
お問い合わせ窓口

0120-509-315（無料）
月～金9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）　

Information

個人受検について
●「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、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）、全国の漢検取扱書店からお申し
込みください。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。

常用漢字表改定に伴い、平成24年度から漢検の審査基準を改定しました。
詳しい情報は漢検ホームページをご確認ください。

団体受検について
●「準会場」は、設置条件を満たしている学校や団体が自ら設けた団体受検
用の会場です。志願者が10人以上いれば、準会場として漢検を実施するこ
とができます。
●日曜日実施の準会場（★の日程）は、公開会場の検定時間に準じて実施し
てください。

【水仙・すいせん】
ヒガンバナ科の多年草で、
地中海沿岸原産。葉は平た
い線形。早春、長い茎の先
に白や黄色の六弁花を下向
きにつける。冬の季語。
（参考：『漢検 漢字辞典』）

本誌は、植物油
インキを使用して
います。

http://www.kanken.or.jp/

平成24年度（2012年度）「日本漢字能力検定」日程

平成25年度（2013年度）「日本漢字能力検定」日程
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団体受検 学校・塾や企業での実施をお考えの皆様へ

第3回 平成24年 11 月 1 日 （木）

検定日 会 場 実施級 受付開始日 申込締切日（協会必着）

準会場

準会場

公開会場

準会場

準会場

2～10級

2～10級

1～10級

2～10級

2～10級

平成25年 1 月 25 日（金）
平成25年 2 月 1 日（金）

平成25年 2 月 3 日 （日）

平成25年 2 月 9 日 （土）

★

平成24年 12 月 20 日（木）

平成24年 12 月 20 日 （木）

平成24年 12 月 25 日 （火）

平成25年 1 月 9 日 （水）

※検定日とその前日にあたる土、日は窓口を開設　※検定日・申込締切日は9：00～18：00

個人受検

第3回 平成25年 2 月 3 日 （日） 平成24年 11 月 1 日 （木）公開会場 1～10級 平成24年 12 月 25 日 （火）
検定日 会 場 実施級 受付開始日 申込締切日（協会必着）

※書店受付は平成24年12月19日（水）まで

受検をお考えの皆様へ

受検をお考えの皆様へ個人受検
検定日 会 場 実施級 受付開始日 申込締切日（協会必着）

公開会場

公開会場

公開会場

1～10級

1～10級

1～10級

平成25年 6 月 30 日 （日）
平成25年 10 月 27 日 （日）
平成26年 2 月 2 日 （日）

第1回

第2回

第3回

平成25年 4 月 1 日 （月）

平成25年 7 月 1 日 （月）

平成25年 11 月 1 日 （金）

平成25年 5 月 30 日 （木）
※書店受付は平成25年5月27日（月）まで

平成25年 9 月27 日 （金）
※書店受付は平成25年9月24日（火）まで

平成25年 12 月 24 日 （火）
※書店受付は平成25年12月18日（水）まで

団体受検 学校・塾や企業での実施をお考えの皆様へ

平成25年 7 月 1 日 （月）

平成25年 11 月 1 日 （金）

検定日 会 場 実施級 受付開始日 申込締切日（協会必着）

準会場

準会場

公開会場

準会場

準会場

準会場

準会場

公開会場

準会場

準会場

準会場

準会場

準会場

公開会場

準会場

準会場

2～10級

2～10級

1～10級

2～10級

2～10級

2～10級

2～10級

1～10級

2～10級

2～10級

2～10級

2～10級

2～10級

1～10級

2～10級

2～10級

平成25年 6 月 1 日 （土）
平成25年 6 月 14 日 （金）

平成25年 6 月 30 日 （日）

平成25年 7 月 12 日 （金）
平成25年 8 月 23 日 （金）
平成25年 10 月 18 日（金）

平成25年 10 月 27 日（日）

平成25年 11 月 1 日 （金）
平成25年 11 月 9 日 （土）
平成26年 1 月 24 日 （金）
平成26年 1 月 31 日 （金）

平成26年 2 月 2 日 （日）

平成26年 2 月 8 日 （土）

★

★

平成25年 5 月 1 日 （水）

平成25年 5 月 14 日 （火）

平成25年 5 月 30 日 （木）

平成25年 6 月 12 日 （水）

平成25年 7 月 23 日 （火）

平成25年 9 月 18 日 （水）

平成25年 9 月 27 日 （金）

平成25年 10 月 1 日 （火）

平成25年 10 月 9 日 （水）

平成25年 12 月 19 日 （木）

平成25年 12 月 19日 （木）

平成25年 12 月24日 （火）

平成26年 1 月 8 日 （水）

第1回 平成25年 4 月 1 日 （月）

第2回

第3回
★

KK19.24.D

コラム

季語に映し出される和の心

平成24年度 第1回
日本漢字能力検定 
問題抄録・標準解答（10級～1級）

頭の体操！漢字パズル＆クイズ

漢検トピックス
日本漢字能力検定 １級合格者発表
平成24年度 第1回 受検データ

文
これまでもこれからも特 集

日本語の奥深さに日本語の奥深さに

のせてのせて
をユーモア

タレント・コメディアン・大学非常勤講師

パックンさん

漢字VOICE

漢字で町づくり
全国各地の漢字教育への取り組み
漢字で町づくり
全国各地の漢字教育への取り組み

Vol.8
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日本語の奥深さに

タレント・コメディアン
大学非常勤講師

パックンさん

 

役
者
の
勉
強
の
た
め
に

 

始
め
た
お
笑
い
が

 

今
で
は
本
業
に

─
─
パ
ッ
ク
ン
が
日
本
で
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
を
目
指

し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
す
か
。

　

も
と
も
と
僕
は
役
者
志
望
で
し
た
。
今
か

ら
20
年
ほ
ど
前
、
日
本
に
留
学
し
た
友
人
が

文
部
省
（
現
：
文
部
科
学
省
）
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
中
学
校
の
英
語
教
師
に
な
り
、「
日
本
に
は

英
会
話
を
教
え
る
仕
事
が
あ
る
か
ら
来
な
い

か
」
と
誘
わ
れ
て
、
軽
い
気
持
ち
で
来
日
し

た
の
が
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ

で
、福
井
県
で
英
会
話
の
講
師
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
は
僕
が
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
は

る
か
に
暮
ら
し
や
す
く
、
自
然
に
溶
け
込
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
友
だ
ち
も
す
ぐ
で
き

た
し
、
劇
団
に
入
り
お
芝
居
も
さ
せ
て
も

ら
え
た
し
、
毎
日
が
と
て
も
充
実
し
て
い
ま

し
た
ね
。

　

福
井
で
2
年
半
過
ご
し
た
後
、
プ
ロ
の
役

者
を
目
指
す
た
め
に
上
京
し
ま
し
た
。
で
も
、

な
か
な
か
役
者
と
し
て
の
幅
が
広
が
ら
ず
、

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
役
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
た
め
に
は
、
日
本
語
の
使
い
方
や
ユ
ー
モ

ア
の
ツ
ボ
、
日
本
人
特
有
の
笑
い
の
セ
ン
ス

を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

役
者
の
勉
強
の
一
環
と
し
て
、
お
笑
い
を
始

め
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
本

業
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

─
─
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
と
し
て
喜
び
を
感
じ
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
で
す
か
。

　

ラ
イ
ブ
で
お
客
さ
ん
と
の
一
体
感
が
得
ら

れ
た
と
き
が
、
最
高
に
気
持
ち
い
い
で
す
ね
。

テ
レ
ビ
で
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
独
特
の

感
覚
で
す
。
ま
る
で
自
分
が
指
揮
者
で
、
お

客
さ
ん
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
団
員
よ
う
に

感
じ
る
瞬
間
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

そ
れ
に
、コ
メ
デ
ィ
ア
ン
は
自
分
の
失
敗
談

を
ネ
タ
に
し
て
笑
い
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
つ
ら
か
っ
た
こ
と
も
楽
し
い
こ
と
に
転

換
で
き
る
、と
て
も
素
敵
な
仕
事
だ
と
思
い
ま

す
。
用
意
さ
れ
た
台
本
を
演
じ
き
る
の
と
は
、

ま
た
違
う
喜
び
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
し
た

感
覚
を
一
度
味
わ
っ
て
し
ま
う
と
、
コ
メ
デ

ィ
ア
ン
の
仕
事
は
や
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
。

　

今
年
は
パ
ッ
ク
ン
マ
ッ
ク
ン
の
コ
ン
ビ
結
成

15
周
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
原
点
に
戻
っ

て
ス
ト
リ
ー
ト
ラ
イ
ブ
を
毎
月
や
っ
て
い
ま

す
。
マ
イ
ク
も
道
具
も
持
た
ず
、
そ
の
場
に

ど
れ
だ
け
の
人
を
集
め
ら
れ
、
い
か
に
一
体

感
を
作
り
上
げ
ら
れ
る
か
が
勝
負
で
す
。
通

常
、
ス
ト
リ
ー
ト
ラ
イ
ブ
で
は
お
金
を
い
た

だ
か
な
い
の
で
す
が
、
今
年
だ
け
は
お
金
を

い
た
だ
き
、
そ
れ
を
全
て
東
北
の
被
災
地
に

寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

日
本
語
の
勉
強
は

 

