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文章指導のワンポイントアドバイス
教えてあつじ先生！
知っておきたい 漢字のはなし
頭の体操！漢字クイズ
漢字カフェへようこそ！
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「好き」という
気持ちを
大事にして
自分の世界を
広げる

知花くららさん
モデル
ち ばな

特 集

漢字で見る
日本の単位

●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8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

S0052.24.2

詳しくは漢検ホームページをご覧ください。
楽しく学べるコンテンツも盛りだくさん！
https://www.kanken.or.jp/kanken/
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●「公開会場」は、協会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、漢検ホームページからお申し込みください。

●「準会場」は、申込資格のある学校や、協会の審査のうえ承認を得た団体が自ら設けた団体受検用の会場です。
　「準会場」として漢検を実施するためには10名以上の志願者が必要です。
●日曜日（★の日程）に準会場受検を実施する場合は、公開会場の検定時間に準じて実施してください。
●団体受検の申込条件を検定日ごとに満たせば、同一回の複数検定日（8月21日（水）と11月2日（土）など）にお申し込みいただけます。

発送
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巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

「好き」という気持ちを 
大事にして 
自分の世界を広げる

ミス・ユニバース世界大会で 

準ミスグランプリを獲得後、モデルを軸に、 

幅広いジャンルで活躍し続ける知花くららさん。

20代から国連ＷＦＰの活動に取り組み、 

短歌創作や建築士資格取得など、 

「好きなこと」「学ぶこと」に向き合う姿勢は、 

2児の母となった今も輝き続けています。

インタビューで語られた言葉の端々には、 

新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれる 

ヒントがたくさんありました。
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ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
出
場
と

就
職
活
動
が
人
生
の
転
機
に

―
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
に
出
場
し
よ
う

と
思
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

大
学
卒
業
後
は
出
版
社
に
就
職
す
る

つ
も
り
で
、内
定
を
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
就
職
前
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
、
社
長

か
ら「
学
生
の
う
ち
に
し
か
経
験
で
き
な

い
こ
と
を
や
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」と

言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
学
で
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
学
び
国
連
の
活
動

に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
ミ
ス
・
ユ
ニ

バ
ー
ス
に
出
場
す
れ
ば
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

広
が
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

高
校
時
代
は
臨
床
心
理
士
を
目
指
し

て
い
て
、
自
分
に
は
裏
方
の
仕
事
が
合
っ

て
い
る
と
自
覚
し
て
い
ま
し
た
。
メ
イ
ク

の
仕
方
も
知
ら
な
い
よ
う
な
学
生
だ
っ

た
の
で
、
華
や
か
な
表
舞
台
に
立
つ
こ
と

な
ん
て
考
え
も
し
な
か
っ
た
で
す
ね
。

今
の
仕
事
も
、
過
去
に
は
何
度
も
や
め

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
そ
の
度
に
誰

か
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
り
、
引
き
止

め
て
く
れ
た
り
し
て
、
そ
う
し
た
方
た
ち

の
お
か
げ
で
今
の
私
が
あ
り
ま
す
。
多
く

の
出
会
い
と
ご
縁
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。

―
結
局
、
出
版
社
に
は
入
ら
ず
に
ミ

ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
世
界
大
会
へ
？

入
社
式
の
数
日
後
に
世
界
大
会
の
フ
ァ

イ
ナ
ル
ス
テ
ー
ジ
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
出

る
つ
も
り
で
し
た
。
す
る
と
内
定
先
の
人

事
部
の
方
が「
あ
な
た
が
優
勝
し
な
い
と

い
う
保
証
は
な
い
で
し
ょ
う
？　

人
生

に
保
険
を
か
け
る
の
は
い
か
が
な
も
の

か
？
」と
。就
職
す
る
か
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー

ス
に
出
場
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら

れ
た
の
で
す
。

編
集
者
に
な
る
夢
を
捨
て
き
れ
ず
に

悩
ん
で
い
た
時
、
友
人
や
先
輩
な
ど
に

片
っ
端
か
ら
相
談
し
ま
し
た
。
答
え
は
み

ん
な
同
じ
。「
就
職
か
ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー

ス
か
で
悩
ん
で
る
？　

何
言
っ
て
る
の
、

ミ
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
で
し
ょ
！
」っ
て
。

「
協
力
で
き
る
こ
と
は
し
て
あ
げ
る
」と

言
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
い
て
、
そ
う
し
た

言
葉
に
背
中
を
押
さ
れ
て
一
歩
を
踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

―
自
分
が“
成
長
で
き
た
”と
感
じ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

就
職
活
動
で
す
ね
。
面
接
で
は
自
ら
を

積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
が
、
学
生
時
代
は
殻
に
閉
じ
こ
も

り
自
分
の
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
―

そ
ん
な
タ
イ
プ
だ
っ
た
の
で
自
己
ア
ピ
ー

ル
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
て
…
…
。で
も
、数

々
の
採
用
面
接
を
受
け
る
中
で
鍛
え
ら

れ
、
次
第
に
自
分
の
言
葉
で
語
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
殻
を
破
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
こ
の
経
験
は
、ミ
ス
・
ユ
ニ

