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『ライフサイクルと漢字神経ネットワークの
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「漢字の手書き」の
楽しさと効能と
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WBC世界一に
導いた

巻頭イ ン タ ビ ュ ー

言葉の力

2023 WORLD BASEBALL CLASSIC ™ （WBC）で

３大会ぶり３回目の優勝を果たした日本代表・侍ジャパン。

監督として指揮を執った栗山英樹さんは、

北海道日本ハムファイターズの監督時代に

２度のリーグ制覇と、日本一も達成しています。

チームを“頂”へと導くために

個性と才能に満ちた選手とどう接し、

どのような思いで選手一人一人に言葉をかけているのか、

その結果どのように選手の心を動かしたのか、

野球に対する熱い思いとともに伺いました。
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Ｗ
Ｂ
Ｃ
で
選
手
に
伝
え
た

「
第
一
義
」に
込
め
た
思
い

―
思
い
を
選
手
に
伝
え
る
た
め
に
、
心

が
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
何
で
す
か
？

「
言
葉
に
し
な
い
と
い
け
な
い
」こ
と

と「
あ
え
て
言
葉
に
し
て
は
い
け
な
い
」

こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
者
の

場
合
、
当
然
、
本
心
の
言
葉
で
な
い
と
相

手
に
届
き
ま
せ
ん
。
無
意
識
に
使
っ
て
い

る
言
葉
や
心
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る

言
葉
で
し
か
、
実
際
は
伝
わ
ら
な
い
の
で

は
？　

と
感
じ
て
い
ま
す
。
心
で
思
っ
て

い
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
い
言
葉
に
し

て
伝
え
る
の
は
、
難
し
い
で
す
が
大
事
な

こ
と
で
す
か
ら
、
言
葉
選
び
に
は
と
て
も

気
を
つ
か
い
ま
す
。
使
い
こ
な
す
の
は
難

し
い
と
感
じ
つ
つ
も
、
僕
な
り
に
言
葉
を

探
し
、
思
い
が
き
ち
ん
と
伝
わ
る
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
。

―
栗
山
さ
ん
の
言
葉
か
ら
は
、
熱
い
思

い
や
情
熱
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

僕
は
平
気
で「
信
じ
て
い
る
」「
野
球
の

神
様
が
」と
口
に
し
ま
す
の
で
、
ま
わ
り

か
ら
は「
監
督
の
言
葉
、
く
さ
い
で
す
」と

よ
く
言
わ
れ
ま
す（
笑
）。
体
の
中
に
し
み

込
ん
で
い
る
言
葉
だ
か
ら
出
て
く
る
の

で
す
が
…
…
。

今
回
の
Ｗ
Ｂ
Ｃ
で
は
選
手
た
ち
に
直
筆

で
手
紙
を
書
き
、
最
後
に
自
分
で
彫
っ
た

消
し
ゴ
ム
印
を
押
し
ま
し
た
。
消
し
ゴ
ム

印
に
選
ん
だ
言
葉
は「
第
一
義
」で
す
。

“
も
っ
と
も
根
本
と
な
る
一
番
大
切
な
こ

と
”と
い
う
意
味
で
、
戦
国
時
代
に
軍い

く
さ

神が
み

と
呼
ば
れ
た
武
将
・
上
杉
謙
信
が
座
右

の
銘
と
し
た
言
葉
で
す
。
本
を
読
ん
で

知
っ
た
こ
の
三
文
字
が
、
無
意
識
の
う
ち

に
体
に
入
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

勝
つ
た
め
に
自
分
の
す
べ
て
を
尽
く
そ

う
と
い
う
僕
の
思
い
を
選
手
た
ち
に
伝

え
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉

だ
と
感
じ
ま
し
た
。

選
手
が
自
分
で

気
づ
け
る
よ
う
に
導
く

―
言
葉
が
正
し
く
伝
わ
っ
た
か
ま
で
確

認
さ
れ
ま
す
か
？

僕
の
言
葉
を
相
手
が
ど
う
受
け
止
め

る
か
は
、
正
直
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

「
片
思
い
を
し
つ
づ
け
る
」と
い
う
伝
え

方
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、

ど
う
伝
え
る
か
は
考
え
ま
す
が
、
ま
ず
は

「
相
手
の
た
め
に
尽
く
す
」と
い
う
気
持

ち
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

―
技
術
を
伝
え
る
言
葉
、
信
頼
を
得
る

言
葉
。
使
い
分
け
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

選
手
に
対
し
て
、
技
術
面
か
ら「
こ
う

す
れ
ば
い
い
の
で
は
」と
言
う
こ
と
は
あ

ま
り
な
い
で
す
ね
。
野
球
は
本
当
に
難
し

く
て
、
日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
で
10
年

間
監
督
を
務
め
て
も
、
何
が
正
解
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、「
正
し
い
」

と
は
言
わ
な
い
で
お
こ
う
と
決
め
て
い
ま

し
た
。
監
督
が
そ
う
言
う
と
、
選
手
た
ち

は
同
じ
や
り
方
を
し
な
い
と“
間
違
っ
て
”

い
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
の
可
能
性
を
潰

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
心
が
け
て
い
た
の

は
、
本
人
が
自
分
で
気
づ
け
る
よ
う
に
導

く
こ
と
で
す
。勉
強
に
例
え
る
と
、勉
強
自

体
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、勉
強
の“
や
り

方
”を
教
え
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
選

手
の
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
ど
う
手
伝
っ

て
あ
げ
る
か
を
常
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

1961年生まれ。東京都出身。創価高校、東京学芸大学を経て1984
年にドラフト外で内野手としてヤクルトスワローズに入団。俊足巧
打で1989年にゴールデングラブ賞を獲得。怪我や病気が重なり、
1990年のシーズン終了をもって現役を退く。引退後は解説者、ス
ポーツジャーナリスト、白鷗大学の教授として教

きょう

鞭
べん

を執るなど多岐
にわたり活躍。2011年11月、北海道日本ハムファイターズの監督
に就任。就任１年目でパ・リーグ制覇。2016年に２度目のリーグ制
覇と日本一に輝き、正力松太郎賞を受賞。2021年11月、監督退任。
2021年12月、侍ジャパン・日本代表監督に就任。2023年3月、
WBCで日本代表を世界一に導く。

野球監督

栗
くり

山
やま

英
ひで

樹
き

さん

P R O F I L E

自
分
の
中
の「
本
心
」の
言
葉
だ
け
が
伝
わ
る

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー
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野
球
は「
無
私
道
」。
心
に
は「
敬
」「
謙
」の
漢
字
を

自
分
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の

言
葉
の
強
さ
が
必
要

―
Ｗ
Ｂ
Ｃ
の
時
、
栗
山
さ
ん
の
一
言
で

選
手
が
変
わ
っ
た
な
、
と
感
じ
ら
れ
た
こ

と
は
？

そ
れ
は
な
い
で
す
。
僕
の
言
葉
で
選
手

が
急
に
変
わ
っ
た
り
、
良
く
な
っ
た
り
は

し
ま
せ
ん
か
ら（
笑
）。
で
も
、
短
期
間
だ

か
ら
こ
そ
、
素
早
い
決
断
と
短
い
言
葉
で

意
図
を
伝
え
る
こ
と
は
強
く
意
識
し
て

い
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
の
シ
ー
ズ
ン
に

三
冠
王
を
獲
っ
た
村
上
宗
隆
選
手
の
調

子
が
上
が
ら
ず
、
最
後
の
練
習
試
合
で
打

順
を
６
番
に
下
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は「
４

番
が
ダ
メ
だ
」と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

６
番
の
打
順
で
違
っ
た
景
色
を
見
て
ほ

し
か
っ
た
か
ら
で
す
。
長
く
一
緒
に
や
っ

て
い
る
選
手
な
ら
何
も
言
わ
ず
に
打
順

を
変
え
ま
す
が
、
短
期
決
戦
の
Ｗ
Ｂ
Ｃ
で

は
思
い
が
き
ち
ん
と
伝
わ
る
よ
う
に
丁

寧
に
説
明
し
ま
し
た
。

―
指
揮
官
の
言
葉
と
し
て
選
手
を
リ
ー

ド
す
る
強
さ
も
必
要
で
す
よ
ね
。

あ
え
て
相
手
が
納
得
で
き
な
い
よ
う

に
仕
向
け
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
選
手
と

い
う
よ
り
、
自
分
を
納
得
さ
せ
る
言
葉
の

強
さ
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
打
順

を
下
げ
た
時「
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
」

と
選
手
が
す
ん
な
り
受
け
入
れ
た
の
で

は
意
味
が
な
く
、
む
し
ろ
「
４
番
は
俺

だ
！　

監
督
、
何
や
っ
て
く
れ
て
る
ん

だ
！
」と
奮
起
さ
せ
た
い
の
で
、「
こ
う
い

う
理
由
で
、
僕
は
監
督
と
し
て
伝
え
る
ん

だ
」と
、
ま
ず
は
自
分
に
落
と
し
込
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

―
選
手
時
代
に
か
け
ら
れ
た
言
葉
で

心
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
？

ヤ
ク
ル
ト
ス
ワ
ロ
ー
ズ
に
入
団
し
た

１
年
目
、
２
軍
監
督
だ
っ
た
内
藤
博
文
さ

ん
か
ら「
ク
リ
、
人
と
比
べ
る
な
」と
言

わ
れ
て
本
当
に
救
わ
れ
ま
し
た
。
ド
ラ
フ

ト
で
球
団
か
ら
指
名
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
入
団
テ
ス
ト
を
受
け
て
プ
ロ
の
世
界