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー

 

み
た
い
な
も
の

─
─
パ
ッ
ク
ン
は
、
短
期
間
で
日
本
語
や
漢
字

を
覚
え
ら
れ
、「
日
本
語
能
力
試
験
１
級
」
も
、

わ
ず
か
2
年
で
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

こ
の
試
験
は
、
日
本
語
を
母
国
語
と
し
な

い
人
を
対
象
と
し
た
試
験
で
す
の
で
、
そ
れ

ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
2

年
で
取
得
し
た
ア
メ
リ
カ
人
は
あ
ま
り
い
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

１
９
４
５
字
（
当
時
）
も
の
常
用
漢
字
を

覚
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
来
日
し

た
当
初
は
、
と
て
も
無
理
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
で
も
、
日
本
語
の
勉
強
を
始
め
て
半

年
が
過
ぎ
た
こ
ろ
に
は
、
2
年
間
分
の
大
学

の
教
科
書
の
学
習
を
終
え
て
い
ま
し
た
の
で
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
た
め
に
は
、
や
は
り

本
を
読
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
、
ど
う
し
て
も
漢
字
を
覚
え
る
必
要
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

─
─
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
ん
な
に
早
く
日
本

語
や
漢
字
を
身
に
付
け
ら
れ
た
の
で
す
か
。

　

僕
は
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、
学
習
方
法
を
自

分
で
編
み
出
す
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
日

本
語
や
漢
字
の
勉
強
も
独
学
で
す
。
ま
ず
、

単
語
・
文
法
・
慣
用
表
現
を
覚
え
る
た
め
に
、

例
え
ば
〝
こ
れ
は
コ
ー
ヒ
ー
で
す
”〝
こ
れ
は

お
母
さ
ん
の
コ
ー
ヒ
ー
で
す
”〝
こ
れ
は
お
母 ユ

ー

モアを
のせて

ライブのよさは、自分が指揮者でお客さんがオーケストラのように感じられるとき！

漢字のもつ素晴らしい仕組みのおかげで、日本語を短期間で身に付けられました！

巻頭　　      
インタビュー

本コーナーでは、国内外で活躍されている方をゲストに迎え、
教育や言葉をテーマにお話を伺います。
今回のゲストは、ライブやテレビ、教育の現場など、
幅広い活躍で注目されているタレント・コメディアンのパックンです。

お客さんとの一体感を得られるライブは最高です！

ラスベガスで

英語漫才に

挑戦しました！

巻頭　　      
インタビュー ユ

日本語の奥深さに
をのせてーモア

１９７０年１１月１４日生まれ。アメリカ合衆国のコロラド
州出身。ハーバード大学を卒業したあと来日。吉田眞

とパックンマックンを結成。日米の文化をネタとした漫才で
人気を博し、その後、情報番組「ジャスト」（TBS）、「英
語でしゃべらナイト」（ＮＨＫ）で一躍有名に。４月からは「テ
レビで基礎英語」（Ｅテレ）などにもレギュラー出演。
コンビとしては、結成１５周年の今年、一年を通じて

ライブを行う。
公式サイト 

http://www.havmercy.co.jp/

PROFILE

パトリック・ハーラン さん
（Patrick  Harlan）

漢検ジャーナル　Vol.8 2漢検ジャーナル　Vol.83



さ
ん
の
友
だ
ち
の
冷
た
い
コ
ー
ヒ
ー
で
す
”

と
い
う
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
例
文
を
作
り
、

さ
ら
に
そ
れ
を
膨
ら
ま
せ
た
り
、
発
展
さ
せ

た
り
し
な
が
ら
練
習
を
し
ま
し
た
。

　

文
字
の
場
合
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
て

記
憶
し
ま
し
た
。
例
え
ば
「
は
」
の
文
字
は
、

僕
の
名
前
ハ
ー
ラ
ン
の
H
に
見
え
ま
し
た
し
、

「
き
・
キ
」
は
鍵（
キ
ー
）
の
形
に
似
て
い
る
、

と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
関
連
付
け

て
覚
え
て
い
き
ま
す
。

　

漢
字
も
同
じ
で
す
ね
。
例
え
ば
、
銅
は
錆さ

び
る
と
青
く
な
り
ま
す
の
で
、「
錆
」
と
い
う

文
字
は
、
錆
び
た
銅
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
論
理
的
で
分
か

り
や
す
い
で
す
よ
ね
。

　

漢
字
は
、
部
首
な
ど
の
パ
ー
ツ
の
意
味
を

捉
え
る
と
、
初
め
て
目
に
す
る
漢
字
で
も
そ

の
意
味
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

日
本
語
へ
の
興
味
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

僕
は
、
漢
字
の
も
つ
素
晴
ら
し
い
〝
仕
組
み
”

の
お
か
げ
で
、
短
期
間
の
う
ち
に
日
本
語
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

勉
強
は
、
い
わ
ば
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の

よ
う
な
も
の
。
初
め
は
急
な
上
り
坂
で
す
が
、

そ
こ
を
過
ぎ
る
と
後
は
し
ば
ら
く
楽
し
く
ス

ム
ー
ズ
に
、
ど
ん
ど
ん
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
日
本
語
の
能
力
は
、
漢

字
を
覚
え
る
こ
と
で
格
段
に
伸
び
て
い
く
ん

で
す
よ
。

 

ゲ
ー
ム
感
覚
で

 

日
本
語
の
面
白
さ
を
発
見

─
─
パ
ッ
ク
ン
か
ら
見
た
日
本
語
の
面
白
さ
と

は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
。

　

多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
は
日
本
語
に
対
し
て

難
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す

が
、
僕
か
ら
見
れ
ば
、
漢
字
と
い
う
こ
ん
な

に
も
面
白
く
て
便
利
な
ツ
ー
ル
が
あ
る
と
い

う
の
は
、
感
謝
す
べ
き
こ
と
な
ん
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
か
ら
友
人
や
親
戚
が
遊
び
に
来

る
と
、
僕
は
つ
い
日
本
語
の
面
白
さ
を
教
え

た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
歩
」
は
〝
少
し

止
ま
り
な
が
ら
進
む
”
と
か
、「
す
し
」
は
〝
魚

が
旨
い
”
と
書
い
て
も
、〝
寿
（
こ
と
ぶ
き
）

に
司（
つ
か
さ
ど
る
）”
で
も
「
す
し
」。
な
ん

て
素
敵
な
ご
は
ん
な
ん
で
し
ょ
う
！
っ
て
ね
。

　

ま
た
、
毎
年
、
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会

か
ら
発
表
さ
れ
る
、
一
年
の
世
相
を
表
す
漢

字
（
今
年
の
漢
字
）
に
も
、
日
本
人
の
さ
ま

ざ
ま
な
想お

も

い
が
込
め
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い

で
す
ね
。
漢
字
は
、
一
文
字
に
含
ま
れ
る
意

味
の
幅
が
と
て
も
広
い
の
で
、
そ
の
文
字
を

覚
え
た
ら
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
関
連
性
の
あ
る
言
葉
を
ゲ

ー
ム
感
覚
で
た
ど
っ
て
い
く
と
、
ま
た
新
し

い
言
葉
に
出
合
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
も
す
ご

く
楽
し
い
で
す
ね
。

─
─
日
常
生
活
の
中
で
、
紛
ら
わ
し
い
と
感

じ
る
日
本
語
は
あ
り
ま
す
か
。

　

