
平
成
22
年
11
月
、
29
年
ぶ
り
に
常
用
漢
字
表
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
※
1
。
こ
れ
に
伴
い
、
中
学
校
や
高
校
の
国
語
の
教
科
書
と

漢
字
指
導
も
平
成
24
年
度
か
ら
変
わ
り
ま
す
※
2
。
ま
た
、「
日
本
漢
字
能
力
検
定
（
以
下
、
漢
検
）」
も
新
し
い
常
用
漢
字
表
に

合
わ
せ
て
平
成
24
年
度
か
ら
審
査
基
準
を
改
定
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
も
た
ら
す
「
常
用
漢
字
」と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
特
集
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
常
用
漢
字
の
歴
史
か
ら
改
定
の
背
景
ま
で
を
紹
介
し
ま
す
。

漢検の
審査基準
改定に伴う
特集
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（ささはら　ひろゆき）
1965 年東京都生まれ。博士（文学）。国立国語
研究所主任研究官などを経て現職。日本語学者
の立場から、JIS 漢字、人名用漢字の制定・改定
をはじめ、2010 年の常用漢字表の改定にも委員・
幹事として携わる。当協会評議員。著書に『国
字の位相と展開』（三省堂、金田一京助博士記念
賞受賞）、『日本の漢字』（岩波新書）など。

笹原 宏之教授

監修

早稲田大学

で
審
議
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
―
―
こ
の
よ
う
に
紹
介
す
る
と
専
門

家
だ
け
で
常
用
漢
字
が
決
め
ら
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
文
化
審
議

会
の
委
員
、
笹
原
教
授
に
よ
る
と
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
と
の
こ
と
。

　
「
常
用
漢
字
表
の
改
定
は
国
語
の
研
究
者

だ
け
で
な
く
、
漢
字
を
強
く
意
識
し
な
が
ら

使
う
立
場
の
作
家
や
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
、
国

語
を
教
え
る
立
場
で
あ
る
学
校
の
先
生
な

ど
、
多
彩
な
方
々
が
集
ま
り
議
論
を
し
て
決

め
ま
し
た
。
ま
た
、
議
論
は
客
観
的
な
デ
ー

タ
に
基
づ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
世
の

中
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
使
用
頻
度
を
一

書
く
べ
き
だ
と
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
当
用
漢

字
表
が
告
示
さ
れ
た
こ
と
で
日
本
語
の
表
現

は
や
や
窮
屈
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
一
方
で

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
の
知
的

水
準
の
引
き
上
げ
と
平
均
化
を
促
し
、
新
聞

の
活
字
な
ど
を
通
じ
て
民
主
主
義
の
進
展
に

も
貢
献
し
た
の
で
す
。し
か
し
、そ
の
後
、当
用

漢
字
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
持
つ
制

限
に
不
満
が
高
ま
り
、
昭
和
56
年
に
当
用
漢

字
が
常
用
漢
字
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
当
用
漢
字
が
そ
れ
以
外
の
漢
字
の
使
用

を
制
限
し
て
い
た
の
に
対
し
、
常
用
漢
字
は

あ
く
ま
で
も
使
用
の
目
安
と
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
常
用
漢
字
表
に
な
い
漢
字
を
使
っ

て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
奇く

し

く
も
、
そ
の
後
に
情
報
化
社
会
が
到
来
し
、

常
用
漢
字
の
枠
を
超
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字

を
使
う
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
対
応
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
が
、
平
成
22
年
の
改
定
と
い
う
わ
け

で
す
ね
」（
笹
原
教
授
）

　

こ
の
よ
う
に
戦
後
の
漢
字
使
用
の
基
準

は
、〝
制
限
〞
か
ら
〝
目
安
〞
へ
と
変
化
を

遂
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
22
年
の

常
用
漢
字
表
改
定
に
よ
り
、
新
し
い
漢
字
表

現
の
時
代
に
入
っ
た
の
で
す
。

イ
ラ
ス
ト
／
う
つ
み
ち
は
る

 

実
は
気
に
な
っ
て
い
た
！

み
ん
な
が
知
り
た
い
常
用
漢
字
！

改
定
に
よ
っ
て
常
用
漢
字
は

１
９
４
５
字
か
ら

２
１
３
６
字
に
増
加
！

　

常
用
漢
字
と
は
、「
法
令
、
公
用
文
書
、

新
聞
、
雑
誌
、
放
送
な
ど
、
一
般
の
社
会
生

活
に
お
い
て
、
現
代
の
国
語
を
書
き
表
す
場

合
の
漢
字
使
用
の
目
安
」（
常
用
漢
字
表
「
前

書
き
」
よ
り
）
と
な
る
も
の
で
す
。
平
成
22

年
11
月
30
日
、
昭
和
56
年
以
来
29
年
ぶ
り
に

新
し
い
常
用
漢
字
表
が
内
閣
か
ら
告
示
さ

れ
、
新
た
に
１
９
６
字
が
追
加
さ
れ
た
と
大

き
く
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

　

常
用
漢
字
表
は
、
文
化
庁
の
文
化
審
議
会

「
常
用
漢
字
」の
お
お
も
と
は

戦
後
に
定
め
ら
れ
た 「
当
用
漢
字
」

　

戦
前
ま
で
は
、
漢
字
を
使
う
上
で
の
一
律

の
基
準
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
笹
原
教
授
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

ま
す
。

　
「
明
治
期
か
ら
戦
前
ま
で
、
学
校
教
育
や

新
聞
の
一
部
を
除
い
て
、
社
会
全
体
で
の
漢

字
使
用
に
制
限
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
時
の

作
家
た
ち
―
―
例
え
ば
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
記
を
作
品
に
用
い
ま
し