に
入
っ
た
僕
は
、
他
の
選
手
の
レ
ベ
ル
の

高
さ
に
圧
倒
さ
れ
、「
な
ん
で
プ
ロ
野
球

選
手
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ろ
う
…
…
」

と
毎
日
落
ち
込
ん
で
い
ま
し
た
。
で
も
、

内
藤
さ
ん
の
こ
の
一
言
で
、
他
人
と
比
べ

る
か
ら
苦
し
く
な
る
ん
だ
と
気
づ
き
、

す
っ
と
気
持
ち
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。
人

と
比
較
す
る
必
要
は
な
く
、
誰
に
ど
う
思

わ
れ
よ
う
と
関
係
な
い

―
。
そ
れ
を
教

え
て
く
れ
た
大
切
な
言
葉
で
す
。
僕
の
指

導
者
と
し
て
の
ベ
ー
ス
は
、
こ
の
言
葉
に

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

″
人
に
伝
え
る
〟仕
事
で

言
葉
の
重
み
を
さ
ら
に
実
感

―
子
ど
も
の
頃
か
ら「
野
球
ノ
ー
ト
」を

つ
け
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。
小
学
生
の

時
は
練
習
メ
ニ
ュ
ー
や
気
に
な
っ
た
プ

レ
ー
を
図
解
す
る
な
ど
さ
れ
て
い
た
そ

う
で
す
が
。

ノ
ー
ト
と
い
う
形
に
な
っ
た
の
は
高

校
か
ら
で
す
。
野
球
部
の
監
督
が
添
削
を

し
て
く
れ
て
習
慣
に
な
り
ま
し
た
。
言
葉

の
大
切
さ
を
よ
り
実
感
し
始
め
た
の
は
、

現
役
引
退
後
で
す
。
僕
は
本
当
に
ダ
メ
な

選
手
で
そ
れ
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
い

て
、
引
退
を
機
に
社
会
人
と
し
て
一
度
は

ち
ゃ
ん
と
し
た
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば

と
強
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ

キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
自
ら
原
稿
を
書
き
、

メ
デ
ィ
ア
で
話
を
す
る“
人
に
伝
え
る
”

仕
事
に
携
わ
っ
た
こ
と
で
、よ
り
一
層
、言

葉
の
重
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
手
書
き
で
ノ
ー
ト
を
つ
け
る
利
点
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

手
書
き
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
、
そ
の

瞬
間
に「
自
分
が
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」

を
明
確
に
感
じ
取
れ
る
気
が
し
ま
す
。
実

際
に
手
で
書
か
な
い
と
頭
に
入
ら
な
い

し
残
り
に
く
い
の
で
、
自
分
で
書
く
こ
と

は
と
て
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｗ
Ｂ
Ｃ
で
選
手
た
ち
に
手
紙
を
送
っ

た
話
を
し
ま
し
た
が
、
ラ
ー
ズ
・
ヌ
ー
ト

バ
ー
選
手
に
も
同
様
に
手
書
き
し
ま
し

た
。
翻
訳
し
た
英
文
も
添
え
て
も
ら
い
ま

し
た
が
、
僕
自
身
が
書
い
た
も
の
は
漢
字

を
交
え
た
日
本
語
で
す
。
漢
字
に
は
一
字

一
字
に
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
の
文

字
文
化
の
魅
力
が
あ
る
の
で
、
米
国
人
の

彼
が
た
と
え
読
め
な
く
て
も
、
文
字
に
込

め
た
僕
の
思
い
は
必
ず
伝
わ
る
と
信
じ

て
い
ま
し
た
。

″
守
り
文も

ん
じ字

〟は

生
き
方
の
指
針
に
な
る

―「
野
球
」を
漢
字
で
あ
ら
わ
す
な
ら
、

ど
の
よ
う
な
言
葉
を
選
び
ま
す
か
？

昭
和
初
期
に
野
球
が
日
本
に
入
っ
て

き
た
時
、
新
聞
は「
無
私
道
」と
い
う
言

葉
で
表
現
し
ま
し
た
。“
自
分
を
犠
牲
に

す
る
”と
い
う
意
味
で
、
僕
も
使
わ
せ
て

も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
野
球
選
手

に
は
そ
の
精
神
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
特

に
今
回
の
Ｗ
Ｂ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
は
こ
の

思
い
が
強
か
っ
た
で
す
。
人
は
何
の
た
め

に
生
き
て
い
る
の
か
と
考
え
る
と
、「
誰

か
の
た
め
」に
生
き
て
い
る
と
僕
は
考
え
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ま
す
。
誰
か
の
役
に
立
っ
た
り
力
に
な
れ

た
り
す
る
の
は
、
純
粋
に
嬉
し
い
こ
と
で

す
。
年
を
重
ね
る
ほ
ど
に
、「
生
き
て
て
良

か
っ
た
」と
感
じ
ま
す
。
だ
か
ら
野
球
を

漢
字
で
あ
ら
わ
す
な
ら
、「
無
私
道
」が

ぴ
っ
た
り
だ
と
思
い
ま
す
。

―
好
き
な
漢
字
を
一
字
挙
げ
る
な
ら
？

尊
敬
の「
敬
」、
謙
虚
の「
謙
」と
い
う

漢
字
は
好
き
で
す
ね
。
こ
う
い
う
漢
字
が

心
に
あ
る
と
勘
違
い
を
し
な
い
生
き
方
が

で
き
る
の
か
な
と
。
そ
う
言
い
な
が
ら
僕

は
ま
だ
ま
だ
勘
違
い
を
し
ま
す
が（
笑
）。

僕
は
若
い
選
手
に
漢
字
一
文
字
の「
守

り
文
字
」を
つ
く
り
な
さ
い
と
言
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
自
分
は
こ
う
い
う
人
に

な
る
、
と
か
１
年
間
こ
う
や
っ
て
頑
張
る

と
い
っ
た
思
い
を
漢
字
一
文
字
に
し
て

も
ら
い
ま
す
。
今
、
高
卒
で
入
っ
て
く
る

プ
ロ
１
年
目
の
選
手
の
教
育
係
を
務
め

て
い
ま
す
が
、
２
０
２
１
年
の
ド
ラ
フ
ト

で
入
団
し
た
達
孝
太
選
手
は「
稲
」と
い

う
漢
字
を
挙
げ
ま
し
た
。
理
由
を
尋
ね
る

と
、﹃
実
る
ほ
ど
頭
を
垂
れ
る
稲
穂
か
な
﹄

か
ら
引
用
し
た
、
と
。
選
手
た
ち
は
自
分

の
性
格
や
感
性
、
生
き
方
に
近
い
漢
字
を

選
ん
で
く
る
の
で
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。

人
間
と
し
て

生
ま
れ
た
こ
と
に
感
謝
を

―
最
後
に
、
中
学
生
や
高
校
生
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
の
監
督
時

代
、
な
か
な
か
勝
て
な
い
時
期
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
は
競
走
馬
と
し
て
一
世

を
風ふ

う

靡び

し
た
デ
ィ
ー
プ
イ
ン
パ
ク
ト
を
訪

ね
て
、「
お
い
デ
ィ
ー
プ
、
勝
ち
方
を
教
え

て
く
れ
！
」と
問
い
か
け
た
も
の
で
す
。

木
を
よ
じ
登
る
ク
ワ
ガ
タ
に「
お
前
、
頑

張
っ
て
る
な
！
」と
話
し
か
け
る
こ
と
も
。

そ
ん
な
時
に
ふ
と
思
う
の
は
、
僕
た
ち
人

間
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
い
る
の
は

奇
跡
か
も
し
れ
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。

ヒ
ト
と
動
物
や
虫
の
遺
伝
子
は
、
約
80
％

が
共
通
し
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
人
間
と

し
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
す
ご
い
こ

と
だ
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

何
か
に
挑
戦
し
、
失
敗
し
て
心
が
折
れ

る
の
も
人
間
だ
か
ら
こ
そ
。
く
じ
け
た
り

落
ち
込
ん
だ
り
す
る
時
期
が
あ
っ
て
も

い
い
。
そ
の
時
に
、
人
間
と
し
て
生
き
て

い
る
こ
と
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
か
を

感
じ
ら
れ
れ
ば
、
ま
た
前
進
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
、
自
分
を
傷
つ
け
た
り
、
自
ら
を