外
国
人
が
紛
ら
わ
し
い
と
感
じ
る
言
葉
の

ひ
と
つ
に
「
冷
た
い
」
と
「
涼
し
い
」
が
あ

り
ま
す
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
全
く
別
の
感

覚
で
す
が
、
英
語
で
は
両
方
と
も
ク
ー
ル
か

コ
ー
ル
ド
、
ま
た
は
チ
リ
ー
で
す
の
で
、
お

店
で
「
涼
し
い
お
水
く
だ
さ
い
」
と
言
い
間

違
え
る
人
が
よ
く
い
ま
す
ね
。
ま
た
、
英
語

に
は
「
お
湯
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。
冷
た
い
お

水
（
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
）
と
温
か
い
お

水
（
ホ
ッ
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
）
と
し
か
言
い
ま

せ
ん
の
で
、
日
本
で
お
水
が
欲
し
く
て
「
冷

た
い
お
湯
を
く
だ
さ
い
」
と
注
文
す
る
外
国

人
も
い
ま
す
。

学
生
に
、
教
育
の
大
切
さ
や
ア
メ
リ
カ
と
日

本
の
教
育
の
違
い
、
異
文
化
交
流
の
話
、
外

国
語
の
習
得
法
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
講
義
を

し
て
い
ま
す
。
毎
回
テ
ー
マ
は
違
い
ま
す
が
、

僕
が
一
貫
し
て
伝
え
た
い
こ
と
は
、
受
け
身

で
は
な
く
何
事
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
取

り
組
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
せ
っ

か
く
勉
強
に
専
念
で
き
る
時
間
が
あ
る
の
で

す
か
ら
、
学
ん
だ
こ
と
を
し
っ
か
り
自
分
の

も
の
に
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

─
─
さ
ら
に
今
年
の
10
月
か
ら
、
東
京
の
大

学
で
も
非
常
勤
講
師
を
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

毎
週
1
回
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
国

際
関
係
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
義
を
し
て
い

ま
す
。
世
界
基
準
で
見
れ
ば
、
日
本
人
は
確

か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
ま
り
得
意

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
日
本
人
は
世
界

一
の
技
術
力
と
高
い
教
育
水
準
、
素
晴
ら
し

い
倫
理
観
と
道
徳
観
を
持
つ
国
民
で
あ
る
と

僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
成
長
で
き

る
要
素
が
そ
ろ
っ
て
い
る
国
は
、
他
に
は
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、

日
本
人
が
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
を
身
に
付
け
れ
ば
、
も
っ
と
勢
い
が
付
く

は
ず
で
す
。
不
足
し
て
い
る
の
は
、
積
極
的

に
自
分
の
思
い
を
伝
え
て
相
手
の
思
い
を
聞

き
入
れ
、
そ
れ
を
消
化
し
て
出
力
す
る
と
い

う
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
け
な
ん
で
す
よ
。

─
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
た
め
に

は
、ど
の
よ
う
な
教
育
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
。

　

日
本
の
教
育
は
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
と

て
も
多
く
、
僕
の
子
ど
も
も
、公
立
の
小
学
校

に
入
学
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

と
同
時
に
、学
校
の
授
業
が
終
わ
っ
た
ら
、
ア

メ
リ
カ
式
の
教
育
も
受
け
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

　

子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
の
は
、
た
と
え
先

生
が
話
を
し
て
い
る
途
中
で
も
「
そ
れ
は
違

う
」
と
思
え
ば
手
を
挙
げ
て
自
分
の
考
え
が

言
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
、

友
だ
ち
と
意
見
の
や
り
と

り
を
す
る
こ
と
で
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ

を
知
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
大
学
の
講
義
中
に
、

わ
ざ
と
間
違
っ
た
発
言
を
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に

気
づ
い
て
い
な
が
ら
手
を
挙
げ

な
い
学
生
を
指
名
す
る
ん
で
す
。〝
出
て
い
な

い
杭
”
を
打
ち
出
す
と
い
う
わ
け
で
す
。
ア

メ
リ
カ
に
「
き
し
む
車
輪
は
油
を
さ
し
て
も

ら
え
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、

何
事
も
自
ら
発
信
し
な
け
れ
ば
、
人
に
は
伝

わ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
今
の
学
生
や
子
ど
も
た

ち
に
は
ぜ
ひ
、
そ
う
い
う
積
極
性
を
身
に
付

け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
こ
れ
か
ら
も
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
と
し
て
、

と
き
に
は
大
学
講
師
と
し
て
、
機
会
あ
る
ご

と
に
ユ
ー
モ
ア
の
素
晴
ら
し
さ
や
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
「
大
き
い
」
と
「
高
い
」、「
着
る
」

と
「
履
く
」
の
使
い
分
け
や
、「
腹
が
立
つ
」

と
言
う
の
に
「
お
腹な

か

が
立
つ
」
と
言
わ
な
い

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
難
し
さ
は
あ
り
ま
す
。

で
も
、み
ん
な
が
「
熱
い
目
」
で
は
な
く
「
温

か
い
目
」
で
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
助

か
っ
て
い
ま
す
。

─
─
日
本
語
で
は
、
よ
く
擬
音
語
・
擬
態
語

を
使
い
ま
す
が
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
戸
惑
う

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

初
め
の
こ
ろ
は
、
例
え
ば
「
ち
く
ち
く
」

が
痛
さ
の
表
現
な
の
に
、
な
ぜ
「
ぴ
く
ぴ
く
」

や
「
ち
ゃ
く
ち
ゃ
く
」
は
違
う
の
か
が
な
か

な
か
理
解
で
き
ず
、
煩

わ
ず
らわ
し
く
感
じ
て
い
ま

し
た
。
僕
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
痛
そ
う
な
音

な
ん
で
す
よ
。
中
で
も
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、

物
音
が
し
な
い
状
態
を
音
で
表
す
「
シ
ー
ン
」

と
い
う
言
葉
で
す
ね
。

　

で
も
、
日
常
生
活
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
表

現
に
触
れ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
面
白
さ
が

分
か
り
、
自
分
で
も
使
い
た
く
な
っ
て
く
る

ん
で
す
。
今
で
は
適
当
な
表
現
が
浮
か
ば
な

い
と
き
は
、
勝
手
に
言
葉
を
作
っ
て
し
ま
い

ま
す
。「
こ
の
麺
、
み
ょ
ろ
み
ょ
ろ
し
て
る
」

と
か
ね
。
初
め
は
面
倒
で
も
、
そ
れ
が
便
利

な
ツ
ー
ル
に
変
わ
る
と
き
が
来
る
ん
で
す
よ
。

 

子
ど
も
が
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な

 

教
え
方
を
心
掛
け
て

─
─
子
ど
も
た
ち
が
勉
強
を
好
き
に
な
る
方
法

が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
は
子
ど
も
た
ち
の
好
奇
心
を
引
き
出

す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
先
生
も
親
も
、

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
楽
し
み
な
が

ら
教
え
る
と
い
う
姿
勢
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。

　

例
え
ば
、「
頭ず

蓋が
い

骨こ
つ

」
と
い
う
身
体
の
部
位

も
、
た
だ
名
前
を
教
え
る
だ
け
で
は
、
な
か

な
か
興
味
を
持
っ
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

で
も
「
頭
蓋
骨
の
中
に
は
、
身
体
を
動
か
す

ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
入
っ
て
い
る
ん

だ
よ
」
と
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
と
、
子
ど
も

た
ち
の
好
奇
心
の
芽
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
は
自
分
の
子
ど
も

に
も
、
い
つ
も
そ
う
や
っ
て
何
で
も
楽
し
み

な
が
ら
教
え
て
い
ま
す
。

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

 

楽
し
さ
や
大
切
さ
を
伝
え
た
い

─
─
現
在
、
神
奈
川
県
に
あ
る
女
子
大
学
の

非
常
勤
講
師
も
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

年
に
数
回
で
す
が
、
子
ど
も
教
育
学
科
の

学
習
は
、
大
人
も
子
ど
も
も

好
奇
心
を
持
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
大
切
で
す

日本語の奥深さをもっともっと知りたいね

巻頭　　      
インタビュー ユ

日本語の奥深さに
をのせてーモア

漢検ジャーナル　Vol.8 4漢検ジャーナル　Vol.85



と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

よ
り
多
く
の
情
報
を
よ
り
た
く
さ
ん
の
人

に
伝
え
る
た
め
に
は
、
紙
に
一
文
字
ず
つ
書

き
写
す｢

写
本｣

に
も
限
界
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
６
０
０
年
代
ご
ろ
に
、
中
国
で
木
板

に
文
字
を
彫
っ
て
墨
で
刷
る
「
木
版
印
刷
」

が
誕
生
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
短
時
間
に
た
く
さ
ん
の
書
物
を
印
刷
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
書
き
間
違
い
が
起
こ
り
や
す
い
写
本
の

短
所
を
解
決
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

現
存
す
る
印
刷
物
で
は
、
製
作
年
代
が
は
っ

き
り
と
判
明
し
て
い
る
世
界
最
古
の
も
の
と

し
て
、
日
本
の『
百ひ

ゃ
く

万ま
ん

塔と
う

陀だ

羅ら

尼に

』（
７
７
０
年
※

上
部
年
表
参
照
）
が
あ
り
ま
す
。

　

木
版
印
刷
は
素
晴
ら
し
い
技
術
で
各
地
に

普
及
し
ま
し
た
が
、
新
し
い
書
物
を
作
る
た

び
に
木
版
を
彫
る
労
力
は
大
変
な
も
の
で
し

た
。
そ
の
後
１
４
４
５
年
ご
ろ
、
ド
イ
ツ
人

で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
こ

の
木
版
印
刷
に
画
期
的
な
ア
イ
デ
ア
を
加
え
、

印
刷
技
術
を
一
変
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
が
判は

ん

子こ

と
同
じ
原
理
で
、
活
字
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
組

み
合
わ
せ
る
「
活
版
印
刷
」
の
発
明
で
す
。

　