た
。
例
え
ば
、『
出で

鱈た
ら

目め

』『
襯シ
ャ
ツ衣
』
と
い
っ

た
当
て
字
や
、『
釁ち

ぬ

ら
れ
る
（
血
塗
ら
れ
る
）』

『
𩛰あ

さ

る
』
と
い
っ
た
訓
読
み
の
漢
字
も
使
っ

て
い
た
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
作
家
た
ち
に

よ
る
自
由
な
漢
字
表
現
は
、
制
限
が
な
か
っ

た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
わ
け
で
す
が
、

漢
字
を
き
ち
ん
と
理
解
で
き
る
人
と
理
解
で

き
な
い
人
に
二
分
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
側

面
も
あ
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
戦
後
に
な
っ
て
漢
字
使
用
を
巡

る
状
況
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の

き
っ
か
け
が
昭
和
21
年
に
告
示
さ
れ
た
「
当

用
漢
字
表
」
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
用
漢

字
以
外
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
で

実は気になっていた！みんなが知りたい常用漢字！

字
一
字
調
査
し
た
資
料
を
作
成
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
定
で
は
新
聞
、
雑
誌
と
い
っ
た
紙

の
媒
体
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の

文
字
使
用
の
実
態
ま
で
調
べ
た
ん
で
す
よ
。

そ
し
て
、
そ
の
調
査
結
果
を
参
考
に
、
社
会

生
活
に
お
い
て
必
要
な
漢
字
を
３
年
間
か
け

て
議
論
し
、『
試
案
』
を
ま
と
め
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
そ
れ
に
対
し
て
一
般
の
方
々
か
ら

も
意
見
を
募
り
、
そ
れ
ま
で
の
常
用
漢
字
表

に
は
載
っ
て
い
な
か
っ
た
１
０
０
０
字
を
超

え
る
漢
字
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
、
よ
う
や

く
平
成
22
年
６
月
に
文
化
審
議
会
か
ら
『
改

定
常
用
漢
字
表
』
が
答
申
さ
れ
た
の
で
す
」

　

議
論
の
末
、
新
し
い
常
用
漢
字
表
に
は
従

来
の
常
用
漢
字
表
か
ら
５
字
が
削
除
、
新
た

に
１
９
６
字
が
追
加
さ
れ
、
１
９
４
５
字
が

２
１
３
６
字
に
増
え
ま
し
た
。
常
用
漢
字
表

は
、
私
た
ち
が
生
き
る
情
報
化
社
会
に
対
応

し
た
目
安
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

「当用漢字表（1850字）」が内閣から告示
「当用漢字別表（教育漢字※3）（881字）」が内閣から告示

学習指導要領改訂に伴い、「教育漢字」が996字に変更

当用漢字から常用漢字へ

「常用漢字表（1945字）」が内閣から告示
学習指導要領改訂に伴い、「教育漢字」が1006字に変更

改定された「常用漢字表（2136字）」が内閣から告示
中学校・高校の漢字指導が、新しい「常用漢字表」に対応

1978年、日本語に対応したワープロが商品化。
同年、日本語の文書データをパソコンなどで処理するために、
日本工業規格が選定したJIS漢字コードが作られる。

1995年、Microsoft 社のWindows 95※4 
operating systemが世界を席

せっけん

巻する。
1999年ごろ、携帯電話が普及し、多くの人がメールを使うようになる。

※3 小学校学習指導要領の「学年別漢字配当表」に示された漢字を指す。
※4 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※1 常用漢字表は文化庁ホームページ（http://www.bunka.go.jp/）をご参照ください。
※2 詳細は文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1299787.htm）をご参照ください。

昭和21年（1946）
昭和23年（1948）

昭和52年（1977）

昭和56年（1981）
平成元年  （1989）

平成22年（2010）
平成24年（2012）

常
用
漢
字
表
が
改
定

さ
れ
た
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？

？
常
用
漢
字
っ
て

い
つ
か
ら
あ
る
の
？

？
漢検の審査基準改定に伴う特集

常
用
漢
字
の
時
代

当
用
漢
字
の
時
代
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仮
に
、
多
く
の
人
が
読
む
新
聞
や
雑
誌
、

公
文
書
な
ど
で
難
し
い
漢
字
が
た
く
さ
ん
使

わ
れ
た
と
し
た
ら
、ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
漢
字
を
知
っ
て
い
る
人
、
知
ら
な
い
人

と
で
情
報
の
理
解
度
に
差
が
生
ま
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
公
に
漢
字

を
使
用
す
る
際
に
は
目
安
が
必
要
と
な
る
の

で
す
。
日
常
生
活
で
一
人
ひ
と
り
が
必
要
と

す
る
漢
字
の
範
囲
は
異
な
り
ま
す
が
、
常
用

漢
字
は
社
会
生
活
に
お
い
て
広
く
使
わ
れ
る

漢
字
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
身

に
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

平
成
24
年
度
か
ら
学
校
教
育
で
も

取
り
入
れ
ら
れ
る
！

　

学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
高
校
卒
業
ま
で

に
す
べ
て
の
常
用
漢
字
を
習
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
平
成
22
年
に
告
示
さ
れ
た
新
し

い
常
用
漢
字
表
に
基
づ
く
教
育
現
場
で
の
漢

字
指
導
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
対
応
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
漢
検
で
も
、