ダ
メ
に
し
た
り
す
る
こ
と
だ
け
は
し
な

い
で
ほ
し
い
。
幕
末
の
思
想
家
・
吉
田
松

陰
が
言
っ
た「
人
間
た
る
も
の
、
自
分
へ

の
約
束
を
破
る
者
が
も
っ
と
も
く
だ
ら

ぬ
」と
い
う
言
葉
も
伝
え
た
い
で
す
ね
。

自
分
で
決
め
た
こ
と
は
や
り
通
す
、
自
分

と
の
約
束
は
何
が
何
で
も
守
り
抜
く
―
。

そ
ん
な
強
い
心
を
持
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー
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（
公
財
）日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
と

京
都
大
学
が
2
0
1
7
年
か
ら
５
年

間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト『
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
漢
字

神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
学
際
研
究
』で

は
、
漢
字
能
力
は
「
読
字
（
漢
字
を
読
む

力
）」「
書
字
（
漢
字
を
書
く
力
）」「
意
味
理

解
（
漢
字
の
意
味
を
理
解
す
る
力
）」の
３
つ

の
要
素
か
ら
成
り
、「
書
字
」能
力
だ
け

が
、
文
章
を
書
く
力
と
関
連
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
米
国
の
研
究
で
は
、
若
い
頃

に
文
章
を
書
く
能
力
が
高
か
っ
た
人

ほ
ど
、
高
齢
期
に
認
知
症
の
進
行
に
抵

抗
す
る「
認
知
予
備
能
」が
機
能
し
て

い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
結
果
か
ら
見
え
た
、
漢
字
を
手
書
き

で
学
ぶ
楽
し
さ
や
効
能
を
、
本
研
究
メ

ン
バ
ー
の
大
塚
貞
男
先
生
と
漢
字
研

究
の
第
一
人
者
で
あ
る
笹
原
宏
之
先

生
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

手
書
き
と
い
う
行
為
が

脳
を
活
性
化
さ
せ
る

―
本
研
究
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
漢
検

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
分
析
で
は
、
漢

字
能
力
は「
読
字
」「
書
字
」「
意
味
理
解
」

の
３
要
素
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

笹
原
　
漢
字
は
昔
か
ら「
形
・
音
・
義（
意

味
）」か
ら
成
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
能
力
に
関
連
さ
せ
た
場
合
、「
書
字
」

「
読
字
」「
意
味
理
解
」に
落
ち
着
く
と
さ

れ
て
、
書
字
能
力
が
文
章
を
書
く
力
と
関

わ
る
と
検
証
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
興
味
深

い
で
す
ね
。
私
の
人
文
科
学
の
分
野
で
も

こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
実
証
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。

大
塚
　
研
究
を
始
め
る
以
前
か
ら
、
時
代

的
に
文
字
を
書
く
機
会
が
少
な
く
な
っ
て

い
る
と
常
々
感
じ
て
い
ま
し
た
。
手
書
き

を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
脳
の
機
能
に
ど

う
影
響
す
る
の
か
と
素
朴
に
疑
問
に
思

い
、
過
去
に
こ
う
し
た
研
究
が
あ
っ
た
の

か
を
調
べ
て
み
る
と
、
意
外
に
も
大
き
く

踏
み
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

―
３
つ
の
漢
字
能
力
の
中
で
も
、「
書

字
」能
力
だ
け
に
、
文
章
を
書
く
力
と
の

関
連
性
が
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

笹
原
　「
書
字
」で
思
い
出
す
の
は
小
学

生
時
代
の
漢
字
学
習
で
す
ね
。
当
時
は
昭

和
で
す
か
ら
デ
ジ
タ
ル
端
末
な
ど
は
な

く
、
漢
字
テ
ス
ト
で
間
違
え
る
と
先
生
に

「
ノ
ー
ト
に
10
回
書
き
な
さ
い
」と
練
習

｢｢漢字の 手書き漢字の 手書き」」のの
 楽しさ と効能と 楽しさ と効能と

京都大学 漢検 研究プロジェクト

『ライフサイクルと漢字　神経ネットワークの学際研究』
の結果にもとづく 特 別 対 談

大塚 貞男（おおつか さだお）
人間健康科学博士（京都大
学）、公認心理師、臨床心理
士。精神科病院や総合病院な
どでの勤務を経て、2017年よ
り現職。公益財団法人 日本
漢字能力検定協会の協力を受
けて「漢字神経ネットワーク」
の研究プロジェクトに参加し、
漢字能力に関する解析、漢字
の手書きが脳や心にもたらす
様々な効果の検証を行ってい
る。『精神科臨床とリカバリー
支援のための認知リハビリ
テーション：統合失調症を中
心に』などの共著書も。

大塚 貞男 先生
京都大学 医学部附属病院 
精神科神経科 特定助教
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さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
い
か
に
楽
を
す
る
か

に
知
恵
を
絞
り
、
ま
ず
左
側
の
偏
だ
け
を

書
き
、
あ
と
か
ら
右
側
の
つ
く
り
を
埋
め

る
と
い
う
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
方
式
で
書
い

た
り
し
て
い
ま
し
た
。

大
塚
　
私
も
書
い
て
覚
え
る
漢
字
学
習
は

好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
気
持
ち

が
乗
り
ま
せ
ん
し
、
何
度
も
書
く
と
手
も

疲
れ
ま
す
。

笹
原

大
学
生
に
そ
ん
な
思
い
出
話
を
す

る
と
、
実
は
彼
ら
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

し
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
漢
字

を
習
得
す
る
能
力
や
ス
ピ
ー
ド
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
す
。
個
々
に
合
っ
た
習
得
法
を
用

い
る
こ
と
が
大
切
で
、
一
律
に
何
個
も
書

か
せ
る
指
導
で
は
漢
字
嫌
い
を
助
長
し
か

ね
ま
せ
ん
よ
ね
。

大
塚

そ
う
し
た
指
導
を
受
け
て
こ
ら
れ

た
笹
原
先
生
が
、
次
第
に
漢
字
の
魅
力
に

惹
か
れ
て
い
っ
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
?

笹
原

書
か
さ
れ
る
の
は
苦
痛
で
し
た

が
、
家
で
自
ら
興
味
を
も
っ
て
漢
和
辞
典

を
開
い
た
り
、
あ
え
て
夥

お
び
た
だし

い
画
数
の
漢

字
を
選
ん
で
書
き
写
し
た
り
す
る
の
は
好

き
で
し
た
。
な
ぜ
ワ
ク
ワ
ク
し
た
の
か
考

え
る
と
、
漢
字
は
一
点
一
画
の
組
み
立
て

で
成
り
立
っ
て
い
て
、
一
字
一
字
手
書
き

で
再
現
す
る
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。「
こ
の
組
み
合
わ
せ
だ
か

ら
こ
の
音
で
読
む
の
か
」「
だ
か
ら
こ
の

意
味
に
な
る
の
か
」と
考
え
る
の
も
楽
し

く
、
書
い
て
い
る
と
歴
史
を
追
体
験
し
て

い
る
よ
う
な
感
覚
に
も
な
り
ま
し
た
。

大
塚
　
や
は
り
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
大
事

で
す
ね
。
笹
原
先
生
の
よ
う
に
ワ
ク
ワ
ク

で
き
る
も
の
が
見
つ
け
ら
れ
た
ら
、
漢
字

学
習
に
意
欲
的
に
取
り
組
め
る
と
思
い
ま

す
し
、
そ
う
い
う
も
の
に
気
づ
か
せ
て
あ

げ
ら
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

―「
書
字
」能
力
だ
け
に
、
文
章
を
書
く

力
と
関
連
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
要
因
を
ど
う
推
測
さ
れ
ま
す
か
。

大
塚
　
書
字
を
習
得
す
る
の
は
思
い
の
ほ

か
大
変
な
作
業
で
す
。
漢
字
の
複
雑
な
形

を
注
意
深
く
見
て
、
読
み
方
や
意
味
を
意

識
し
て
、
ど
ん
な
文
脈
で
使
え
る
か
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
書
く
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
が
高