彼
は
「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
書
物
ご
と
に

文
字
を
彫
る
の
で
は
な
く
、
一
文
字
ず
つ
木

　

私
た
ち
が
普
段
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使

っ
て
い
る
文
字
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
紀
元
前

３
０
０
０
年
ご
ろ
に
シ
ュ
メ
ー
ル
人
※
１
が
人

類
最
古
の
都
市
文
明
を
築
い
た
時
代
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
の
集
落
で
は
モ
ノ

の
取
り
引
き
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
内
容
を
記
録
す
る
必
要
性
が
出
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
シ
ュ
メ
ー
ル
人
は
、
商

品
を
表
す
絵
文
字
、数
字
を
表
す
記
号
、そ
し

て
そ
れ
ら
を
粘
土
板
に
刻
む
記
録
法
を
発
明

し
た
の
で
す
。
岩
や
洞
窟
の
壁
に
絵
を
刻
む

方
法
し
か
な
か
っ
た
時
代
と
比
べ
る
と
、
そ

れ
は
大
き
な
変
化
で
し
た
。
こ
の
粘
土
板
に

刻
ま
れ
た
絵
文
字
と
記
号
は
、
次
第
に
簡
略

化
さ
れ
、
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
で

楔く
さ

形び
が
た

文
字
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
ろ
古
代
エ
ジ
プ
ト
で

象
形
文
字
が
、
紀
元
前
１
５
０
０
年
ご
ろ
に

は
東
ア
ジ
ア
で
甲
骨
文
字
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
粘
土
板
に
刻
む
記
録
法
は
、
素

早
く
記
録
を
残
す
と
い
う
点
で
限
界
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
き
っ
か
け
が
、

紙
の
誕
生
で
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
パ
ピ

ル
ス
紙
、
中
国
で
は
紀
元
前
2
世
紀
ご
ろ
に

紙
が
発
明
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
粘

土
板
よ
り
は
る
か
に
簡
単
に
記
録
を
残
す
こ

特 集

これまでもこれからも

　　　　　 の歴史は続く

文
字
と
記
録
の
は
じ
ま
り

印
刷
機
発
明
の
原
動
力
は

「
人
に
伝
え
た
い
」
と
い
う

想お
も

い
の
チ
カ
ラ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ より早く、正しく、美しく伝えるために ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

監修／印刷博物館館長

樺山紘一氏
1941年東京都生まれ。歴史学者で専門は
西洋中世史、西洋文化史。東京大学大学
院人文科学研究科修士課程修了後、1990
年東京大学文学部教授、1998年文学部
長、2001年国立西洋美術館長などを歴任。
2005年より現職。

今日の私たちの生活に欠かせな

い文字と印刷は、インターネッ

トの普及や電子書籍の登場な

ど、テクノロジー変革期といわ

れる現代でもなお重要な役割を

果たし続けています。本コーナ

ーでは文字と印刷の歴史をテー

マに、これまでの人と文字・漢

字との関わり方に目を向けます。

※１：世界四大文明のひとつ、メソポタミア文明をつくりあげたとされる民族。

文字 印刷 と

文字 印刷 と
の歴史早見

年表

15000
年前ごろ

5000
年前ごろ

4800
年前ごろ

300
年代ごろ

600
年代ごろ

1450
年ごろ

グーテンベルク活版印刷機 木版 写本 パピルス

コーランの写本（年代不詳）グーテンベルク『42行聖書』（1455年ごろ） 百
ひゃく

万
まん

塔
とう

陀
だ

羅
ら

尼
に

（770年）

粘土板

アラビア語で
書かれたイスラ
ムの根本聖典。
グーテンベル
クの活版印刷
術の発明以降
もしばらくは、
印刷されること
がなかった。

グーテンベルク活版印刷機
（1450年ごろ／レプリカ）

甲骨文字（紀元前1500年ごろ／レプリカ）駿河版銅活字（1600年ごろ）

『42行聖書』はグーテ
ンベルクが活版印刷
技術を用いて印刷し
た世界初の印刷聖
書。ほとんどのページ
が42行の行組みであ
ることから、42行聖
書と呼ばれている。

確認できる世界最
古の印刷物。日本
の奈良時代に、国
家の安定と延命・
除災を祈願するため
に、100万個の小
塔に呪文を書きとめ
た陀羅尼を納めて、
10万基ずつ法隆寺
をはじめとした当時
の十大仏教寺院に
奉納された。

6〜8P写真提供：印刷博物館
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
版
印
刷
が
開
発
さ
れ
て

か
ら
約
４
０
０
年
後
、
つ
い
に
日
本
に
も
情

報
革
命
の
波
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を

先
導
し
た
の
が
、
日
本
の
近
代
活
版
印
刷
の

基
礎
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
本
木
昌
造
で
す
。

　

彼
は
外
国
か
ら
入
っ
て
き
た
印
刷
物
の
あ

ま
り
の
美
し
さ
に
感
動
し
、
１
８
４
８
年
に

オ
ラ
ン
ダ
船
が
積
ん
で
き
た
活
版
印
刷
機
を

仲
間
と
購
入
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
活
字
を

組
み
合
わ
せ
て
版
を
作
る「
組
版
」の
研
究
に

打
ち
込
み
ま
し
た
。
１
８
６
９
年
に
は
日
本

語
活
字
の
製
造
販
売
会
社
を
長
崎
に
設
立
し
、

ア
メ
リ
カ
の
技
術
者
を
招
い
て
高
度
な
活
字

製
造
法
を
学
ん
で
実
用
的
な
日
本
語
の
活
字

を
作
り
上
げ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
大
き

な
反
響
を
呼
び
、
日
本
で
は
活
字
を
作
る
会

社
が
次
々
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
１
８
６
８
年

か
ら
１
８
７
６
年
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
活

版
印
刷
の
書
物
は
約
３
６
０
０
点
に
の
ぼ
り
、

福ふ
く

沢ざ
わ

諭ゆ

吉き
ち

の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が
発
行
さ

れ
た
の
も
こ
の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

　

ま
た
書
物
だ
け
で
な
く
、
１
８
７
０
年
に

は
新
聞
、
１
８
８
５
年
に
は
日
本
銀
行
の
紙

幣
が
印
刷
・
発
行
さ
れ
る
な
ど
、
本
木
昌
造

の
功
績
は
日
本
の
印
刷
文
化
の
源
泉
と
な
っ

て
い
ま
す
。

に
活
字
を
彫
り
、
そ
れ
を
並
べ
て
繰
り
返
し

使
え
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
」
と
思
い
つ

い
た
の
で
す
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
は
連
日
、

活
字
作
り
に
没
頭
し
ま
し
た
。
し
か
し
木
で

は
す
ぐ
に
す
り
減
っ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か

思
う
よ
う
に
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
度
は

活
字
の
鋳い

型が
た

を
作
り
、
溶
か
し
た
金
属
を
流

し
込
ん
で
活
字
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
す
。
さ
ら
に
彼
は
ブ
ド
ウ
搾
り
機
に
ヒ
ン

ト
を
得
て
、
活
字
の
上
に
紙
を
の
せ
て
機
械

の
力
で
プ
レ
ス
す
る
印
刷
機
も
完
成
さ
せ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
活
版
印
刷
機
（
※

６
Ｐ
参
照
）
に
よ
り
、
書
物
を
安
く
早
く
大
量
に

印
刷
し
、
多
く
の
人
に
届
け
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
技
術
は
羅
針
盤
、

火
薬
と
と
も
に「
ル
ネ
サ
ン
ス
三
大
発
明
」

の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
日
本
で
も
、
宣
教
師
に
よ
っ
て

１
５
９
０
年
に
活
版
印
刷
機
が
輸
入
さ
れ
、

キ
リ
シ
タ
ン
版
と
い
わ
れ
る
本
が
刷
ら
れ
た

り
、
朝
鮮
半
島
由
来
の
技
術
に
基
づ
く
銅
活

字
に
よ
る
駿
河
版
と
い
わ
れ
る
本
が
徳
川
家

康
の
命
に
よ
っ
て
摺す

ら
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、

広
く
普
及
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
漢
字
を
含
む
日
本
語

は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
比
べ
文
字
数
が
多
い

た
め
、
活
字
を
そ
ろ
え
て
お
く
こ
と
が
困
難

で
あ
っ
た
こ
と
、
職
人
が
作
る
木
版
の
方
が

自
由
度
も
高
く
効
率
的
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

70
年
代
に
は
若
者
向
け
の
雑
誌
や
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
誌
、
女
性
誌
の
創
刊
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
素
早
く
、
大
量
に
印
刷
す
る
た
め

に
印
刷
機
の
開
発
・
改
良
が
進
み
ま
し
た
。

　

