
道
具
と
し
て
見
立
て
る
し
つ

ら
え
を
し
た
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

　

千
利
休
の
時
代
、
つ
ま
り
着
物
と
畳
の
部
屋

が
当
た
り
前
だ
っ
た
時
代
の
お
茶
は
「
人
々
の

生
活
に
身
近
な
も
の
」
で
あ
り
、「
日
常
の
中
の

非
日
常
」
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
が
変
化
す
る
に
つ
れ
、
茶
道
は
次
第
に
「
非

日
常
」
そ
の
も
の
と
な
り
、
伝
統
的
な
茶
道
の

形
を
死
守
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
縁
の

な
い
も
の
」
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら

の
お
茶
は
、
決
ま
っ
た
約
束
事
は
守
っ
た
上
で
、

人
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て

自
由
に
展
開
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

茶
道
の
真
髄
は
自
分
を
も
て
な
す
こ
と

　

茶
道
は
「
お
も
て
な
し
の
心
が
大
切
」
と
言

わ
れ
ま
す
。「
お
も
て
な
し
の
心
」
と
い
う
と
、

サ
ー
ビ
ス
を
し
て
お
客
さ
ま
に
満
足
し
て
帰
っ

て
も
ら
え
ば
よ
い
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
さ
ら

に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
そ
の
先
に
「
自
分
自
身
へ

の
も
て
な
し
」
が
あ
り
ま
す
。

は
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
小
学
生
の
指
導
の
際
に
は
呼
吸
法
か

ら
教
え
ま
す
。
ま
ず
背
筋
を
伸
ば
し
、
お
腹
を

ゆ
っ
た
り
さ
せ
、
お
腹
の
下
に
手
を
当
て
ま
す
。

そ
の
次
に
鼻
か
ら
息
を
吸
い
、
口
か
ら
息
を
吐

き
ま
す
。
呼
吸
の
際
、
３
秒
間
吸
っ
て
２
秒
間

止
め
、
10
秒
〜
15
秒
か
け
て
ゆ
っ
く
り
息
を
吐

き
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
気
持
ち
が
落
ち

着
い
て
き
ま
す
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
静
か
な

気
持
ち
で
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

私
の
好
き
な
漢
字
一
字 —

—
 「

肚
ト
／
は
ら」

　

私
の
好
き
な
漢
字
は
「
肚
」
で
す
。
現
代
で

は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
漢
字
で
す
が
、

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は
よ
く
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
肚
」
は
「
腹
部
」「
心
の
中
」

と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、「
精
神
的
な
度
量
」

や
「
人
間
と
し
て
の
器
」
を
表
す
漢
字
で
も
あ

り
ま
す
。
度
量
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
す
る
慣

用
句
の
「
肚
が
大
き
い
」
な
ど
で
は
、
こ
の
漢

字
を
使
い
ま
す
。
昔
の
日
本
で
は
、
度
量
の
大

き
い
人
が
客
観
的
で
冷
静
な
判
断
が
下
せ
る
肚

の
で
き
た
人
間
と
し
て
、
一
人
前
の
大
人
と
認

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
先
程
の
呼
吸
法
を
行
っ
た
後
は
、

こ
の
「
肚
」
が
少
し
で
き
た
状
態
に
な
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
一
度
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

　

自
分
を
も
て
な
し
、
満
足
さ
せ
る
の
は
非
常

に
難
し
い
こ
と
で
す
。
他
人
に
対
し
て
は
嘘う

そ

や

ご
ま
か
し
が
き
い
て
も
、
自
分
に
は
き
き
ま
せ

ん
か
ら
ね
。
茶
道
は
自
分
が
「
こ
れ
で
よ
し
」

と
満
足
し
て
は
じ
め
て
、
お
客
さ
ま
に
実
践
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
お
客
さ
ま
を
通
す
こ

と
で
、
そ
れ
が
嘘
や
ご
ま
か
し
の
き
か
な
い
も

の
に
な
り
ま
す
。
茶
道
の
真
髄
は
他
人
を
通
し

て
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

生
き
方
の
目
標
と
す
る
漢
字
一
字 —

—
 「

燈
ト
ウ
／
ひ」

　