度
な
言
語
能
力
の
発
達
に
つ
な
が
る
の
で

は
と
考
え
て
い
ま
す
。

笹
原
　「
読
字
」は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
=
内
側

に
向
か
う
も
の
で
、
書
け
な
く
と
も
読
め

る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
り
ま
す
。
ス

ペ
ル
を
知
ら
な
く
て
も
英
語
が
読
め
る
の

と
同
じ
で
す
。
対
し
て「
書
字
」は
、
能
力

｢｢漢字の 手書き漢字の 手書き」」のの
 楽しさ と効能と 楽しさ と効能と

京都大学 漢検 研究プロジェクト

『ライフサイクルと漢字　神経ネットワークの学際研究』
の結果にもとづく

笹原 宏之（ささはら ひろゆき）
文学博士（早稲田大学）。国立
国語研究所主任研究官など
を経て現職。国字研究の第一
人者として知られ、常用漢字、
人名用漢字の選定にも関わ
る。文部科学省文化庁文化
審議会国語分科会漢字小委
員会元副主査。漢字辞典の
編者。『なぞり書きで脳を活
性化 画数が夥しい漢字121』
（大修館書店）、『謎の漢字
―由来と変遷を調べてみれ
ば』（中央公論新社）、『漢字
ハカセ、研究者になる』（岩波
書店）など漢字にまつわる著
書多数。

特  集

笹原 宏之 先生
早稲田大学 社会科学総合学術院
（社会科学部・社会科学研究科）教授
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の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
必
要
で
、
正
確
な
思

考
や
記
憶
が
な
い
と
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま

せ
ん
。「
読
む
」と「
書
く
」は
１
対
１
で
対

応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
労
力
を
要
す
る
の
は
後
者
で
、
だ
か

ら
こ
そ「
文
章
を
書
く
力
」に
つ
な
が
る

の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
推
測
に
は
共
感

で
き
ま
す
。

大
塚
　
さ
ら
に「
書
字
」は
、
文
字
を
見
る

視
覚
、ペ
ン
を
持
っ
て
紙
に
触
れ
る
触
覚
、

手
を
動
か
す
動
作
な
ど
が
伴
い
、
そ
れ
ら

の
連
動
で
脳
が
活
性
化
さ
れ
ま
す
。
笹
原

先
生
は
漢
字
の
一
点
一
画
の
組
み
立
て
に

注
目
さ
れ
、
手
書
き
で
再
現
す
る
こ
と
に

楽
し
さ
を
感
じ
て
い
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
一
連
の
作
業
を
通
し
て
脳
が
刺

激
さ
れ
、
様
々
な
気
づ
き
を
得
な
が
ら
記

憶
も
促
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

笹
原
　
科
学
的
な
研
究
の
見
ら
れ
な
か
っ

た
当
時
は
単
純
に
書
く
こ
と
が
楽
し
い
と

感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
脳
は
そ
う
し
た
刺

激
を
受
け
て
い
た
の
で
す
ね
。
漢
字
を
書

い
て
い
る
時
は「
こ
ん
な
形
だ
っ
た
ん
だ
」

と
い
う
発
見
が
あ
り
、書
き
終
え
る
と「
完

成
し
た
」と
納
得
で
き
る
。
ワ
ク
ワ
ク
感

と
達
成
感
が
相
ま
っ
て
脳
は
さ
ら
に
活
性

化
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

書
く
能
力
と
認
知
症
と
の

関
係
性
も
明
ら
か
に

―
本
研
究
で
は
、
若
い
頃
に
豊
富
な
語

彙
を
用
い
て
文
章
を
書
い
て
い
た
人
は
認

知
予
備
能
が
機
能
し
、
認
知
症
の
発
症
リ

ス
ク
が
抑
え
ら
れ
る
と
い
う
米
国
の
研
究

「
ナ※

ン
・
ス
タ
デ
ィ
」に
も
着
目
し
て
い
ま
す
。

笹
原
　
非
常
に
興
味
深
い
研
究
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
私
に
限
ら
ず
子
育
て
の
経
験
が

あ
る
人
は
、
遊
び
盛
り
の
子
ど
も
を
自
由

に
遊
ば
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
反
面
、

受
験
な
ど
の
現
実
が
迫
る
と
勉
強
に
重
き

を
置
き
ま
す
。こ
の
研
究
報
告
に
よ
る
と
、

学
齢
期
の
学
び
は
本
人
が
高
齢
に
な
っ
た

時
に
も
生
き
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

大
塚
　
も
ち
ろ
ん
個
人
差
や
遺
伝
的
な
要

因
も
あ
り
、
発
症
を
抑
え
る
こ
と
自
体
は

難
し
い
面
も
あ
り
ま
す
が
、
若
い
頃
に

し
っ
か
り
と
脳
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
将

来
の
認
知
機
能
の
維
持
に
少
な
か
ら
ず
影

響
が
あ
る
こ
と
を「
ナ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
」は

示
唆
し
て
い
ま
す
。

笹
原
　
超
高
齢
社
会
の
到
来
を
考
え
る

と
、
特
に
書
く
能
力
と
認
知
症
と
の
関
係

に
目
を
向
け
ら
れ
た
の
は
大
き
な
意
味
を

持
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
塚
　
子
ど
も
の
頃
に
し
っ
か
り
と
漢
字

を
学
び
、
文
章
を
書
い
て
き
た
人
は
、
歳

を
重
ね
て
も
思
考
を
働
か
せ
て
行
動
す
る

機
会
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
大
切
な
の
は

そ
れ
を
生
涯
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
見
地

に
立
て
ば
、
今
も
手
書
き
を
大
切
に
さ
れ

て
い
る
笹
原
先
生
は
、
最
も
認
知
症
か
ら

遠
い
存
在
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

笹
原
　
本
当
で
す
か
⁉ 　

普
段
か
ら
と
ぼ

け
た
こ
と
は
よ
く
言
っ
て
い
ま
す
が（
笑
）。

例
え
ば
、
板
書
中
、
漢
字
を
思
い
出
せ
な

い
時
に
、「
私
の
場
合
、
た
く
さ
ん
漢
字
を

記
憶
し
て
い
る
分
、
不
利
な
ん
だ
」な
ん

て
。「
そ
れ
は
言
い
訳
に
す
ぎ
ま
せ
ん
！
」

と
学
生
に
突
っ
込
ま
れ
て
い
ま
す（
笑
）。

大
塚
　
５
万
字
が
笹
原
先
生
の
頭
の
中
に

あ
る
と
し
て
、
仮
に
そ
の
内
の
５
％
が
思

い
出
せ
な
い
と
し
た
ら
、
２
千
字
く
ら
い

で
５
％
思
い
出
せ
な
い
の
と
比
べ
て
、
思

い
出
せ
な
い
数
は
確
か
に
多
く
な
り
ま
す

ね
。
一
方
で
、
知
識
量
が
多
い
ほ
ど
関
連

す
る
記
憶
同
士
が
結
び
つ
き
ま
す
か
ら
、

不
利
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

笹
原
　
確
か
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き

て
い
ま
す
よ
ね
。
言
い
訳
が
し
に
く
く
な

り
ま
し
た
…
…
。

※「
ナ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
」と
は
?

修
道
女
・
約
7
0
0
人
を
対
象

に
行
わ
れ
た
米
国
の
研
究
。
同

じ
環
境
で
過
ご
す
修
道
女
の

二
十
歳
か
ら
の
生
涯
を
記
録
し
、

死
後
に
脳
を
解
剖
し
て
、
若
年

期
の
知
的
能
力
と
認
知
症
発
症

の
関
連
を
分
析
し
た
も
の
。

手
書
き
の
楽
し
さ
を
知
っ
て

豊
か
な「
文
字
生
活
」を

―
今
、
社
会
で
は
デ
ジ
タ
ル
化
が
急
速

に
進
ん
で
い
ま
す
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な

ど
の
普
及
に
よ
り
、学
校
で
も
手
書
き
を
す

る
機
会
が
減
っ
て
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

笹
原
　
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
に
応
じ
た
バ
ラ

ン
ス
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
デ

ジ
タ
ル
化
が
ど
ん
ど
ん
進
む
の
な
ら
、
ア
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ナ
ロ
グ
型
の
人
間
も
存
在
し
な
い
と
バ
ラ

ン
ス
が
悪
い
で
す
し
、
そ
う
言
い
つ
つ
私

も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
恩
恵
は
間
違
い
な
く
受
け
て

い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
に
は
デ
ジ
タ
ル
の
良

さ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
は
見
過
ご
せ

な
い
と
思
い
ま
す
。

大
塚
　
私
も
バ
ラ
ン
ス
は
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。
一
方
で
小
学
生
の
、
特
に
読
み
書