現
代
に
お
い
て
は
、
印
刷
へ
の
ニ
ー
ズ
は

さ
ら
に
多
種
多
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
写
真

や
イ
ラ
ス
ト
と
い
っ
た
図
版
を
美
し
く
見
せ

　

１
９
５
５
年
以
降
の
日
本
で
は
、
高
度
経

済
成
長
の
始
ま
り
と
と
も
に
広
告
ポ
ス
タ
ー

や
チ
ラ
シ
な
ど
の
印
刷
物
が
盛
ん
に
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
漢
字
の
一
字
に
限

っ
て
も
た
く
さ
ん
の
書
体
が
あ
り
、
シ
ー
ン

や
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
書
体
が

使
い
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
文

字
や
印
刷
は
〝
人
に
伝
え
る
”
と
い
う
大
き

な
役
目
を
担
い
、
新
た
な
時
代
と
と
も
に
さ

ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

る
高
画
質
化
へ
の
対
応
、
デ
ジ
タ
ル
印
刷
機

を
用
い
た
、
さ
ら
な
る
印
刷
の
高
速
化
へ
の

対
応
な
ど
で
す
。
ま
た
電
子
ブ
ッ
ク
と
い
う

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
も
誕
生
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
、
文
字
に
関
し
て
も
、
時
代
は

デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
※
２
へ
と
進
化
し
、
自
由

な
曲
線
で
美
し
い
書
体
を
簡
単
に
作
る
こ
と

末
に
も
組
み
込
ま
れ
、
私
た
ち
の
目
に
触
れ

な
い
日
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
、活
字
が
全
盛
だ
っ
た
１
９
５
０

年
ご
ろ
か
ら
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
時

代
に
至
る
ま
で
、
文
字
の
〝
読
み
や
す
さ
”

を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
文
字
の
読
み
や
す

さ
と
は
、〝
大
き
さ
や
太
さ
の
統
一
性
・
文

字
の
美
し
さ
・
漢
字
と
仮
名
の
調
和
”
な
ど

の
バ
ラ
ン
ス
（
※
参
考
２
）
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。

　

文
字
は
、
一
文
字
の
場
合
や
熟
語
、
単
文
、

あ
る
い
は
１
０
０
０
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
よ
う

　

私
た
ち
の
仕
事
は
、
漢
字
や
平
仮
名
な
ど

一
字
一
字
と
向
き
合
い
、
読
み
や
す
く
美
し

い
文
字
を
作
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
印
刷

用
の
活
字
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年

で
は
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
の
制
作
が
事
業
の

柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト

は
、
書
籍
は
も
ち
ろ
ん
多
く
の
新
聞
紙
面
に

も
使
用
さ
れ
、
近
年
は
テ
レ
ビ
の
テ
ロ
ッ
プ
、

ゲ
ー
ム
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
地
図
サ
ー
ビ
ス
、

医
療
機
器
、
車
載
機
器
な
ど
の
分
野
に
、
さ

ら
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

な
長
文
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
用
途
で
使
わ
れ
、

そ
こ
に
は
常
に
文
字
の
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
特
に
長
文
の
場
合
、
全
て
同
じ
大

き
さ
の
文
字
で
組
ん
で
し
ま
う
と
バ
ラ
ン
ス

が
悪
く
、
と
て
も
読
み
づ
ら
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、漢

字
を
少
し
大
き
く
し
て
、
平
仮
名
や
カ
タ
カ

ナ
は
少
し
小
さ
く
す
る
と
、
目
が
疲
れ
に
く

く
読
み
や
す
く
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
日
本
語
フ
ォ
ン
ト
を
提
供
す
る
た
め
に
、

常
に
一
字
一
字
と
向
き
合
っ
て
い
き
ま
す
。

　
…
文
字
を
作
る
際
に
ど
の
よ
う
な

　
　

想お
も

い
が
あ
り
ま
す
か
？

Ｑ

　
…
文
字
を
作
る
仕
事
と
は

　
　

ど
の
よ
う
な
仕
事
で
す
か
？

Ｑ

※２： コンピュータの画面に表示される文字
や印刷のためのデータ化された文字。

近
代
日
本
印
刷
の
父

「
本も

と

木き

昌し
ょ
う

造ぞ
う

」
の

情
熱
と
探
究
心

文
字
の
未
来
を

日
本
語
の
一
字
に
託
し
て

と
い
う
仕
事

読
み
や
す
く
、

美
し
い
書
体
を
目
指
し
て

株式会社モトヤは文字メーカーとして、これまでに
多くの活字・書体を作成してきました。近年では高
齢の方にも見やすいよう考慮した“ユニバーサルデ
ザイン対応フォント（※参考1）”などの開発にも取
り組んでいます。

株式会社モトヤ
代表取締役社長

古
ふる

門
かど

慶
けい

造
ぞう

さん

PROFILE

モトヤフォントライブラリー
モトヤのフォントライブラリーの一部を紹介します。

いろいろなデザインがあり、用途や状況によって使い分けられています。

　
　 

を
作
る

文
字
漢

字 1800
年代後半

1950
年代ごろ

1980
年ごろ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

サンデー毎日
（表紙：昭和１６年７月２７日号／
目次：昭和１６年１月１日号）

1922年に創刊された日本の老舗週刊誌。創
刊当時は活版印刷であった。

デジタルフォント

株式会社モトヤのデジタルフォント。デジタ
ルフォントはコンピューターやスマートフォン、
書籍や新聞に至るまで幅広く使われている。

活字見本帳（1877年）

本木昌造が作りあげた活字書体「築地体」の見本帳。

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

文字は一字一字の形状を考慮して、線の太さや配置、バランスを調整すると読みやすさが
向上します。

字面を９２％から９６％へ 太さの調整で、小さいサイズでの線切れを解消

バランスに配慮したデザインも読みやすさに関わります。参考2

字面（レターフェース）を大きくし、太さを調整するなどして
視認性を追求した“ユニバーサルデザイン対応フォント”。参考1

ワープロを中心に利用されていた、
24×24の576マスのドット（点）の
組み合わせで文字を表現したもの。

ドットフォント

と

ユニバーサルデザイン

パソコン ワープロ 写植機※ 活字 本木昌造印刷機

※ 印画紙に文字を配置し文章を作る
機械

※イラストは全てイメージです。
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全国の自治体が実施する漢字を通し
たアプローチ。教育はもちろん、地

域の子どもと大人たちのふれあいや街の
スポットとしてなど、漢字の学びが、街づ
くりに大きく役立っています。世界的に名高い漢学者・諸橋轍次博士を生んだ三条市は、

諸橋博士の偉業を後世に伝える記念館の運営をはじめとして、
漢字を身近に感じられる取り組みを行っています。

広島では地元テレビ局の開局記念
プロジェクトとして、平和への思いを込めた
一文字を広く募集しています。

漢字伝来に縁のある枚方市では、毎年「漢字文化祭」を開催。
小学生を中心に漢字力の向上と郷土愛の育成に力を入れています。

福井県では、地元出身の白
しら

川
かわ

静
しずか

博士が発表した学説「白川文字学」を活かし、
漢字学習に力を入れています。

地
元
の
名
士
に
ち
な
ん
だ

記
念
館
よ
り

　
『
大
漢
和
辞
典
』
編へ
ん

纂さ
ん

者
と
し
て
有
名

な
諸
橋
轍
次
は
、
三
条
市
庭
月
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
諸
橋
博
士
は
幼
少
の
こ
ろ

か
ら
漢
字
の
勉
強
に
励
み
、
東
京
高
等

師
範
学
校
に
進
み
ま
し
た
。
そ
の
後
、

大
学
教
授
と
し
て
人
材
の
育
成
に
努
め

る
ほ
か
、
漢
学
者
と
し
て
儒
学
の
研
究

を
進
め
多
く
の
著
作
を
発
表
し
ま
し
た
。

昭
和
35
年
（
1
9
6
0
年
）
に
は
全
13

巻
に
お
よ
ぶ
『
大
漢
和
辞
典
』
を
完
成

さ
せ
ま
し
た
。
平
成
4
年
（
1
9
9
2

年
）、
博
士
の
業
績
と
漢
字
文
化
の
発
信

を
目
的
と
し
て
「
諸
橋
轍
次
記
念
館
」

が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
三
条
市
で
は
こ

の
諸
橋
轍
次
記
念
館
を
中
心
に
、
小
中

学
生
の
漢
字
力
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

町
を
あ
げ
て
、

漢
字
を
楽
し
く
学
ぶ

　