常
用
漢
字
す
べ
て
を
習
得
す
る
レ
ベ
ル
で
あ

る
2
級
で
、
平
成
24
年
度
の
検
定
か
ら
対
象

漢
字
数
が
２
１
３
６
字
と
な
り
ま
す
。

器
で
適
切
な
漢
字
を
選
ん
で
使
い
こ
な
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
よ
い
』と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、『
憂ゆ

う

鬱う
つ

』
を
書
け
る
人
は
多
く
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
て
ば
漢

字
に
変
換
さ
れ
る
た
め
、
特
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
使
用
頻
度
が
高
い
と
い
う
調
査

結
果
が
出
ま
し
た
。
そ
し
て
議
論
の
結
果
、

『
鬱
』
は
常
用
漢
字
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
『
憂
鬱
』
は
ひ
ら
が
な
よ

り
も
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
漢
字
の
ほ
う
が
憂
鬱

な
状
態
を
し
っ
か
り
表
現
で
き
る
と
感
じ
る

人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て

社
会
生
活
に
お
い
て

よ
く
使
わ
れ
る
漢
字
で
あ
る
た
め

ぜ
ひ
習
得
し
て
お
き
た
い
！

　

私
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
漢
字
に
囲
ま
れ
て

暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
人
の
名
前
や
地
名
な
ど

に
は
、
学
校
で
は
習
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
難
し

い
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
た
ち
自
身
も
常
用
漢

字
表
に
載
っ
て
い
な
い
字
や
読
み
方
を
知
ら

な
い
う
ち
に
使
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
「
例
え
ば
、『
腹
』
の
訓
読
み
は
『
は
ら
』

だ
け
で
す
が
、『
お
腹
が
す
い
た
』
の
よ
う

な
表
記
も
よ
く
見
か
け
ま
す
よ
ね
。こ
の『
な

か
』
と
い
う
読
み
は
常
用
漢
字
表
に
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
使
用
を
制
限
し
て
は
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、『
し
ず
く
』
は
『
雫
』
を
思

い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
実

は
こ
れ
も
表
外
漢
字
（
常
用
漢
字
表
に
含
ま

れ
な
い
漢
字
）で
、常
用
漢
字
表
に
従
え
ば
、

『
滴
』と
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」（
笹
原
教
授
）

　

こ
の
よ
う
に
、日
常
生
活
で
は
常
用
漢
字
以

外
の
漢
字
も
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

笹
原
教
授
に
よ
れ
ば
、私
た
ち
が
日
常
生
活
の

中
で
使
っ
て
い
る
漢
字
の
数
は
、
平
均
す
る
と

３
０
０
０
字
前
後
と
考
え
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

　漢字使用の実態に合わせていこうと、

新しい常用漢字表には多くの現代表記

が採用されました。

　常用漢字表は「付表」の中で、熟字

訓（２字以上の熟字をまとめて読むも

の）の読みを定めていますが、その中に

興味深いものがあります。例えば

「真
ま じ め

面目」の読み方。これについて笹原

教授は次のように解説します。「『真面

目』は、実は江戸時代から使われてい

た表記です。昔から日本人はそれをひ

らがなで書くよりも、もっと重厚な印

象のある表記にしたかったのでしょう。

そこで、中国の書物にあった『真面目（し

んめんもく）』を当てて使い始めたので

す。真面目は『ありのままの姿』を意

味する漢語ですが、今回の改定で『ま

じめ』と読むことが常用漢字表の付表

で定められたのです。すでに一般に定

着していた読み方が、200年以上経
た

っ

てようやく“公認”されたということ

になります」

　この他に、新しい常用漢字表に加え

られた特徴的な例を３つ紹介します。

日
常
に
あ
ふ
れ
る

漢
字
に
目
を
向
け
、

漢
字
の
世
界
を
広
げ
よ
う
！

　

常
用
漢
字
表
の
改
定
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
と
い
っ
た
情
報
機
器
で
文
字
を
打
つ

よ
う
に
な
っ
た
社
会
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す

る
狙
い
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景

の
中
で
、
２
１
３
６
字
に
増
え
た
常
用
漢
字

や
そ
れ
以
外
の
た
く
さ
ん
の
漢
字
と
私
た
ち

は
ど
う
付
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。笹
原
教
授
は
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
改
定
さ
れ
た
常
用
漢
字
表
は
、『
情
報
機

い
ま
す
。

　

日
本
人
は
こ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
つ
ま

り
言
葉
の
重
み
と
表
記
の
雰
囲
気
が
一
致
す

る
こ
と
を
好
み
ま
す
。そ
れ
が
で
き
る
の
は
、

漢
字
一
字
一
字
が
意
味
を
持
つ
表
意
文
字

（
表
語
文
字
）
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、

私
た
ち
は
漢
字
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
う
ま
く
伝
え
ら

れ
る
漢
字
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
た
い
も
の

で
す
。

　

常
用
漢
字
が
〝
社
会
生
活
に
お
け
る
漢
字

使
用
の
目
安
〞
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日

常
に
は
た
く
さ
ん
の
漢
字
が
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
も
世
の
中
で
ど
の
よ
う
に
漢
字

が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
、
関
心
を
持
っ
て
観

察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
考
え
る
と
、

看
板
も
テ
レ
ビ
も
マ
ン
ガ
も
、
漢
字
に
触
れ

る
こ
と
の
で
き
る
立
派
な
教
科
書
に
な
る
は

ず
で
す
。
そ
れ
に
気
付
け
ば
、
き
っ
と
今
よ

り
も
漢
字
の
世
界
が
広
が
っ
て
、
楽
し
く
漢

字
と
付
き
合
え
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
」

　