き
を
習
い
始
め
る
段
階
に
お
い
て
は
、
デ

ジ
タ
ル
機
器
と
、
紙
と
鉛
筆
い
ず
れ
で
学

習
す
る
の
か
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

笹
原
　
そ
う
で
す
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
も
手

書
き
が
で
き
る
の
で
学
生
は
タ
ッ
チ
ペ
ン

で
書
く
な
ど
し
て
い
ま
す
が
、
筆
圧
の
調

整
が
難
し
い
の
か
、
思
い
通
り
に
文
字
を

表
現
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

大
塚
　
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
書
く
こ
と
と
紙

に
書
く
こ
と
を
同
様
に
捉
え
て
よ
い
の

か
も
検
討
が
必
要
で
し
ょ
う
。
デ
ジ
タ
ル

化
は
時
代
の
必
然
で
す
が
、
言
語
・
認
知

能
力
の
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
手
書

き
を
残
し
て
お
い
た
方
が
い
い
こ
と
が
、

本
研
究
で
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
。
さ
ら
な

る
究
明
は
研
究
者
の
課
題
で
あ
り
、
人
類

の
課
題
だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

―
神
経
科
学
が
専
門
の
大
塚
先
生
、
そ

し
て
漢
字
・
国
字
が
専
門
の
笹
原
先
生
は
、

今
後
ど
の
よ
う
な
研
究
や
教
育
に
関
心

を
持
た
れ
て
い
ま
す
か
。

大
塚
　
今
回
、
漢
字
能
力
と
文
章
力
と
の

関
連
性
は
明
ら
か
に
し
ま
し
た
が
、
因
果

関
係
ま
で
は
踏
み
込
め
て
い
ま
せ
ん
。

今
後
は
実
際
に
手
書
き
で
漢
字
を
習

得
す
る
と
後
々
の
読
み
書
き
の
能
力

に
ど
う
つ
な
が
り
、
脳
に
ど
う
影
響

を
及
ぼ
す
の
か
を
科
学
的
に
検
証
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

笹
原
　
私
は
手
書
き
の
文
字
か
ら
は

多
様
な
個
性
が
読
み
取
れ
る
と
感
じ

て
い
ま
す
。
年
齢
に
よ
る
字
形
の
違

い
に
目
を
向
け
れ
ば
、
例
え
ば
漢
字

の「
保
」を
60
代
以
上
の
方
が
書
く
と
、

右
下
を
「
木
」
で
は
な
く
カ
タ
カ
ナ
の

「
ホ
」と
記
す
人
が
７
割
ほ
ど
い
ま
す
。
手

書
き
の
多
様
な
一
面
が
見
え
て
味
わ
い

深
い
の
で
す
が
、
今
の
活
字
の
教
科
書
で

学
ん
だ
若
い
世
代
は
そ
う
し
た
漢
字
を

間
違
い
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
不
幸
な

こ
と
で
す
。ま
た
、学
校
で「
と
め
」や「
は

ね
」を
厳
格
に
指
導
し
す
ぎ
る
の
も
窮
屈

で
す
。漢
字
学
習
は
ガ
チ
ガ
チ
に
考
え
ず
、

楽
し
む
こ
と
を
優
先
す
る
べ
き
で
、
そ
う

い
う
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
私
も
尽

力
し
つ
づ
け
た
い
で
す
。

大
塚
　
言
語
の
習
得
に
お
い
て
読
み
書

き
は
基
礎
で
、
今
回「
書
字
」の
大
切
さ

に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
手
書
き
を
強
い
る
の
で
は

な
く
、
笹
原
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、

や
は
り“
楽
し
む
”こ
と
が
大
切
だ
と
私

も
実
感
し
ま
し
た
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

重
要
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
関
す
る
研
究
も

進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

笹
原
　
書
道
や
毛
筆
と
な
る
と
技
術
や
気

構
え
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鉛
筆

や
ペ
ン
に
よ
る
手
書
き
な
ら
気
軽
に
で

き
、
続
け
て
い
る
と
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
さ

も
発
見
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
脳
の
機
能
や
健
康
に
影
響
し
て
い

る
と
大
塚
先
生
の
お
話
で
わ
か
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
も
手
書
き
を
実
践
し
て
、
ぜ
ひ
豊

か
な“
文
字
生
活
”を
送
り
ま
し
ょ
う
。

本研究に興味のある方はぜひご覧ください！

『ライフサイクルと漢字神経ネットワークの学際研究』の情報は、
協会ホームページに掲載しています。京都大学のホームページにも
研究結果が紹介されています。

漢検のWebサイトは
こちら ▼

京都大学のWebサイトは
こちら ▼本

研
究
に
関
す
る

対談後、漢字ミュージアムの「
漢字5万字タワー」の前で。タワ

ー壁面は、

『大漢和辞典』（手前）に採録さ
れた約5万字の漢字で埋めつく

されています。
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「雷」「霹靂」って何のこと？

「青天の霹靂」という言葉があります

ね。「霹靂」とは雷のことで、晴れた空

に雷が鳴ることから、突然起きた想定

外のできごとを意味します。「雷」は

「雨」と「田」から成りますが、「田」は

田んぼのことではありません。もとは

「畾」という字で、雷の鳴る音に由来す

るのだとか。

皆既日食と即席ラーメンの
意外な共通点？

「台風一過」の
あとが気になる？

「既」と「即」、形が似ていると思いませ

んか？ この２つの字にはとても密接

な関係があり、どちらも左半分は「皀」

で、足のついた台に食物が盛りあげら

れた形です。では、それぞれの右半分

は？ 漢字文化研究所所長の阿辻先生

が、即席ラーメンの思い出とともに解

説してくれます。

「台風一過、さわやかな秋晴れで……」な

ど、台風が過ぎたあとの天気を表す言い

回しとしてよく聞く「台風一過」。単に天

候だけではなく、嵐のような騒ぎがおさ

まったあとのたとえとしても使われ、使

用例は大正時代にまでさかのぼれます。

100年以上の歴史をもつ表現を詳しく

見てみましょう。

気象！ 7
Vol.7

へき れき

文章における書き出しの役割と指導法

書き出しのタイミング

　私と同じように書き出しに悩む人は少なくないでしょう。しかし、ここに
は根本的な間違いがあります。文章の書き出し部分は、最初に考えるもの
ではないのです。最初にするのは、その文章で何を伝えるか（言いたいこ
と・主題）を考えることです。次には、そのためにどういうことをどういう
順番に述べるか（文章構成）を決めます。その後で初めて書き出しを考え
るのです。
　書き出しは、後の文章と密接に関係していますから、書き出しを書くに
は、文章全体の流れがわかっていなければなりません。したがって、文章
の内容と構成が決まってからでないと書けないのです。

書き出しの働き

　書き出しを考えさせるときには、まず書き出しの役割を理解させましょ
う。書き出しの働きには、次の２種類があります。
① 内容を、早くよく理解させる。
② 興味を感じさせる。
　①は、このコーナーの前回※（「段落を活用する文章指導」）と理屈は同
じなのです。前回は段落の冒頭にトピックセンテンスを置く話をしました。
それと同様で、文章の冒頭である書き出しの部分にも、文章の要旨や結
論、目的など、文章全体にかかわるトピックを置くことによって、読み手に
わかりやすく伝える効果が得られるのです。
　②は、ちょっとしたエピソードから始めるというのがあります。推理ドラ
マではよく死体発見から始まりますが、発見前にちょっとしたシーンがあ
ります。例えば、公園にいた恋人同士がケンカを始めます。怒った女性が
走り去っていくときに死体につまずくのです。この恋人たちは事件に関係
ないのですが、最初のケンカで視聴者はどうなるのかと興味を感じるわけ
です。
　作文の場合には、自分の経験の中から、本文の内容に関係の深いエピ
ソードを思い出して、それから書き始めるといいのです。そうすれば、読者
は興味を感じて本文に入ってくれます。具体的には、次のことがらを探し
てみるとよいでしょう。
＊文章の内容と関連する経験や話のきっかけ。
＊最初の部分を展開するのに関係のある会話や説明。
　書き出しの指導をする際には、これらに該当することがらをいくつか考
えるように指示します。そして、その中から、読み手が「おやっ、これはどう
いうことかな」と、次を読みたくなるようなことがらを選ぶように指導して
ください。

※漢検ジャーナル過去号はこちらからご覧いただけます。
https://www.kanken.or.jp/project/edification/journal.html

　私は小学校から高校まで、作文が苦手でした。理由の一つは、何から書
き出していいかわからないことでした。少し書いては消し、消しては書き、
を繰り返しているうちに時間がなくなりました。

ライ

第11回  今、あなたに贈りたい
ほんの一文字に、ぎゅっと気持ちを込めて。
家族や恋人、友人や恩人、そして自分自身にあてて…
日頃は言えない素直な気持ちを、漢字一字に託して贈ってみませんか？

応 募 期 間 2023年6月1日（木）～ 2023年9月22日（金）必着
発　　　表 2024年1月下旬（予定）　
応募テーマ  「贈りたい漢字とメッセージ（※120字以内）」
 　　　　　　あなたが伝えたい気持ちを表す漢字（一文字）とメッセージをお寄せください。
応 募 部 門 ①小学生部門　②中学生部門　③高校生部門　④大学生・一般部門
表　　　彰 絆大賞（各部門1点）… 賞状・副賞（5万円相当）ほか
参 加 方 法 ●個人応募：第11回コンテストサイト「個人でのご応募」をご覧ください。