枚
方
市
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら

漢
字
と
儒
教
を
伝
え
た
と
い
わ
れ

る
王わ

仁に

博
士
の
墓
と
さ
れ
る
史
跡

「
伝で

ん

王わ

仁に

墓ぼ

」
が
あ
り
、
漢
字
伝
来

に
深
い
縁
の
あ
る
町
で
す
。
市
が
開

催
す
る
漢
字
文
化
祭
で
は
、
小
学
生

を
対
象
と
し
た
漢
字
ク
イ
ズ
大
会

や
漢
字
に
ま
つ
わ
る
落
語
鑑
賞
、
漢

字
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
漢
字

を
学
べ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
漢
字
ク
イ
ズ
大

会
は
、
毎
年
多
く
の
小
学
生
が
参
加

し
て
漢
字
筆
記
テ
ス
ト
に
よ
る
予

選
を
行
い
、
そ
れ
を
通
過
し
た
子
ど

も
た
ち
で
本
選
を
行
う
本
格
的
な

も
の
で
す
。「
漢
字
の
ま
ち
枚
方
」

と
し
て
、
町
全
体
を
あ
げ
て
漢
字
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

思
い
を
込
め
て

つ
づ
る
一
文
字

　

67
年
前
に
原
爆
を
体
験
し
た
広
島
の

テ
レ
ビ
局
と
し
て
、
改
め
て
平
和
の
大

切
さ
を
訴
え
た
い
。
そ
の
思
い
か
ら
始

ま
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
平
和
へ
の
ひ

と
筆
〜
P
iece 

for 

Peace
〜

あ
な
た
の
思
い
が
世
界
を
か
え
る
」。

県
内
の
小
中
学
校
や
高
校
、
大
学
を
は

じ
め
、
地
元
の
自
治
体
や
企
業
で
の
イ

ベ
ン
ト
、
プ
ロ
野
球
や
J
リ
ー
グ
の

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
、
広
島
テ
レ
ビ
の

イ
ベ
ン
ト
や
番
組
の
企
画
を
通
し
て

平
和
へ
の
思
い
を
込
め
た
一
文
字
を

募
り
、こ
れ
ま
で
に
１
万
１
千
あ
ま
り

の
文
字
が
集
ま
り
ま
し
た
。
個
性
豊
か

に
筆
で
つ
づ
ら
れ
る
一
文
字
に
は
、
広

島
県
民
の
前
向
き
で
温
か
い
気
持
ち

が
込
め
ら
れ
、
見
る
人
に
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。

漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
へ
の
気
づ
き

　

漢
字
の
成
り
立
ち
を
説
く
「
白
川

文
字
学
」。
福
井
県
の
公
立
小
学
校

で
は
、
こ
の
「
白
川
文
字
学
」
を
活

か
し
た
漢
字
学
習
を
導
入
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
は
古
代
人
の
生
活

や
文
化
を
楽
し
く
想
像
し
、
現
代
の

生
活
や
文
化
と
の
つ
な
が
り
と
漢
字

同
士
の
つ
な
が
り
を
学
ぶ
こ
と
で
、

そ
の
お
も
し
ろ
さ
や
奥
深
さ
を
再
認

識
し
ま
す
。
白
川
文
字
学
を
活
か
し

た
漢
字
学
習
を
通
し
て
、
漢
字
や
言

葉
を
文
化
と
し
て
尊
重
す
る
心
が
育

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
漢
字
を
通
し
て
親
子
が
ふ

れ
あ
う
漢
字
講
座
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
、
漢
字
へ
の

興
味
を
高
め
る
事
業
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

漢学者・諸
も ろ

橋
は し

轍
て つ

次
じ

博士に
あやかって

「白川文字学」を活
い

かした
漢字への取り組み

b毎年 1 月に行われる
小学生漢字クイズ大会
の模様。「漢字マイス
ター」をめざし、漢字
力を楽しく競います。

d 記念館内は「ひと筋の道を歩む」
をテーマに、諸橋博士の軌跡をつづ
る略年譜から、それに関連する展示
へと続きます。

b 文字や漢字文化に親しみ、
漢字学習の励みとなるよう
に、三条市では漢検で優秀
な成績を収めた小中学生を
対象に、諸橋博士にちなん
だ「諸橋轍次博士 漢字検定
優秀賞」を授与しています。

北陸自動車道三条燕ICより国道289号線で
約50分「道の駅 漢字の里しただ」前

JR東三条駅前から「八木ヶ鼻温泉」行きバス
乗車、約50分後「諸橋轍次記念館前」停留所下車

漢字が生んだ日韓歴史
交流の拠点「伝王仁墓」
伝王仁墓に眠るとされる王仁博
士が、日本に漢字と儒教を伝え
たのは4世紀末といわれていま
す。書物『王

わ

仁
に

墳
ふん

来
らい

朝
ちょう

記
き

』をもと
に、享

きょう

保
ほう

16年（1731年）に「博
士王仁之墓」と刻んだ墓石が建
てられ、昭和13年（1938年）には
大阪府の史跡に認定されました。
王仁博士の生誕地とされる韓国
霊
よん

岩
あむ

郡
ぐん

とは、20年以上にわたり
歴史文化を中心に市民同士の
交流が続いています。

「白川文字学」の
生みの親、
白川静博士
　白川静博士は福井
県出身で、漢文学や

古代漢字学において世界的に著名な
東洋学者です。3000年以上前に使
われていたとされる甲骨文字などを
研究し、それまでの通説とは異なる
漢字の解釈を発表しました。古代中
国の生活様式や人々の考え方を通し
て、漢字本来の意味合いを読み解く
白川博士の学説は「白川文字学」と
呼ばれ、文化勲章を受章。日本だけ
ではなく海外の研究者からも高い評
価を受けています。

韓国からも修学旅行生が訪れるなど、
伝王仁墓は日韓交流の拠点のひとつに
なっています。

a 学校や職場、イベント会
場などで多くの方々が参加し
て、一文字に向き合いました。

bみんなのぬくもりであふ
れると、世界はきっと平和
になる。前向きで温かい、気
持ちの込もった文字を集め
る、参加型キャンペーンです。

c 広島に縁のある方々もこのプロジェ
クトに参加。思い思いの気持ちや願い
が一文字に込められています。

草
津
市
全
体
で
取
り
組
む

学
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

草
津
市
で
は
平
成
22
年
3

月
に
教
育
振
興
基
本
計
画
を

策
定
し
、「
子
ど
も
が
輝
く
教

育
の
ま
ち　

出
会
い
と
学
び

の
ま
ち　

く
さ
つ
」
の
実
現

を
目
標
と
し
ま
し
た
。
学
校

教
育
の
分
野
で
は
「
草
津
市

子
ど
も
が
輝
く
学
力
向
上
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
掲
げ
、
漢
検

を
は
じ
め
、
英
検
、
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
（
計
算
）
検
定
を
市
全

体
で
実
施
。
漢
検
に
向
け
た

学
習
方
法
は
各
学
校
が
独
自

に
行
う
ほ
か
、
教
育
委
員
会

か
ら
学
校
の
規
模
に
応
じ
て
、

携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
の
本
体
と

漢
検
対
応
ソ
フ
ト
の
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
は
、
基
礎
学
力

の
育
成
と
学
習
習
慣
の
確
立

に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、

保
護
者
か
ら
大
き
な
期
待
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

広島テレビ開局50年プロジェクト

「漢字のまち枚
ひら

方
かた

」が開催する
漢字文化祭

平和へのひと筆で漢字と向き合う

c 公立小学校での漢字学習導入にあ
たっては、県教育委員会が白川文字学を
活かしたさまざまな漢字学習教材を作成
して、県内の全小学校に配布しています。

b大人も楽しめる
ワークショップや、
古代文字を使っ
たカードゲーム、
紙コップを使った
工作などを通して
漢字への興味を
高めています。

c記念館には、諸橋博士の
偉業のひとつ『大漢和辞典』
の引き方体験や古典名言お
みくじ、漢字手のひらクイ
ズなど、子どもも大人も楽
しめる展示がたくさんあり
ます。

諸橋轍次記念館

　全国各地の　漢字教育への
取り　組み

漢 字
町づくり

で
広 島

大 阪 新 潟

福 井

滋 賀

全国各地の自治体が実施する漢字教
育への取り組み。子どもたちの漢字

学習はもちろん、地域の子どもと大人の
ふれあいの場や町の観光スポットとしてな
ど、町ぐるみの漢字教育の取り組みが学
びの場として地域に大きく貢献しています。
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熟語を探そう

頭の体操! 漢字パズル＆クイズ
家族みんなで、楽しい漢字パズル＆クイズ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。

出題：神藤浩史　イラスト：あきんこ　参考：『漢検 四字熟語辞典』

解答は 　23ページに掲載

❶口ぎたなくさまざまに悪口を言うこと

❷話し言葉と書き言葉を一致させて文章を書くこと

❸悪いことは評判になりやすいというたとえ

❹事がすんだあとで、それについての承諾をすること

❺必要なものを選び取り、不必要なものを捨て去ること

❻目先の違いにとらわれて、事柄の本質を理解しないこと

❼自分の主張や立場などの絶対的なよりどころとなる教訓や信条

❽環境に最も適したものが生き残り、適していないものは陶
とう

汰
た

されること

❾ 2つのものごとのうちどちらか1つを選ぶこと

初級

例題

中級

上級

まずは初級。三字熟語が６個隠れています。
全部見つかるかな？

少しレベルアップして中級。四字熟語が９個隠れています。
ヒントを頼りに探してみましょう。

冬 食 師
舌 将 走
漢 字 軍

さらに上級にチャレンジ。四字熟語が15個隠れています。
ヒントを頼りに探してみましょう。

今度は自分で問題を作って、友だちや家族に解いてもらおう！

❶ある人の顔の特徴をとらえて描かれた絵

❷身を守ってもらうために身辺につけておく人

❸とくに興味を引かれている事柄

❹先祖から子孫まで一族の系統が書かれている図

❺重大な出来事

❻現実にはありえない大げさなこと

❻さまざまに変化すること

❼他のものを自分の思うままに支配すること

❽女性が才能と容姿の両方に恵まれていること

❾物事がせっぱつまって危険な状態にあることのたとえ

10 ほとんど助かる見込みのない命がかろうじて助かること

　宇宙に存在するすべてのもの

　大勢の中の中心人物のこと

　ほとんど、おおかた

　長年経っても変わらないこと

　物事が完成していないさま

ヒント!