た
く
さ
ん
の
漢
字
を
目
に
し
、
気
付
き
、

触
れ
て
使
っ
て
い
く
こ
と
が
、
常
用
漢
字
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
漢
字
を
楽
し
む

コ
ツ
だ
と
言
え
そ
う
で
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（http

://w
w
w
.k
anken

.or.jp/

）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

常用漢字表に追加されるまでには
こんなストーリーがあった！

「真面目」から始まる、ドラマティックな常用漢字

「混む」は本当は
「込む」だった！
電車などが「こむ」のは、たく
さんの人が詰め込まれている状
態であり、本来は「込む」と表
記すべきところです。しかし、
混雑＝混むという意識による使
われ方が定着したため、今回の
改定でその読みが追認されまし
た。「混む」という表記は、実は
明治期の新聞にもあったそうで、
100年以上かかって認められた
読み方となります。

常用漢字表改定に
携わった
笹原教授の本

漢字の現在
リアルな文字生活と日本語
三省堂

最新の当て字や俗字を含めた
現代の漢字と日本人の“字感”
を考察。「『はたち』を過ぎたら
『才』は『歳』？」など、日本
の漢字の実態を、中国、韓国、
ベトナムの話を交えつつ多角
的に解き明かします。

混
む

「麵」よりも、
分かりやすい「麺」に！
ラーメンの「麺」は見慣れた漢
字ですが、本来は「麵」。しかし、
この字は、読むことはできても
「 」の部分が難しく、原料で
ある麦の旧字体であることも忘
れられがちなため、分かりやす
く「麦」に変えて書くことがた
くさんありました。現在は「麺」
が浸透しているため、議論の
末、「麵」ではなく「麺」が常
用漢字に採用されました。

麺

都道府県名の漢字は
すべて採用！
「奈」は主に、神奈川や奈良といっ
た県名や、人の名前を表記する
ときに使われています。常用漢
字表は基本的に固有名詞を対象
とするものではありませんが、
今回の改定により、都道府県名
に使われている漢字はすべて採
用。その結果、「奈」の他に、「茨・
媛・岡・熊・埼・栃・梨・阪・阜」も
常用漢字の仲間入りをしました。

奈

漢字

私たちが実際に
生活でよく使っている
漢字は約3000字

※5 漢検2級（高校卒業・大学・一般程度）の出題対象漢字。
※6 小学校学習指導要領の「学年別漢字配当表」に示された漢字。
　　また、漢検5級（小学校6年生修了程度）の出題対象漢字。

目
安
な
ら
常
用
漢
字
は

覚
え
な
く
て
も
い
い
の
？

？

私
た
ち
は
常
用
漢
字
と

ど
う
付
き
合
え
ば
い
い
の
？

？

実は気になっていた！みんなが知りたい常用漢字！漢検の審査基準改定に伴う特集

常用漢字の関係図

常用漢字※5

教育漢字※6

人名用漢字

高校卒業までに
学習する漢字
2136字

小学校卒業までに
学習する漢字
1006字

861字

常用漢字は、一般の
社会生活における
漢字使用の目安。新
聞や雑誌、公文書で
用いられています。

人名用漢字とは、常
用漢字以外で人名
に使用できる漢字
のことを指します。

愛媛

岡山

熊本 奈良



匹

本

腹 粒

尾

枚

海や川を泳いで
いるときは

水揚げされて
商品（売り物）になると

鮭
さけ

※本来、親が１回の産卵で生む卵のひとまとまりを
「ひと腹」と言います。そのため筋子ひと腹は、
卵のまとまり２本を指します。

平らな
魚は

鮭の卵は… 切り身になると… おすしになると…

筋子 イクラ 丁 貫さく 切れ

※鮭の場合、40尾を「一
いっ

石
こく

」と
数えることもある

枚

平らな
魚は
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今回の研究

匹
』
と
数
え
ら
れ
、
心
を
入
れ
替
え
て
人

間
的
な
性
格
を
持
つ
と
『
一
人
』
と
数
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
人
間
に
と
っ

て
、
よ
り
友
好
的
な
存
在
ほ
ど
『
人
（
一

人
、
二
人
、
に
ん
）』
で
数
え
る
傾
向
が

あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
天
使
と
悪
魔
の
数

え
方
で
も
同
様
で
、
天
使
は
『
一
人
』
と

数
え
る
の
に
対
し
、
悪
魔
は
『
１
匹
』
と

数
え
る
の
が
一
般
的
で
す
」

同
じ
も
の
で
も
数
え
方
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
る

　

同
じ
も
の
で
も
状
態
や
形
状
、
使
わ
れ

方
が
変
わ
る
と
数
え
方
も
変
わ
る
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
特
に
た
く
さ
ん
の
助
数

詞
を
持
つ
の
は
魚
で
す
。
海
や
川
を
泳
い

で
い
る
状
態
で
は
「
１
匹
」
で
す
が
、
水

揚
げ
さ
れ
て
取
り
引
き
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
「
１
本
」、鮮
魚
店
に
並
ぶ
と
「
１
尾
」

と
数
え
ま
す
。
そ
の
他
に
ヒ
ラ
メ
や
カ
レ

イ
な
ど
の
平
面
的
な
魚
を
「
１
枚
」
と
数

え
た
り
、
切
り
身
に
な
る
と
サ
イ
ズ
に

よ
っ
て
「
１
丁
」「
ひ
と
さ
く
」「
ひ
と
切

れ
」
と
数
え
た
り
も
し
ま
す
。
飯
田
教
授

は
、
同
じ
も
の
で
も
助
数
詞
が
変
わ
る
こ

と
で
、
そ
の
も
の
の
印
象
が
変
わ
る
こ
と

も
指
摘
し
ま
す
。

　
「
八
百
屋
で
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
や
ス
イ
カ

を  

『
１
個
』
で
は
な
く
、
前
者
を
『
ひ

と
粒
』、
後
者
を
『
ひ
と
玉
』
と
数
え
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、お
弁
当
を『
ひ