●団体応募：第11回コンテストサイト「団体でのご応募」をご覧ください。
第11回コンテストサイト https://www.kanken.or.jp/kanjicontest2023/

教員の皆様へ
夏休みの課題・道徳の教材に

オススメです

漢字コンテスト

ワークシートなど、授業で利用しやすい
学習支援ツール（ワークシート・取り組
み事例）もコンテストサイトに用意して
います。ぜひご活用ください。

かみさま 止
第10回 小学生部門 絆大賞

へ

より

贈る
漢字

はせ れな
かみさま、このかんじをあなたにおくりたいです。いま、
せかいのみんなをこまらせるコロナとせんそうを止めて
ください。そして、「止」に一本のせんをひいて「正」に
かえて、せかいをただしくもどしてください。せかいの
みんながしあわせにくらせますように。

漢検　漢字コンテスト　　　　検索

2023年度

作品募集

彩
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「雷」「霹靂」って何のこと？

「青天の霹靂」という言葉があります

ね。「霹靂」とは雷のことで、晴れた空

に雷が鳴ることから、突然起きた想定

外のできごとを意味します。「雷」は

「雨」と「田」から成りますが、「田」は

田んぼのことではありません。もとは

「畾」という字で、雷の鳴る音に由来す

るのだとか。

皆既日食と即席ラーメンの
意外な共通点？

「台風一過」の
あとが気になる？

「既」と「即」、形が似ていると思いませ

んか？ この２つの字にはとても密接

な関係があり、どちらも左半分は「皀」

で、足のついた台に食物が盛りあげら

れた形です。では、それぞれの右半分

は？ 漢字文化研究所所長の阿辻先生

が、即席ラーメンの思い出とともに解

説してくれます。

「台風一過、さわやかな秋晴れで……」な

ど、台風が過ぎたあとの天気を表す言い

回しとしてよく聞く「台風一過」。単に天

候だけではなく、嵐のような騒ぎがおさ

まったあとのたとえとしても使われ、使

用例は大正時代にまでさかのぼれます。

100年以上の歴史をもつ表現を詳しく

見てみましょう。

気象！ 7
Vol.7

へき れき

文章における書き出しの役割と指導法

書き出しのタイミング

　私と同じように書き出しに悩む人は少なくないでしょう。しかし、ここに
は根本的な間違いがあります。文章の書き出し部分は、最初に考えるもの
ではないのです。最初にするのは、その文章で何を伝えるか（言いたいこ
と・主題）を考えることです。次には、そのためにどういうことをどういう
順番に述べるか（文章構成）を決めます。その後で初めて書き出しを考え
るのです。
　書き出しは、後の文章と密接に関係していますから、書き出しを書くに
は、文章全体の流れがわかっていなければなりません。したがって、文章
の内容と構成が決まってからでないと書けないのです。

書き出しの働き

　書き出しを考えさせるときには、まず書き出しの役割を理解させましょ
う。書き出しの働きには、次の２種類があります。
① 内容を、早くよく理解させる。
② 興味を感じさせる。
　①は、このコーナーの前回※（「段落を活用する文章指導」）と理屈は同
じなのです。前回は段落の冒頭にトピックセンテンスを置く話をしました。
それと同様で、文章の冒頭である書き出しの部分にも、文章の要旨や結
論、目的など、文章全体にかかわるトピックを置くことによって、読み手に
わかりやすく伝える効果が得られるのです。
　②は、ちょっとしたエピソードから始めるというのがあります。推理ドラ
マではよく死体発見から始まりますが、発見前にちょっとしたシーンがあ
ります。例えば、公園にいた恋人同士がケンカを始めます。怒った女性が
走り去っていくときに死体につまずくのです。この恋人たちは事件に関係
ないのですが、最初のケンカで視聴者はどうなるのかと興味を感じるわけ
です。
　作文の場合には、自分の経験の中から、本文の内容に関係の深いエピ
ソードを思い出して、それから書き始めるといいのです。そうすれば、読者
は興味を感じて本文に入ってくれます。具体的には、次のことがらを探し
てみるとよいでしょう。
＊文章の内容と関連する経験や話のきっかけ。
＊最初の部分を展開するのに関係のある会話や説明。
　書き出しの指導をする際には、これらに該当することがらをいくつか考
えるように指示します。そして、その中から、読み手が「おやっ、これはどう
いうことかな」と、次を読みたくなるようなことがらを選ぶように指導して
ください。

※漢検ジャーナル過去号はこちらからご覧いただけます。
https://www.kanken.or.jp/project/edification/journal.html

　私は小学校から高校まで、作文が苦手でした。理由の一つは、何から書
き出していいかわからないことでした。少し書いては消し、消しては書き、
を繰り返しているうちに時間がなくなりました。

ライ

第11回  今、あなたに贈りたい
ほんの一文字に、ぎゅっと気持ちを込めて。
家族や恋人、友人や恩人、そして自分自身にあてて…
日頃は言えない素直な気持ちを、漢字一字に託して贈ってみませんか？

応 募 期 間 2023年6月1日（木）～ 2023年9月22日（金）必着
発　　　表 2024年1月下旬（予定）　
応募テーマ  「贈りたい漢字とメッセージ（※120字以内）」
 　　　　　　あなたが伝えたい気持ちを表す漢字（一文字）とメッセージをお寄せください。
応 募 部 門 ①小学生部門　②中学生部門　③高校生部門　④大学生・一般部門
表　　　彰 絆大賞（各部門1点）… 賞状・副賞（5万円相当）ほか
参 加 方 法 ●個人応募：第11回コンテストサイト「個人でのご応募」をご覧ください。

●団体応募：第11回コンテストサイト「団体でのご応募」をご覧ください。
第11回コンテストサイト https://www.kanken.or.jp/kanjicontest2023/

教員の皆様へ
夏休みの課題・道徳の教材に

オススメです

漢字コンテスト

ワークシートなど、授業で利用しやすい
学習支援ツール（ワークシート・取り組
み事例）もコンテストサイトに用意して
います。ぜひご活用ください。

かみさま 止
第10回 小学生部門 絆大賞

へ

より

贈る
漢字

はせ れな
かみさま、このかんじをあなたにおくりたいです。いま、
せかいのみんなをこまらせるコロナとせんそうを止めて
ください。そして、「止」に一本のせんをひいて「正」に
かえて、せかいをただしくもどしてください。せかいの
みんながしあわせにくらせますように。

漢検　漢字コンテスト　　　　検索

2023年度

作品募集

彩

漢検ジャーナルVol.3611



果物・果実が入る言葉当てクイズ
①～⑤の空欄に果物または果実の漢字を入れると熟語が
できます。入れる漢字の写真をＡ～Ｅの中から選んでくだ
さい。同じ写真を２回選ぶことはできません。

解答は に掲載P.15

A B C

D E

●①

●②

●③

●④

●⑤

解答

塩

糸

 園

胡

銀

　「
鉄
道
」は
昔
、「
鐵
道
」と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。「
鉄
」は
中
国
で
元
の
時
代
に
作
ら
れ

た
芝
居
関
係
の
書
物
な
ど
に
見
え
る
漢
字

で
、21
画
も
あ
る「
鐵
」を
簡
単
に
書
く
た
め

に
、そ
の
発
音「
テ
ツ
」を「
失
」（
シ
ツ
）で
表

し
た
略
字
で
し
た
。

　
そ
れ
を
戦
後
の
日
本
と
中
国
で
は「
鐵
」に

代
わ
る
正
規
の
字
体
と
し
た
の
で
す
が
、

《
金
》と《
失
》を
並
べ
た「
鉄
」が「
カ
ネ
を
失

う
」と
読
め
る
こ
と
か
ら
、い
く
つ
か
の
鉄
道

や
製
鉄
関
係
の
会
社
が
戦
後
も
旧
字
体

「
鐵
」を
社
名
に
使
い
続
け
た
り
、「
鉄
」の
代

わ
り
に《
失
》が《
矢
》と
な
っ
て
い
る「
鉃
」を

使
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
旧
字
体
を
使
う
鉄
道
は
、静
岡
の
大
井
川

鐵
道
や
栃
木
と
茨
城
を
走
る
真
岡
鐵
道（
ど

ち
ら
も
Ｓ
Ｌ
が
走
る
こ
と
で
人
気
が
あ
り
ま

す
）、猫
の
た
ま
駅
長
で
有
名
に
な
っ
た
和
歌

山
電
鐵
や
滋
賀
の
信
楽
高
原
鐵
道
な
ど
が

あ
り
ま
す
。製
鉄
で
は
、か
つ
て
日
本
を
代
表

す
る
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
だ
っ
た
新
日
本
製
鐵
は

数
年
前
に「
日
本
製
鉄
」と
改
名
し
ま
し
た

が
、今
で
も
社
名
に「
鐵
工
」と
書
く
鉄
工
場

が
各
地
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
い
っ
ぽ
う
旧
国
鉄
を
分
割
民
営
化
し
て
作