❶広く学問に通じ、才能が豊かなこと

❷大変待ち遠しいことのたとえ

❸刑罰・権威・意志などが極めて厳しいたとえ

❹とどまることなく急速に進歩すること

❺絶望的な状況のものを立て直すこと

ヒント!

● 師走  ● 漢字
● 冬将軍

ヒント!

三字熟語が＿個、四字熟語が＿個隠れています。
探してみましょう。

縦・横・斜めにつながるマスに熟語が隠れています。
ヒントを頼りに探してみましょう。

冬 食 師
舌 将 走
漢 字 軍

展 望 代 家 回 者
関 作 極 示 系 日
用 心 棒 解 弟 図
社 似 事 黒 体 一
員 兄 顔 右 司 大
人 行 劇 絵 空 事

悪 口 雑 言 文 一 致 金
日 事 史 刑 朝 十 六 科
状 後 千 別 剣 三 交 玉
茶 承 子 里 二 生 暮 条
飯 諾 天 適 者 生 存 四
墨 取 捨 選 択 瀬 者 吉
風 林 炎 山 一 世 一 台

11

12

13

14

15

十
中
八
九
嵐
鍵
麺
博

年
途
起
死
回
生
隠
学

一
半
森
一
枚
看
板
多

日
端
羅
生
羞
任
膝
才

千
変
万
化
殺
恥
台
色

秋
擬
象
七
断
与
心
兼

刃
霜
声
神
転
崖
奪
備

枕
魚
烈
語
退
八
絶
超

天
誰
不
日
進
月
歩
壁
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和
　

四
季
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
日
本
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
「
季
語
」
と
い
う

日
本
独
自
の
美
し
い
言
葉
で
表
現
し
て
い

ま
す
。

　

季
語
は
、
連
歌
と
俳
諧
、
俳
句
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
五
音
と
七
音
で
構
成

さ
れ
る
和
歌
は
、
古
代
の
日
本
で
は
貴
族
の

社
交
の
道
具
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

和
歌
と
並
行
し
て
楽
し
ま
れ
た
連
歌
は
、
上

の
句
（
五
・
七
・
五
）
と
下
の
句
（
七
・
七
）

を
別
々
の
人
が
交
互
に
詠
む
形
式
を
と
っ

て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
そ
の
ス
タ

イ
ル
か
ら
上
の
句
だ
け
を
読
む「
俳
諧
の
句
」

が
広
く
大
流
行
し
ま
し
た
。
そ
の
「
俳
諧
の

句
」
が
独
立
し
た
も
の
が
、
現
代
で
親
し
ま

れ
て
い
る
「
俳
句
」
の
原
点
で
す
。

　

季
語
は
、
春
の
時
候
（
気
候
・
天
候
の
表

現
）ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、「
春
浅
し
、初
春
、

早
春
、
立
春
、
仲
春
」
な
ど
の
多
く
の
言
い

回
し
が
あ
り
、
四
季
の
違
い
を
細
や
か
に
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
代
の
歳
時
記

に
は
、
四
季
折
々
の
情
景
を
表
す
季
語
が

５
0
0
0
語
以
上
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
季
語

や
名
句
に
は
日
本
人
の
細
や
か
な
感
性
が

映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

季語は旧暦※を元に分類されています。春は旧暦の１～３月、夏は４～６月、秋は７～９月、
冬は10～12月になります。名句とともに、時候の季語を学びましょう。

白き皿に 絵の具を溶けば 春浅し  夏目漱石『漱石全集』
解説　趣味の日本画を描こうと絵画用の白い皿に絵の具を溶いていると、春まだ浅
いあたりの気配がいくぶん薄ら寒い印象で感じられる。好きな趣味に打ち込みなが
らも、「春浅し」と受け止めている心境に、現実世界に対して漱石が抱えている一抹
の寂

せき

寥
りょう

が感じられる。

春浅し
　春早々の気配が漂い、暦の上ではもう春であるが、
気候はまだまだ肌寒く、春色はまだ整わない。降雪
もあり、木々の
芽吹きには間が
あるころである。

春の季語（時候）

寒
かん

明
あけ

、立春、早春、余
よ

寒
かん

、仲
ちゅう

春
しゅん

、啓
けい

蟄
ちつ

、彼
ひ

岸
がん

、晩春など春

暫
しば

時
らく

は 滝に籠
こも

るや 夏
げ

の初
はじめ

  芭蕉『おくのほそ道』
解説　洞穴のように窪んだ岩の頂上から、百尺も下の真っ青な滝つぼに一気に水が
落ち込む様子を岩屋の裏側に出て眺められることから「裏見の滝」と言い伝えられ
ている場所で、こうしてしばらく清浄な気持ちで時を過ごすのも、仏道修行の夏ごも
りの初めとしてである。

初夏
　夏の初めで立夏を過ぎ、陽暦なら５月、陰暦なら4
月のころを指す。空はからりと晴れ渡り、暑さもまだ
それほどではな
い。新緑のころ
のすがすがしい
季節である。

夏 夏の季語（時候）

薄
はく

暑
しょ

、盛夏、大暑、炎暑、夏至、晩夏、半
はん

夏
げ

生
しょう

、清
せい

和
わ

など

秋立つや 素
さ

湯
ゆ

香ばしき 施
せ

薬
やく

院
いん

  蕪村『蕪村句集』
解説　仏教の慈悲の思想に基づき、貧しい病者を治療するために聖武天皇の后・
光明皇后が創設し、平安時代まで存続した施薬院。その施設で、大釜に素湯を沸
かしている朝の風景と、立ち上る素湯の香ばしい香りに、立秋の季節感を受け取っ
ている様子が描かれている。

立秋
　二十四節気のひとつで、新暦の８月７日ごろにあた
る。暦の上ではこの日から秋になるが、残暑はまだ厳
しい。しかし朝
夕などは、秋の
気配がどことな
く感じられる。

秋の季語（時候）  
秋
しゅう

麗
れい

、新
しん

涼
りょう

、仲
ちゅう

秋
しゅう

、秋
あき

彼
ひ

岸
がん

、秋
しゅう

社
しゃ

、秋
しゅう

気
き

、秋深し、九
く

月
がつ

尽
じん

など秋

うす壁に づんづと寒が 入りにけり  一茶『七番日記』
解説　１年のうちで最も寒さが厳しくなる時期である寒は、小寒十五日、大寒十五
日と続き、暦の上では節分の日の寒明けまで続く。薄い壁を通して、室内にまで入
り込んでくるように肌で感じることもあるほどの寒さを、一茶独特のオノマトペ（擬
声語）で表している。

寒の入り
　1年のうちでいちばん寒さが厳しい「寒」に入る日
のこと。現在の１月６日ごろにあたり、この日から立春
前日（節分）ま
での約３０日間が

「寒」である。

冬 冬の季語（時候）

小雪、大雪、冬
とう

至
じ

、師
し わ す

走、数へ日、小寒、大寒、節分など

日本人の感性の豊かさ、季節感を美しく表現する漢字の奥深さに、俳句と季語の世界を通して触れてみましょう。

日
本
語
と
漢
字
の
奥
深
さ
を

再
発
見
で
き
る
季
語
の
世
界

※月の満ち欠けを基準とした旧暦は、地球の公転を基準とした新暦と約1ヵ月のずれがあり、例えば旧暦の1月は新暦の2月に相当すると考えられています。

参考資料：『俳句歳時記 第4版増補』（角川ソフィア文庫）　解説出典：『漱石俳句評釈』（明治書院）、『おくのほそ道　芭蕉・蕪村・一茶 名句集』（小学館）、
　　　　  『蕪村秀句』（春秋社）、山口新聞『四季風』2011年1月11日