私
の
生
き
方
の
目
標
と
す
る
漢
字
は
「
燈
」

で
す
。「
燈
」
に
は
「
本
質
を
次
に
伝
承
す
る
」

と
言
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
は
昔
、

「
伝
統
」
の
「
統
」
は
「
燈
」
と
書
か
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

茶
道
は
よ
く
「
伝
統
文
化
で
あ
る
」
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
伝
統4

文
化
と
書
く
と
、
ど
う
し
て

も
「
硬
直
し
た
、す
で
に
決
ま
っ
た
形
を
伝
え
る
」

と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
そ
れ
を
伝
燈4

文
化

と
書
く
こ
と
で
「
燈

と
も
し
びを

受
け
継
ぐ
た
め
に
、
常

に
新
し
い
油
を
注
い
で
い
く
」
と
い
う
意
味
が

込
め
ら
れ
る
と
感
じ
ま
す
。

　

私
は
常
に
千
利
休
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、

「
も
し
現
代
に
利
休
さ
ん
が
生
き
て
い
た
ら
、
ど

ん
な
お
茶
を
す
る
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
続
け

な
が
ら
、
伝
燈
文
化
の
油
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
努

力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三千家のひとつ、武者小路千
家15代次期家元として 2003
年、「宗屋」を襲名する。慶應
義塾大学大学院修士課程修了

（中世日本絵画史） 。茶道具の
みならず古美術、現代アート
にも造詣が深い。

齋藤 孝さん

明治大学文学部教授

千 宗屋さん

茶道家
武者小路千家15 代次期家元

※本コーナーは、毎週日曜日9：45〜10：00にラジオ関西で放送された「池坊保子の一語一句」の内容をまとめたものです。
（齋藤孝さん：2010年9月30日収録、11月7日・14日放送　千宗屋さん2010年9月30日収録、11月21日・28日放送）
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の
年
の
世
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を
表
す
漢
字
一
字
を
全
国
か
ら
広
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募
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て
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す
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０
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０
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４
０
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３
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０
１
０

年
12
月
10
日
に
、
京
都
・
清
水
寺
の

森も
り

清せ
い

範は
ん

貫か
ん

主す

に
「
暑
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し
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い
た
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後
、
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音
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に
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納
す
る
儀
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を

行
い
ま
し
た
。

　

猛
暑
が
続
い
た
２
０
１
０
年
夏

は
、
各
地
で
平
均
気
温
が
観
測
史
上

最
高
と
な
り
、
人
々
の
健
康
や
生
活

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
ほ
か
、

熊
や
猿
が
人
里
に
出
没
す
る
な
ど
自

然
界
で
も
暑
さ
に
よ
る
異
変
が
目
立

ち
ま
し
た
。
一
方
、
チ
リ
の
鉱
山
で

起
き
た
落
盤
事
故
で
作
業
員
33
名
全

員
が
暑
い
地
中
か
ら
奇
跡
の
生
還
を

果
た
す
な
ど
、
希
望
や
感
動
を
与
え

て
く
れ
た
「
暑
」
も
あ
り
ま
し
た
。

過去最高の応募総数！
2010年の「今年の漢字®」は「暑」

2010年「今年の漢字」ベスト３
（応募総数　285,406 票）

1 位　「暑」　 14,537票
2 位　「中」　 5,810票
3 位　「不」　 4,721票

1級・準1級合格者のみなさまのさらなる学びを支援
　漢字・日本語を生涯にわたり学び続けておられる方を支援するため、平
成 23 年 4 月より「漢検生涯学習ネットワーク」を設立します。
　「漢検生涯学習ネットワーク」とは、1 級・準 1 級の合格者を対象とした
会員制の組織です。毎年各地で漢字や漢字文化に関するセミナーを開催す
るほか、定期的に通信を発行します。漢検上位級に合格された方たち同士
のつながりが持てるチャンスです。漢検ホームページ (http://www.kanken.
or.jp/) からご登録いただけます。登録された方には会員証をお送りします。