ら
れ
た
Ｊ
Ｒ
各
社
は
社
名
の
ロ
ゴ
に「
鉄
」に

よ
く
似
た「
鉃
」を
使
い（
Ｊ
Ｒ
四
国
を
除
く
）、

H
P
な
ど
で
は「
鉃
道
」と
書
か
れ
て
い
ま
す

（
た
だ
し
登
記
上
の
正
式
社
名

は「
鉄
道
」だ
そ
う
で
す
）。

　
ず
い
ぶ
ん
前
の
テ
レ
ビ
番

組
で
聞
い
た
話
で
す
が
、莫
大

な
債
務
を
か
か
え
て
い
た
国

鉄
を
分
割
民
営
化
す
る
の
に

「
カ
ネ
を
失
う
」で
は
困
る
か

ら
、「
カ
ネ
が
矢
の
よ
う
に
入

る
」と
い
う
縁
起
を
か
つ
い
で

《
金
》＋《
矢
》の「
鉃
」を
使
っ

た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の「
鉃
」は
、国
鉄
分
割
民
営
化（
昭
和

62
年
）よ
り
は
る
か
前
か
ら
、近
畿
日
本
鉄

道（
近
鉄
）と
系
列
の
百
貨
店
名
に
も
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。私
が
小
学
生
だ
っ
た
昭
和

30
年
代
で
は
関
西
人
の
常
識
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、近
鉄
沿
線
地
域
に
暮
ら
す
子
ど
も
た

ち
は
日
常
的
に
そ
の
字
形
を
目
に
す
る
の

で
、学
校
の
書
き
取
り
テ
ス
ト
で
も「
鉄
」を

「
鉃
」と
書
い
て
し
ま
い
ま
す
。や
が
て「
子
ど

も
が
ま
ち
が
っ
た
漢
字
を
覚
え
る
」と
い
う

ク
レ
ー
ム
を
受
け
て
、近
鉄
は
昭
和
42
年
か

ら
本
来
の「
鉄
」に
換
え
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
な
お「
鉃
」は《
矢
》で
発
音
を
表
す
形
声

文
字
で
、音
読
み
は
シ
、「
や
じ
り
」を
意
味

す
る「
鏃
」の
異
体
字
と
し
て
、古
く
か
ら
中

国
の
字
書
に
載
っ
て
い
ま
す
。（
右
の
図
版
は

『
康
煕
字
典
』）

　
ち
な
み
に
今
の
中
国
で
も「
鐵
」の
簡
体
字

と
し
て「
鉄
」（
　
）を
使
い
ま
す
が
、そ
れ
を

《
カ
ネ
を
失
う
》不
吉
な
意
味
と
し
て
敬
遠
す

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
で
す
。

6

も
お
か

し
が
ら
き
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果物・果実が入る言葉当てクイズ
①～⑤の空欄に果物または果実の漢字を入れると熟語が
できます。入れる漢字の写真をＡ～Ｅの中から選んでくだ
さい。同じ写真を２回選ぶことはできません。

解答は に掲載P.15

A B C

D E

●①

●②

●③

●④

●⑤

解答

塩

糸

 園

胡

銀

縁
起
か
つ
ぎ
の
漢
字
│「
鉄
」と「
鉃
」

　「
鉄
道
」は
昔
、「
鐵
道
」と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。「
鉄
」は
中
国
で
元
の
時
代
に
作
ら
れ

た
芝
居
関
係
の
書
物
な
ど
に
見
え
る
漢
字

で
、21
画
も
あ
る「
鐵
」を
簡
単
に
書
く
た
め

に
、そ
の
発
音「
テ
ツ
」を「
失
」（
シ
ツ
）で
表

し
た
略
字
で
し
た
。

　
そ
れ
を
戦
後
の
日
本
と
中
国
で
は「
鐵
」に

代
わ
る
正
規
の
字
体
と
し
た
の
で
す
が
、

《
金
》と《
失
》を
並
べ
た「
鉄
」が「
カ
ネ
を
失

う
」と
読
め
る
こ
と
か
ら
、い
く
つ
か
の
鉄
道

や
製
鉄
関
係
の
会
社
が
戦
後
も
旧
字
体

「
鐵
」を
社
名
に
使
い
続
け
た
り
、「
鉄
」の
代

わ
り
に《
失
》が《
矢
》と
な
っ
て
い
る「
鉃
」を

使
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
旧
字
体
を
使
う
鉄
道
は
、静
岡
の
大
井
川

鐵
道
や
栃
木
と
茨
城
を
走
る
真
岡
鐵
道（
ど

ち
ら
も
Ｓ
Ｌ
が
走
る
こ
と
で
人
気
が
あ
り
ま

す
）、猫
の
た
ま
駅
長
で
有
名
に
な
っ
た
和
歌

山
電
鐵
や
滋
賀
の
信
楽
高
原
鐵
道
な
ど
が

あ
り
ま
す
。製
鉄
で
は
、か
つ
て
日
本
を
代
表

す
る
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
だ
っ
た
新
日
本
製
鐵
は

数
年
前
に「
日
本
製
鉄
」と
改
名
し
ま
し
た

が
、今
で
も
社
名
に「
鐵
工
」と
書
く
鉄
工
場

が
各
地
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
い
っ
ぽ
う
旧
国
鉄
を
分
割
民
営
化
し
て
作

ら
れ
た
Ｊ
Ｒ
各
社
は
社
名
の
ロ
ゴ
に「
鉄
」に

よ
く
似
た「
鉃
」を
使
い（
Ｊ
Ｒ
四
国
を
除
く
）、

H
P
な
ど
で
は「
鉃
道
」と
書
か
れ
て
い
ま
す

（
た
だ
し
登
記
上
の
正
式
社
名

は「
鉄
道
」だ
そ
う
で
す
）。

　
ず
い
ぶ
ん
前
の
テ
レ
ビ
番

組
で
聞
い
た
話
で
す
が
、莫
大

な
債
務
を
か
か
え
て
い
た
国

鉄
を
分
割
民
営
化
す
る
の
に

「
カ
ネ
を
失
う
」で
は
困
る
か

ら
、「
カ
ネ
が
矢
の
よ
う
に
入

る
」と
い
う
縁
起
を
か
つ
い
で

《
金
》＋《
矢
》の「
鉃
」を
使
っ

た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の「
鉃
」は
、国
鉄
分
割
民
営
化（
昭
和

62
年
）よ
り
は
る
か
前
か
ら
、近
畿
日
本
鉄

道（
近
鉄
）と
系
列
の
百
貨
店
名
に
も
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。私
が
小
学
生
だ
っ
た
昭
和

30
年
代
で
は
関
西
人
の
常
識
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、近
鉄
沿
線
地
域
に
暮
ら
す
子
ど
も
た

ち
は
日
常
的
に
そ
の
字
形
を
目
に
す
る
の

で
、学
校
の
書
き
取
り
テ
ス
ト
で
も「
鉄
」を

「
鉃
」と
書
い
て
し
ま
い
ま
す
。や
が
て「
子
ど

も
が
ま
ち
が
っ
た
漢
字
を
覚
え
る
」と
い
う

ク
レ
ー
ム
を
受
け
て
、近
鉄
は
昭
和
42
年
か

ら
本
来
の「
鉄
」に
換
え
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
な
お「
鉃
」は《
矢
》で
発
音
を
表
す
形
声

文
字
で
、音
読
み
は
シ
、「
や
じ
り
」を
意
味

す
る「
鏃
」の
異
体
字
と
し
て
、古
く
か
ら
中

国
の
字
書
に
載
っ
て
い
ま
す
。（
右
の
図
版
は

『
康
煕
字
典
』）

　
ち
な
み
に
今
の
中
国
で
も「
鐵
」の
簡
体
字

と
し
て「
鉄
」（
　
）を
使
い
ま
す
が
、そ
れ
を

《
カ
ネ
を
失
う
》不
吉
な
意
味
と
し
て
敬
遠
す

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
で
す
。

6

も
お
か

し
が
ら
き
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成績優秀者表彰に関するお知らせ
令和四年度 日本漢字能力検定

　公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、広く漢字学習に取り組んでいる方の努力を称え、受検者や漢字
学習に取り組む人々の励みとしていただく目的で「日本漢字能力検定（漢検）」において、特に成績が優秀
であった個人及び団体を表彰します。

　近年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、成績優秀者を表彰する式典の開催を見送ってきましたが、令和四年度
は個人の部の表彰式を8月中旬に開催いたします。