と
折
』
と
数
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
数
え
方
を
変
え
る
こ
と
で
高
級
感
を

出
し
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
テ
レ
ビ

は
一
般
的
に
『
1
台
』
と
数
え
ま
す
が
、

最
近
で
は
薄
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
あ

え
て
『
1
枚
』
と
数
え
る
こ
と
も
増
え
て

き
ま
し
た
」

　

も
の
を
数
え
る
と
き
に
使
う
言
葉
の
こ

と
を
「
助
数
詞
」
と
言
い
ま
す
が
、
私
た

ち
日
本
人
は
、
た
く
さ
ん
の
助
数
詞
を
細

か
く
使
い
分
け
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、

勉
強
机
の
上
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
教
科
書
や
ノ
ー
ト
は
「
冊
」、
え

ん
ぴ
つ
は
「
本
」、
下
敷
き
は
「
枚
」、
ペ

ン
ケ
ー
ス
や
消
し
ゴ
ム
は
「
個
」
―
―
と

い
う
具
合
に
数
え
ま
す
。
数
え
方
の
研
究

者
で
あ
る
飯
田
教
授
の
著
書
『
数
え
方
の

辞
典
』
に
は
、
約
５
０
０
も
の
助
数
詞
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
日
本
語
の

豊
か
な
〝
数
え
方
の
文
化
〞
に
つ
い
て
、

飯
田
教
授
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
日
本
語
に
お
け
る
助
数
詞
は
、
そ
の

人
が
数
え
る
対
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
か
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
。
分
か
り
や
す
い
の

は
鬼
の
数
え
方
で
す
。お
と
ぎ
話
の
鬼
は
、

暴
れ
て
人
間
を
困
ら
せ
る
場
面
で
は
『
1

助
数
詞
は
も
の
の
捉
え
方
を

映
し
出
す
鏡

（いいだ あさこ）
1969 年東京都生まれ。東京女子大
学、慶應義塾大学大学院を経て、
1999 年東京大学人文社会系研究科
言語学専門分野博士課程修了。博士
（文学）取得。2009 年より現職。
主に、日本語の助数詞の意味と用法
について研究している。著作に『数
え方の辞典』（小学館）、『数え方で
みがく日本語』（筑摩書房）などが
ある。

飯田 朝子教授
中央大学

ものの数え方から
分かること

毎回、漢字や言葉の面白さを
さまざまな側面から
紹介していきます。

意外な事実が見えるかも！？

研究所

第 2 回

漢字と言葉の
おもしろ

イラスト／野田節美

「１回」と「１度」はどう違う？
「回」も「度」も行為や出来事を数える助数詞ですが、その使
い方には少し違いがあります。定期的に行われる行為や催し
を数える際に「回」を使うのです。つまり、「第３回○○大会」
とは言いますが、「第３度○○大会」とは言いません。その一
方で、再び繰り返されることが予測・期待されにくい行為や
催しには「度」を使います。例えば、「仏の顔も三度まで」と
いう言い方がありますが、「仏の顔は三回まで」とは言いませ
ん。「回」を使うと、次があることを期待させてしまうのです。

漢字と言葉のマメマメ知識
　

こ
の
よ
う
に
、
助
数
詞
は
言
葉
の
表
現

の
豊
か
さ
の
一
端
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
で
は
、汎
用
的
に
使
え
る
「
ひ
と
つ
」

「
1
個
」
を
何
に
で
も
当
て
は
め
て
済
ま

せ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、

暮
ら
し
の
中
の
助
数
詞
を
意
識
し
て
集
め

た
り
、
な
ぜ
そ
う
い
う
数
え
方
を
す
る
の

か
を
調
べ
た
り
す
る
と
、
日
本
語
と
漢
字

の
奥
深
さ
を
再
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
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好
き
で
選
ん
だ
文
学
部
で
し
た
が
、
大

学
入
学
当
時
は
そ
こ
で
何
を
し
た
い
の
か

が
漠
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
私
が

漢
字
研
究
の
面
白
さ
に
気
付
い
た
の
は
大

学
2
年
生
の
と
き
に
受
け
た
授
業
が
き
っ

か
け
で
す
。
そ
れ
は
漢
字
の
字
体
に
関
す

る
授
業
で
し
た
。
難
し
い
旧
字
体
の
漢
字

　

私
は
サ
ハ
リ
ン
出
身
で
す
。
サ
ハ
リ
ン

は
日
本
に
近
く
、
日
本
総
領
事
館
や
企
業

の
支
社
が
あ
り
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
“
人

と
文
化
の
交
流
の
場
”に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
環
境
下
で
、
私
は
日
常
生
活
の

中
で
漢
字
を
目
に
し
て
育
っ
て
き
ま
し

た
。
例
え
ば
、
輸
入
中
古
車
の
車
体
に
書

き
残
さ
れ
た
漢
字
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

ロ
シ
ア
語
や
英
語
と
は
違
う
、
謎
め
い
た

現
代
ア
ー
ト
の
よ
う
な
漢
字
に
次
第
に
魅

せ
ら
れ
、日
本
語
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
ロ
シ
ア
の
大
学
に
在
籍
し
て