時候の季語と
俳句

季語に映し出される の心

 “春”が隠れている言葉 鰆
さわら

、 椿
つばき

雑学メモ

 “秋”が隠れている言葉 鰍
かじか

、萩
はぎ

、秋
こす

桜
もす

、秋
さ

刀
ん

魚
ま

雑学メモ

 “夏”が隠れている言葉 榎
えのき

雑学メモ

 “冬”が隠れている言葉  鮗
このしろ

、 柊
ひいらぎ

雑学メモ
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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。

各トピックスの詳細は、漢検ホームページ（http://www.kanken.or.jp/）をご覧ください。

漢検トピックス

　

毎
年
夏
休
み

に
小
学
生
の
親

子
を
対
象
に
実

施
さ
れ
て
い
る

イ
ベ
ン
ト
、
朝

小
サ
マ
ー
ス
ク

ー
ル
。
今
年
は

8
月
2
・
3
日

に
学
習
院
女
子

大
学
、
7
日
に

武
庫
川
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
、
当
協
会
も

出
展
し
ま
し
た
。
漢
字
を
楽
し
く
学
ぶ
「
楽

漢
学
習
法
」
を
提
唱
す
る
卯
月
啓
子
先
生
に

よ
る
親
子
対
象
の
漢
字
教
室
、
漢
検
の
模
擬

問
題
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
実
施
。
参
加
者
か
ら

「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
声
を
多
数
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

企
業
に
お
け
る

「
漢
検
」資
格
活
用
状
況

調
査
の
ご
報
告

漢
検
C
B
T「
液
晶

サ
イ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
」

導
入
の
お
知
ら
せ

 『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、皆さまのお声をお寄せください。

頭の体操！ 漢字パズル＆クイズ
熟語を探そう

 『漢検ジャーナル』への感想募集中！

問題は　　12・13ページに掲載

6,055
228

78,580

126,730

43,694

78,051

57,248

28,593
22,26121,174

18,122

16,128

14,934

14,329

● 平成23年度総志願者数は2,290,400人

（人）

1,602 113

受検者数

合格者数

43,147

19,26518,622

0

常用漢字が
すべて読み書き
活用できるレベル

95.9% 89.0% 82.3% 87.6% 77.9% 73.3% 46.5% 44.5% 34.0% 24.5% 3.8% 7.1%合格率

10級
小学校1年生
修了程度

9級
小学校2年生
修了程度

8級
小学校3年生
修了程度

7級
小学校4年生
修了程度

6級
小学校5年生
修了程度

5級
小学校6年生
修了程度

4級
中学校
在学程度

3級
中学校
卒業程度

準2級
高校

在学程度

2級
高校卒業・大学
・一般程度

準1級
大学・一般
程度

1級
大学・一般
程度

50,000

100,000

183,153

81,547

平成24年8月22日現在

24,164
22,633

平成24年度 第1回 受検データ

受検者数：676,597人
合格者数：337,756人
平均合格率：49.9％ 検定情報

検定情報

『
ス
テ
ッ
プ
』10
〜
8
級
に

ワ
イ
ド
版
が
登
場
！

書籍案内

漢
字
・
日
本
語
教
育

研
究
助
成
制
度

23
年
度
報
告
書
完
成

漢漢研究支援

　

当
協
会
は
平
成
23
年
度
に
東
証
一
部
上
場

企
業
を
対
象
と
し
た
漢
検
資
格
活
用
状
況
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
の
結
果
、

1
1
6
社
が
新
卒
採
用
や
社
員
教
育
の
場
面

で
漢
検
を
活
用
し
て
い
る
と
い
う
実
態
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

漢
検
資
格
の
具
体
的
な
活
用
場
面
と
し
て

は
新
卒
採
用
が
最
も
多
く
、
言
語
力
だ
け
で

な
く
意
欲
や
熱
意
を
測
る
指
標
と
し
て
も
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

漢
検
C
B
T
と
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使

っ
て
日
本
漢
字
能
力
検
定
を
受
検
す
る
シ
ス

テ
ム
で
す
。
こ
の
た
び
、
漢
検
C
B
T
会
場

に
て
「
液
晶
サ
イ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
」
が
導
入

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
記
述
問
題
の

解
答
の
際
に
筆
跡
が
手
元
に
残
る
よ
う
に
な

り
、
従
来
よ
り
解
答
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

漢
検
C
B
T
の
検
定
日
や
会
場
は
漢
検
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

教
員
に
よ
る
漢
字
・
日
本
語
教
育
の
研
究

活
動
を
支
援
す
る
「
漢
字
・
日
本
語
教
育
研

究
助
成
制
度
」
の
平
成
23
年
度
報
告
書
が
完

成
し
ま
し
た
（
当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

閲
覧
可
）。
冊
子
『
漢
字・日
本
語
教
育
研
究
』

を
ご
希
望
の
方
は
当
協
会
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
平
成
25
年
度
の
募
集

は
、
平
成
25
年
春
ご
ろ
に
開
始
予
定
で
す
。

解答

中級

93,980

初級 上級

※活用場面が重複している場合は、それぞれの数に含む。 ※有効回答数590社

　

当
協
会
で
は
、
全
国
の
漢
字
同
好
会
を
支

援
し
て
お
り
、
平
成
25
年
度
か
ら
の
新
規
登

録
団
体
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
登
録
団
体
は
、

活
動
費
の
一
部
助
成
、
広
報
活
動
の
支
援
、

当
協
会
発
行
の
情
報
誌
の
提
供
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切
日

　

  

平
成
25
年
1
月
7
日（
月
）

※

協
会
必
着

小
学
生
向
け
イ
ベ
ン
ト

を
実
施
し
ま
し
た

イベント報告学習支援
「
漢
字
同
好
会
」活
動

支
援
制
度
25
年
度

新
規
登
録
団
体
募
集

＜東証一部上場企業116社における具体的な漢検活用場面＞

う 

づ
き

処遇において漢検を活用
（処遇＝資格手当の支給対象資格に
           含まれている場合）

社員教育におけるメニューの
ひとつとして漢検を活用

博学多才1 一日千秋2 秋霜烈日3

日進月歩4 起死回生5 千変万化6

生殺与奪7 才色兼備8 断崖絶壁9

九死一生10 森羅万象11 一枚看板12

十中八九13 十年一日14 中途半端15

悪口雑言1 言文一致2 悪事千里3

事後承諾4 取捨選択5 朝三暮四6

金科玉条7 適者生存8 二者択一9

似顔絵1 用心棒2 関心事3

家系図4 一大事5 絵空事6

新卒採用において評価指標の
ひとつとして漢検を活用

十 年 一 日 千 秋 刃 枕 天
中 途 半 端 変 擬 霜 魚 誰
八 起 森 羅 万 象 声 烈 不
九 死 一 生 化 七 神 語 日
嵐 回 枚 羞 殺 断 転 退 進
鍵 生 看 任 恥 与 崖 八 月
麺 隠 板 膝 台 心 奪 絶 歩
博 学 多 才 色 兼 備 超 壁

悪 口 雑 言 文 一 致 金
日 事 史 刑 朝 十 六 科
状 後 千 別 剣 三 交 玉
茶 承 子 里 二 生 暮 条
飯 諾 天 適 者 生 存 四
墨 取 捨 選 択 瀬 者 吉
風 林 炎 山 一 世 一 台

展 望 代 家 回 者
関 作 極 示 系 日
用 心 棒 解 弟 図
社 似 事 黒 体 一
員 兄 顔 右 司 大
人 行 劇 絵 空 事

キーボード問題

漢検CBTの受検画面

液晶サインタブレット
（手書き問題の様子）

❶ 1年3回の検定日に限定されず、都合の良い日程を選んで受検できます。
　※実施日と開始時間は会場によって異なります。
❷検定後約10日間を目安に検定結果が郵送にて通知されます。※年末年始等の連続休暇は除く。

手書き問題

漢検CBTのポイント

『漢検 漢字学習ステップ ワイド版』
10級・9級・8級 
各定価1,000円+税

　

漢
検
書
籍
『
漢
検　

漢
字
学
習
ス
テ
ッ

プ
』の
小
学
校
１
・
２
・
３
年
生
の
学
習
漢

字
を
対
象
と
し
た
10
級
・
９
級
・
8
級
に
、

さ
ら
に
書
き
込
み
や
す
く
な
っ
た
「
ワ
イ

ド
版
」（
Ｂ
５
判
）が
登
場
し
ま
し
た
。

　

一
字
一
字
学
習
で
き
る
従
来
の
内
容
は

そ
の
ま
ま
で
、
書
き
込
み
や
す
さ
を
追
求

し
ま
し
た
。
学
習
用
問
題
集
と
し
て
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
通
常
版（
Ａ
５
判
）も
好
評
発
売
中
で
す
。
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5社（4.3％）

50社（43.1％）

79社（68.1％）
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