　漢字学習に励む方々の努力を何らかの形で称えたい
との想いから、「成績優秀者表彰 特設サイト」を開設
し、受賞者の皆さまをお祝いします。
　受賞者コメントをはじめ、順次コンテンツを追加し
ていきます。ぜひ特設サイトをご覧ください♪

令和四年度  日本漢字能力検定
成績優秀者表彰  特設サイトをオープン

「成績優秀者表
彰特設サイト」は
こちらからご覧
ください！

日本漢字能力検定  1級合格者発表
2022年度 第2回
北海道
植木 玲子／大坂 竜斗
岩手県
五日市 昌／鈴木 翔太
宮城県
土門 知広
福島県
遠藤 満寛
栃木県
佐藤 正美／三上 直子
群馬県
関口 翼
埼玉県
安藤 博子／小林 逸人／松山 晃大
千葉県
倉知 周平
東京都
安彦 洋平／飯尾 来夢／印南 功朗
小田部 洋平／國谷 光／桑原 応宝
笹長 祐里／佐藤 淳子／佐藤 ミサ子
鷹野 裕重／寺本 初衣／中村 駿斗
仁平 寿子／野田 薫／緑川 秀俊
三輪 昭次／谷中 暁波／吉澤 薫
神奈川県
菊地 久子／北島 茂治／長谷部 裕介
米山 公康
新潟県
宮崎 直人
富山県
宮崎 章
福井県
松尾 昌子／山田 広子
岐阜県
北山 達也／藤田 智丈
静岡県
中田 託郎
京都府
今井 信行／佐渡山 琉斗
大阪府
浅日 かおる／東 ひとみ／芝原 功
下尾 雅之／苗村 由美子／中田 岳俊
萩原 諒太／諸岡 節生

兵庫県
小林 哲也／竹中 ミドリ／新里 嘉宣
山内 健史
広島県
稲福 千警／門田 健斗
福岡県
三宮 拓実／三木 達彦
佐賀県
石野 みどり
鹿児島県
池田 一秀

北海道
植木 玲子／野口 卓冶
岩手県
五日市 昌／鈴木 翔太／中島 真凛
宮城県
石川 雅浩／角鹿 脩斗／羽川 聖子
山形県
宮野 鉄平
福島県
遠藤 満寛
栃木県
熊倉 俊／佐藤 正美／矢野 優也
群馬県
関口 翼
埼玉県
安藤 博子／斉藤 慎一／古谷 洸貴
松井 宏美
千葉県
折笠 由妃子／倉知 周平
永井 茉理子／前沢 純子／三浦 晴代
東京都
東 祐希／安彦 洋平／飯尾 来夢
飯森 篤／印南 功朗／小田部 洋平
小畑 唯／草場 景／國谷 光
熊谷 葵／小林 逸人
笹長 祐里／佐藤 淳子／佐藤 ミサ子
鷹野 裕重／田中 政熙／寺本 初衣
中村 駿斗／仁平 寿子／緑川 秀俊
宮田 旭人／三輪 昭次／谷中 暁波
山村 享／吉野 圭亮

神奈川県
穴原 加奈／家城 幸治／笠間 友季惠
金谷 俊介／菊地 久子／北島 茂治
長谷川 拓慎／米山 公康
新潟県
石澤 正義／宮崎 直人
富山県
宮崎 章
石川県
高倉 秀和
福井県
山田 広子
長野県
山口 雄貴
岐阜県
藤田 智丈
静岡県
吉田 匠
愛知県
北山 達也／立花 かおり／立松 茂
藤本 直美
三重県
野呂 健一
滋賀県
久本 健太
京都府
今井 信行／佐渡山 琉斗／田中 準一
早坂 剛
大阪府
芝原 功／下尾 雅之／丹治 昌大
苗村 由美子／成田 佳大／萩原 諒太
松尾 七生／諸岡 節生

兵庫県
梅田 大誠／小林 哲也／近藤 常康
竹中 ミドリ／新里 嘉宣／古川 一雄
山内 健史
奈良県
水本 昌志
和歌山県
浅日 かおる
岡山県
青木 沙織
広島県
稲福 千警／門田 健斗／山口 秀樹
山口県
正月 彩
香川県
角谷 靖代
福岡県
川岡 俊隆／川田 浩之／古賀 義陳
三宮 穂香／中村 和也／三木 達彦
佐賀県
石野 みどり／杉野 貴昭
熊本県
桑原 美佐子／山口 和弥
大分県
後藤 昌英／奈須 里沙
鹿児島県
池田 一秀／堀之内 和広

（敬称略）

※ご了承をいただいた方のみ氏名を掲載しています。
※都道府県は受検をされた会場の所在地です。

2022年度 第3回

12ページに掲載
問題は

①
②
③

Ｄ塩梅（あんばい）
Ｂ糸瓜（へちま）
Ａ梨園（りえん）

④
⑤
Ｅ胡桃（くるみ）
Ｃ銀杏（いちょう・

ぎんなん）

図書館コーナー（約5,000冊）
読みたくなる本を見つけよう！

踊る甲骨文字テーブルで
漢字のルーツを見つけてみよう！

映像と音で
漢字の世界にいざなうシアター

書く素材と道具の進化が学べる
常設展示

遊び楽しみ学べる
20種類以上の体験型展示 「部首組み合わせタッチパネルかるた」

4人で対戦！
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成績優秀者表彰に関するお知らせ
令和四年度 日本漢字能力検定

　公益財団法人 日本漢字能力検定協会は、広く漢字学習に取り組んでいる方の努力を称え、受検者や漢字
学習に取り組む人々の励みとしていただく目的で「日本漢字能力検定（漢検）」において、特に成績が優秀
であった個人及び団体を表彰します。

　近年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、成績優秀者を表彰する式典の開催を見送ってきましたが、令和四年度
は個人の部の表彰式を8月中旬に開催いたします。

　漢字学習に励む方々の努力を何らかの形で称えたい
との想いから、「成績優秀者表彰 特設サイト」を開設
し、受賞者の皆さまをお祝いします。
　受賞者コメントをはじめ、順次コンテンツを追加し
ていきます。ぜひ特設サイトをご覧ください♪

令和四年度  日本漢字能力検定
成績優秀者表彰  特設サイトをオープン

「成績優秀者表
彰特設サイト」は
こちらからご覧
ください！

12ページに掲載
問題は

①
②
③

Ｄ塩梅（あんばい）
Ｂ糸瓜（へちま）
Ａ梨園（りえん）

④
⑤
Ｅ胡桃（くるみ）
Ｃ銀杏（いちょう・

ぎんなん）

図書館コーナー（約5,000冊）
読みたくなる本を見つけよう！

踊る甲骨文字テーブルで
漢字のルーツを見つけてみよう！

映像と音で
漢字の世界にいざなうシアター

書く素材と道具の進化が学べる
常設展示

遊び楽しみ学べる
20種類以上の体験型展示 「部首組み合わせタッチパネルかるた」

4人で対戦！
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中とじ付録
2022年度 第3回検定
（10～1級）

問題抄録 A3判ポスター

「漢検ジャーナル」設置施設募集！
文章指導のワンポイントアドバイス
漢字カフェへようこそ！
頭の体操！漢字クイズ
教えてあつじ先生！
知っておきたい 漢字のはなし
漢字ミュージアム通信

36

コラム

巻頭インタビュー

WBC世界一に
導いた言葉の力

栗山 英樹さん野球監督

くり やま ひで き

特 集

京都大学×漢検研究プロジェクト
『ライフサイクルと漢字神経ネットワークの
学際研究』の結果にもとづく特別対談

「漢字の手書き」の
楽しさと効能と

●発行日から発送までは2週間程度お時間をいただく可能性があります。ご了承ください。
　（次号は2024年2月上旬に発行予定です。）

無料で年2回 漢字や日本語の情報をお届けします。
漢検ジャーナルを設置・配布していただける施設のご担当者の方は、右記の
二次元バーコードもしくは以下のアドレスより、必須事項を入力し送信してください。
https://ssl.kanken.or.jp/webapp/form/16770_avy_266/index.do

S0052.23.8
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1

２
０
２
３

2023年 6月 9日（金）

2023年 6月18日（日）
★

2023年 6月24日（土）
2023年 7月 7日（金）
2023年 8月23日（水）
2023年 10月13日（金）
2023年 10月20日（金）

2023年 10月22日（日）
★

2023年 10月28日（土）
2023年 11月 2日（木）
2023年 11月10日（金）
2024年 1月20日（土）
2024年 1月26日（金）
2024年 2月 9日（金）

2024年 2月11日（日）
★

2024年 2月17日（土）

2～10級
1～10級
2～10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
2～10級
2～10級
2～10級
2～10級
2～10級
1～10級
2～10級
2～10級

準会場
公開会場
準会場
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
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

受付終了

※詳しいスケジュールは、漢検ホームページでご確認ください。

※詳しいスケジュールは、2023年11月1日（水）に漢検ホームページでお知らせします。