い
た
と
き
に
、
交
流
に
来
た
日
本
人
学
生

か
ら
書
道
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
毛
筆
で

書
か
れ
た
美
し
い
曲
線
と
筆
の
動
き
に
目

を
奪
わ
れ
、
日
本
文
化
や
日
本
の
文
字
、

漢
字
研
究
と
の
出
合
い

漢
字
、書
道
と
の
出
合
い

テ
ス
ト
も
あ
り
ま
し
た
が
、
何
よ
り
各
自

が
好
き
な
字
体
を
選
び
、
そ
の
字
体
が
で

き
た
経
緯
を
調
べ
る
課
題
が
楽
し
か
っ
た

の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
選
ん

だ
字
体
は
「
塩
」
で
す
。
た
っ
た
漢
字
一

字
で
す
が
、
そ
の
一
字
の
歴
史
を
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
使
用
さ

れ
て
い
な
い
漢
字
が
過
去
に
は
多
く
使
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
私

さ
ら
に
は
書
道
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

ロ
シ
ア
で
は
書
道
用
具
が
手
に
入
り
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、文
部
科
学
省
の
日
本
語
・

日
本
文
化
研
修
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用

し
て
日
本
の
大
学
へ
行
く
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。

　

私
自
身
も
外
国
人
と
し
て
書
道
を
学
ん

で
お
り
、
世
界
中
の
国
々
か
ら
訪
れ
る
外

国
人
留
学
生
と
交
流
す
る
中
で
、
書
道
を

教
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
経
験

か
ら
、
外
国
人
な
ら
で
は
の
見
方
、
書
き

方
、
ク
セ
な
ど
を
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
、

満
足
の
い
く
日
本
語
学
習
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
今
回

漢字研究って
　こんなところが 面白い！ 漢検 漢字文化研究奨励賞

漢字研究、漢字に関わる日本語研究、漢字教育など、広く漢字文化に関わる分野における優れた学術的研究・調査等に対して、
その功績をたたえ社会全体に広く公表していく制度です。漢検ホームページにて過去の受賞論文をご覧いただけます。

若手
研究者に

聞く！

漢字は誇るべき日本文化であり、奥深い研究テーマでもあります。
今回は、あまり知られていない漢字研究の世界について、

「漢検 漢字文化研究奨励賞」を受賞された若手研究者に伺います。

※受賞者の学年は平成22年度時点の学年です。

外
国
人
を
対
象
と
す
る

日
本
文
字
学
習
の
枠
内
で

書
道
教
育
の
導
入
、

指
導
方
法
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て 

山
下
真
里 

さ
ん

ナ
ザ
ロ
ワ
・
エ
カ
テ
リ
ー
ナ 

さ
ん

東
北
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科 

博
士
前
期
課
程
１
年
※

京
都
大
学
大
学
院

人
間
・
環
境
学
研
究
科 

博
士
後
期
課
程
１
年
※

は
他
の
字
体
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
、
漢
字
の
字
体
を
研

究
テ
ー
マ
に
選
び
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
究
は
「
広
」
と
い
う
字
体
に

着
目
し
、
そ
の
誕
生
の
経
緯
を
探
り
ま
し

た
。
調
査
の
た
め
に
広
島
県
立
文
書
館
や

全
国
の
鉱
山
資
料
館
を
訪
ね
て
、
そ
こ
に

保
管
さ
れ
て
い
る
昔
の
資
料
を
1
枚
1
枚

め
く
り
、「
広
」
と
い
う
字
体
が
な
い
か

探
し
ま
し
た
。
合
計
２
０
０
０
ペ
ー
ジ
以

上
の
膨
大
な
資
料
を
何
回
も
何
回
も
見
直

す
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
作
業
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
漢
字
研
究
に
は
地
道
な
作

業
が
つ
き
も
の
で
す
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
積

み
重
ね
て
得
ら
れ
る
新
し
い
発
見
は
何
事

に
も
代
え
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
と
き
に
従
来
の
学
説
を
覆
す
こ
と

も
あ
り
、
と
て
も
や
り
が
い
を
感
じ
て
い

ま
す
。

の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
今
後
も
こ
の
研

究
を
さ
ら
に
深
め
、
外
国
の
日
本
語
学
科

の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
あ
る
各
種
の
国
際

交
流
機
関
な
ど
の
現
場
で
実
践
で
き
る
も

の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

研究の様子。字体の歴史をひも解きます。

「広」や「鉱」の異体字を探した資料
（小坂町立総合博物館郷土館所蔵）

漢
字
研
究
の
面
白
さ

日
本
語
教
育
と
書
道

研究内容について聞きました！研究内容について聞きました！

受
賞
者

受
賞
者

ロシア人の高校生に書道を教えています。

N
azarova Ekaterina

北野天満宮での新年の書き初
めに参加しました。

鉱山関係の資料で
使用されていた

「鑛」 鉱

広
明治期に省略が
繰り返され、

「鉱」が一般化 省略が「廣」に
転用される

「広」の
字体の
誕生

地
道
な
作
業
が

新
し
い
発
見
を
生
み
出
し
ま
す

実
用
可
能
な

研
究
を
目
指
し
ま
す

論
文
名

論
文
名

優秀賞
受賞

「
広
」の
字
体
に
つ
い
て

 