概要
会員の条件
日本漢字能力検定の 1 級もしくは準 1 級に合格された方
入会金・会費
なし（ただし、開催イベントにかかる費用をご負担いただく場合があります）
主な活動（予定）
漢字、漢字文化に関する生涯学習セミナーを年 2 〜 3 回程度開催予定
定期的な通信の発行（郵送もしくはメールマガジン）
会報誌の発行（会員からの投稿誌）
登録方法
詳しくは協会へお問い合わせください。
財団法人 日本漢字能力検定協会 開発部
TEL：0120-509-315（お問い合わせ窓口）
FAX：075-352-8311　E-MAIL：lifelong@kanken.or.jp

※そのほか、情報誌『漢検ジャーナル』や、日本漢字能力検定協会が開催する各種セミナーやイベ
ントのご案内などをお送りします。
※会報誌などの送付は、基本的に日本国内在住者の方のみとさせていただきます。

開始時期：平成 23 年 4 月 1 日より運営

「漢検生涯学習ネットワーク」設立のご案内

ショ／あつい
部首

意味

日
（１）あつい。気温が高い。「暑
気」「炎暑」「酷暑」

（２）あつい季節。特に、夏の
土用 18 日間。「暑中」「大暑」

　平成 22 年 11 月 30 日に新しい常用漢字表が内閣より告示されました。
　日本漢字能力検定では、新しい常用漢字表に合わせて審査基準を変更し、
新しい審査基準に基づく検定を平成24年度第1回検定より行います。なお、
平成 23 年度の各回検定は現行の審査基準に基づいて実施します。
　平成 24 年度第 1 回検定からの新しい審査基準の詳細については、平成
24 年度の検定日程とともに、平成 23 年 8 月ごろ発表します。

常用漢字表の改定に伴う
日本漢字能力検定の対応に関するお知らせ

出典：『漢検 漢字辞典』

○答え
問１：（9級）海・活・汽・池　（8級）泳・温・漢・決・湖・港・消・深・注・湯・波・油・洋・流

（7級）泣・漁・治・清・浅・法・満・浴　（6級）液・演・河・潔・減・混・準・測　（5級）沿・激・
源・済・洗・潮・派　（4級）汚・汗・況・沼・浸・沢・濁・淡・沖・澄・沈・滴・添・渡・濃・泊・
浜・浮・漫・溶・涙　（3級）滑・湿・潤・瀬・潜・滞・滝・泌・漂・没・滅・濫・浪・漏・湾　（2級）
渦・涯・潟・渇・渓・江・洪・溝・滋・漆・汁・渋・淑・渉・浄・津・漸・濯・漬・泥・洞・漠・沸・
浦・泡・涼

※参考：『漢検 漢字辞典』　※（　）内は日本漢字能力検定における対象級です。
※部首は『漢字必携2級』（財団法人 日本漢字能力検定協会発行）収録の
　「部首一覧表と部首別の常用漢字」による。

　小学校から高校卒業までに習う常用漢字※は 1945字
です。その中で最も漢字が多い部首は「氵（さんずい）」で、
103字あります。「氵」を部首とする漢字をできるだけ
多く書いてみましょう！

　2010年「今年の漢字」が「暑（ショ／あつい）」でした。
「暑」の部首は「日（ひ）」です。「日（ひ）または日（ひ
へん）」を部首とする常用漢字※をできるだけ多く書いて
みましょう！

問１

問２

例：池

例：晴 

※昭和56年内閣訓令・告示の「常用漢字表」による。

問２：「日（ひ）」（10級）早・日　（9級）春・星・昼　（8級）暑・
昔　（7級）景　（6級）易・旧・暴　（5級）暮　（4級）旨・旬・是・
曇・普・暦　（3級）暫・昇・晶　（2級）昆

「日（ひへん）」（9級）時・晴・明・曜　（8級）暗・昭　（7級）昨
（5級）映・暖・晩　（4級）暇　（2級）暁

　財団法人 日本漢
字能力検定協会で
は、平成 23 年３月
５日の理事会にお
いて、理事の互選
により髙坂節三が
新理事長に就任し
ましたことを報告
いたします。

新理事長
就任の報告

髙坂節三 理事長
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本コーナーでは、各界で活躍されている方に
「自分を支える漢字一字」などをテーマに、

それぞれの人生観・仕事観をお話しいただきます。

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。文化人・教育者が語る 私の一字

漢検トピックス

漢字クイズ 部首編？