︱ 

略
字
体
の
出
現
時
期
と
そ
の
要
因 

︱

佳作
受賞

書道を通じて、
外国人に日本語の勉強を

好きになってもらうことを
目標にしています。

「広」という字体が
どのように生まれたのか、

過去の資料をたどり
発見しました！

漢字教育に関する研究発表を行いました。

「廣」
「 」「 」

◉「広」の字体はこのようにして生まれました
江戸時代以前の資料に見られる

「広」の異体字の例

など

など

漢字 VOICE

　私の研究は「普段使っている漢字がいつ、
どのように生まれたのか」を探る研究です。
今回注目した「広」は、実は戦前まであまり
見かけない字体でした。「廣」などの異体字が
広く使用されていたのです。調査の結果、明
治期に鉱業が盛んになるにつれて「鑛」（「鉱」
の異体字）が頻繁に使われるようになり、鉱
業関係者の間で省略が繰り返されて「鉱」と
なり、それが「廣」に転用されて「広」とい
う新しい字体が生まれた可能性があることが
分かりました。“近代化の波が漢字の字体まで
をも変化させた”と言えます。

　日本語を学習する外国人にとって、ひらが
な・カタカナ・漢字の文字学習はとても難し
いものです。特に、漢字学習がきっかけで日
本語学習に消極的になっていく外国人も少な
くありません。そこで、外国人の日本語学習
を「苦手」から「得意」にさせる方法のひと
つとして、「書道教育の導入が有効ではないか」
と考えました。そして、研究論文では書道教
育の実践によって得られた結果を分析し、外
国人の美意識、考え方の特徴を生かした書道
の指導方法を紹介しました。



リストリスト

リストリスト

1

1

1 2

2

2

3

3

3

リストの漢字を空いているマスに入れて、熟語しりとりをしましょう。
３問目は、最後のマスの漢字もリストから選んでください。

初級よりも少しレベルアップ。
リストの漢字を空いているマスに入れて、熟語しりとりをしましょう。
※1度使った漢字は他の問題では使えません。

さらにレベルアップした熟語しりとりに挑戦！
「？」のマスに入る漢字も考えてみてください。
※1度使った漢字は他の問題では使えません。

初級

中級

上級

ヒント！
光が人に当たって
できるものです。

ヒント！
最後のマスの漢字は、
訓読みで読むと「さ」
から始まります。

熟語しりとり
解答は　　23ページに掲載

出題：スカイネットコーポレーション　イラスト：あきんこ

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。

頭の体操！

リストの漢字を空いているマスに入れて熟語しりとりをしましょう。
隣り合ったマスには同じ漢字が入ります。初めて出合った漢字や
熟語は意味を調べてみましょう。

例題

漢字パズル＆クイズ

努

緊

勇 雑

魔

謙

探

撮

渦

産

面

秘

リスト

リスト

リスト

リスト

リスト

リスト

力

誌

極

量

接

究 境

？

？

？

卵

胆 続

嘆

架

初

画
リスト

版 集

版 画 集 結集版 画

範

狩

感

闘

法

道

真

潮

圧

猟

威

犬

迫

魂

囲

敢

豪

？

球

橋

剣

譲

師

？

影

ヒント！
２問目の「？」は８画、
３問目の「？」は３画です。
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平
成
24
年
度
第
1
回
検
定
か

ら
、
漢
検
の
5
級
〜
10
級
の
検

定
料
を
改
定
し
ま
し
た
。
5
級

〜
7
級
は
各
１
５
０
０
円
に
、

8
級
〜
10
級
は
各
１
０
０
０
円

に
引
き
下
げ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
審
査
基
準
に
よ
る
検
定
に
向
け

て
学
習
す
る
方
の
た
め
に
、
当
協
会
発
行
の

書
籍
を
新
審
査
基
準
に
対
応
し
た
内
容
に

改
訂
し
ま
し
た
。
左
記
の
書
籍
は
、
お
近
く

の
書
店
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。〈改訂書籍〉

『漢検 漢字学習ステップ』 2級～10級　計10種
『漢検 分野別問題集』 2級～6級　計6種
『漢検 ハンディ漢字学習』 2級～6級　計6種
『漢検要覧』 1／準1級対応、2～10級対応　計2種
『漢検 四字熟語辞典』　ほか

〈検定料を改定する級〉

　

当
協
会
は
、
昨
年
7
月
か
ら
12
月
に
か
け

て
大
学
・
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
専
修
学

校
を
対
象
に
行
っ
た
「『
漢
検
』
資
格
活
用

状
況
調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
で
は
、
大
学
・
短
期
大
学
４
５
８

校
１
０
２
９
学
部
・
学
科
、高
等
学
校
１
３
５ 

７
校
が「
漢
検
を
２
０
１
2
年
度
の
入
試
で
活

用
し
て
い
る
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

※
２
０
１
2
年
１
月
17
日
発
表
・
当
協
会
調
べ

　

当
協
会
は
「
漢
字
の
力
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
全
国
各
地
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
2

月
に
東
京
都
（
朝
日
新
聞
社
共
催
）
お
よ

び
仙
台
市
（
河
北
新
報
社
共
催
）
で
、
3

月
に
は
福
岡
市
（
西
日
本
新
聞
社
共
催
）

で
開
催
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
池
上
彰
さ

ん
や
作
家
の
髙
樹
の
ぶ
子
さ
ん
な
ど
各
界

で
ご
活
躍
の
方
を
お
招
き
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
思
考
力
を
支
え
る
「
漢

字
の
力
」
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

　

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ

れ
た
皆
さ
ま
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。
当
協
会
は
、
こ
れ
ま
で
に
①
東
北

3
県
の
教
育
委
員
会
な
ど
へ
の
教
育
目
的

の
寄
付
金
・
義
援
金
の
提
供
、
②
小
・
中
学

校
へ
の
協
会
書
籍
の
寄
贈
、
③
震
災
の
影
響

に
よ
り
自
己
負
担
に
よ
る
漢
検
受
検
が
困
難

と
な
っ
た
児
童
・
生
徒
へ
の
受
検
機
会
の
無

償
提
供
な
ど
、
総
額
約
５
０
０
０
万
円
の
被

災
者
教
育
支
援
を
実
施
し
ま
し
た
（
３
月
1

日
現
在
）。
今
後
も
文
部
科
学
省
や
被
災
地

の
各
教
育
委
員
会
と
連
携
を
図
り
、
さ
ら
な

る
支
援
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

※
被
災
地
の
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
先
生
方
へ

被
災
者
教
育
支
援
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
協

会
・
被
災
者
教
育
支
援
担
当（
０
３
‐
５
２
０
５
‐

０
３
３
３
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
12
月
に
第
１
回
Ａ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｕ
漢
字
文

化
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
京
都
大
学
主
催
、
東

ア
ジ
ア
研
究
型
大
学
協
会﹇
Ａ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｕ
﹈・

当
協
会
共
催
）
を
京

都
大
学
で
開
催
し
ま

し
た
。
そ
の
関
連
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
市
民

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
中
国
・
香
港
・

台
湾
・
韓
国
の
研
究

者
ら
を
迎
え
、「
東

ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化

振
興
と
漢
字
教
育
」

に
つ
い
て
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い

ま
し
た
。

平
成
24
年
度
か
ら
の「
漢
検
」に

関
す
る
重
要
な
変
更
の
お
知
ら
せ

5
級
〜
10
級
の

検
定
料
を

引
き
下
げ
ま
し
た
。

漢
検
の
書
籍
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
に

お
け
る
被
災
者
支
援
の

ご
報
告
（
第
2
回
）

「
漢
検
」資
格
活
用
状
況

調
査
結
果 

発
表

漢
字
文
化

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

（
京
都
）

「
漢
字
の
力
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

（
宮
城
・
東
京
・
福
岡
）

頭
の
体
操
！ 

漢
字
パ
ズ
ル
＆
ク
イ
ズ

熟
語
し
り
と
り

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。

検定情報

被災者支援調査報告

研究支援イベント報告

解答

 『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。

前号『漢検ジャーナルVol.5』10ページの「漢字と言葉の
“おもしろ”研究所＜流行の名前の漢字から分かること＞」
におきまして、誤字がありました。正しくは以下となります。
本文下段４行目　×「収獲」→○「収穫」
お詫びして訂正いたします。

 各種検定情報などの詳細は漢検ホームページをご確認ください。「漢字文化シンポジウム」の様子は
 京都大学ホームページ（http://ocw.kyoto-u.ac.jp/international-conference/24）で視聴できます。

漢漢

※ 昭和56年10月1日内閣訓令・告示

1

2

3

緊 迫

魔 球

影撮

迫 真

球 威

法 師 師影

真 剣

威 圧 感

範

剣

感

範

豪

嘆

囲

1

2

3

努 力

雑 誌

究探

力 量 産 産

誌 面

極究

量

面 接

秘極

接

秘

卵

続

境

1

2

3

勇 敢

謙 譲

潮渦

敢 闘

譲 歩 歩
？ ？

？干潮 狩

闘 魂

道 橋

猟狩

魂

橋

猟

胆

架

犬

初級

中級

上級

1

3

　

平
成
22
年
11
月
に
新
し
い
常
用
漢
字
表
が

告
示
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
平
成
24
年
度
第

1
回
検
定
か
ら
漢
検
の
審
査
基
準
を
改
定
し

ま
し
た
。

　

一
部
の
級
の
対
象
漢
字
数
や
領
域
・
内
容

に
変
更
が
あ
り
ま
す
が
、
各
級
の
レ
ベ
ル

（
例
：
3
級
＝
中
学
校
卒
業
程
度
）
や
合
格

基
準
（
例
：
3
級
＝
２
０
０
点
満
点 

70
％
以

上
）
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
い
情
報

（
Ｑ
＆
A
や
2
〜
10
級
の
級
別
漢
字
表
な
ど
）

は
漢
検
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
度
か
ら
漢
検
の

審
査
基
準
を
改
定
し
ま
し
た
。

2

 重要！
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 『漢検ジャーナル』への感想募集中！

お詫びと訂正

問
題
は
　
　20・21
ペ
ー
ジ
に
掲
載

平成23年度 第2回 受検データ

5級

級

6級

従来の検定料 新検定料

7級

8級

9級

10級

小学校6年生
修了程度

小学校5年生
修了程度

小学校4年生
修了程度

小学校3年生
修了程度

小学校2年生
修了程度

小学校1年生
修了程度

※1級から 4級までは従来の検定料と同額です。
※「漢検ＣＢＴ」については、検定日が平成24年4月16日以降の
   検定に対して新検定料を適用します。

各1,400円 各1,000円

各1,800円 各1,500円

漢検トピックス

27,842
5,783

1,320

76,795

140,227
129,813

68,07673,863
52,78633,209

25,26223,617
23,97218,637

16,726
13,844

12,972

平均合格率：54.3％
● 平成22年度総志願者数は2,320,722人

（人）

93.7% 89.7% 81.2% 84.8% 76.1% 71.5% 52.4% 53.0% 43.3% 23.4% 22.8% 11.3%合格率

1,510
170

受検者数：797,840人

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

合格者数：432,910人

受検者数

合格者数60,677

17,99419,465

0

50,000

100,000

200,000

250,000

150,000

300,000

常用漢字※が
すべて読み書き
活用できるレベル

252,345

133,845