バ
ー
ス
で
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

挑
戦
し
、
自
分
の
道
を

選
び
と
る
幸
せ

―
約
15
年
に
わ
た
っ
て
活
動
さ
れ
た

国＊
連
Ｗ
Ｆ
Ｐ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
？

日
本
大
使
の
立
場
で
、
主
に
ア
フ
リ
カ

諸
国
へ
の
食
糧
支
援
と
教
育
を
サ
ポ
ー
ト

す
る「
学
校
給
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
携
わ

り
ま
し
た
。
貧
し
い
国
で
は
子
ど
も
は
家

の
貴
重
な
労
働
力
で
、
な
か
な
か
学
校
に

行
け
な
い
現
実
が
あ
り
ま
す
が
、
給
食
が

提
供
さ
れ
る
と
な
る
と
親
は
快
く
送
り
出

1982年生まれ。沖縄県出身。上智大学在学中にミス・ユニバー
ス世界大会にエントリーし、卒業後の2006年、準ミスグラン
プリに輝く。2007年から国連WFP（世界食糧計画）でオフィ
シャルサポーターや日本大使を務め、世界各国を訪問。30代
から短歌の創作を始め、2017年、「ナイルパーチの鱗」で第63
回角川短歌賞佳作を受賞。2019年に初の歌集『はじまりは、恋』
を刊行。同年、大学の通信教育で建築デザインを学び始め、
2022年に二級建築士資格を取得。２児の母として子育てをし
ながら、モデル、俳優、コメンテーター、リポーターなどの活
動を精力的にこなす。

モデル

知
ち

花
ばな

くららさん

P R O F I L E

挑
戦
で
き
る
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
は
恵
ま
れ
て
い
る

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー
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「
自
分
を
耕
す
」た
め
に
、
新
し
い
こ
と
に
向
き
合
う

し
て
く
れ
ま
す
。
学
校
に
来
れ
ば
勉
強
が

で
き
、
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る
率
も
低
く

な
る
、成
績
が
上
が
り
進
学
に
つ
な
が
る
。

み
ん
な
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
れ
る
こ
の
活
動

に
ひ
と
め
ぼ
れ
し
、15
年
携
わ
り
ま
し
た
。

―
海
外
の
国
を
訪
問
す
る
中
で
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
感
じ
ら
れ
ま
し
た
か
？

言
語
や
文
化
、
価
値
観
は
国
に
よ
っ
て

違
い
、
何
が
正
解
と
い
う
こ
と
も
な
い
、

今
見
え
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
で
は
な

い
、
世
界
は
広
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
当

た
り
前
の
こ
と
に
思
え
ま
す
が
、
実
際
に

現
地
で
生
活
す
る
こ
と
で
身
を
も
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
同
時
に
葛

藤
も
あ
り
ま
し
た
。「
私
に
で
き
る
こ
と

が
も
っ
と
あ
る
は
ず
」と
思
う
一
方
で
活

動
に
は
限
界
が
あ
り
、
自
分
の
無
力
さ
を

思
い
知
ら
さ
れ
る
日
々
…
…
。

葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
考
え
た
の
は
、
日

本
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
で
す
。
選
択
肢
が

た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
と

試
し
て
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
選
び

と
る
自
由
が
あ
る
―
。
こ
れ
が
い
か
に

恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
を
痛
感
し
ま
し

た
。
世
界
に
は
夢
を
見
る
こ
と
さ
え
難
し

い
国
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
も
っ
と
柔
軟

に
、
し
な
や
か
に
生
き
て
も
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
？　

日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
は
そ

ん
な
こ
と
を
伝
え
た
い
で
す
ね
。

肩
書
き
を
捨
て
、

一
人
の
人
間
と
し
て
詠
む

―
短
歌
の
創
作
を
始
め
ら
れ
た
の
は
い

つ
か
ら
、
何
が
き
っ
か
け
で
し
た
か
？

30
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
で
す
。
中
高
生

の
頃
に
読
ん
だ
与
謝
野
晶
子
の『
み
だ
れ

髪
』を
大
人
に
な
っ
て
再
読
す
る
と
全
く

違
っ
て
感
じ
ら
れ
、
短
歌
の
お
も
し
ろ
さ

と
日
本
語
の
奥
深
さ
に
改
め
て
気
づ
き

ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
現
代
短
歌
に
興
味
を

持
ち
、
歌
人
の
河
野
裕
子
・
永
田
和
宏
夫

妻
の
共
著『
た
と
へ
ば
君 

四
十
年
の
恋
歌
』

を
読
み
、
恋
愛
映
画
の
よ
う
な
美
し
く
切

な
い
言
葉
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
、
自
分
で

も
創
作
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
ざ
作
歌
と
な
る
と
簡
単
に

は
い
き
ま
せ
ん
。
国
連
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
活
動
で

経
験
し
た
こ
と
や
自
分
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
沖
縄
の
こ
と
を
詠
む
と
、
ど
う
し
て
も

“
大
使
”や“
沖
縄
出
身
”と
い
う
立
場
を

踏
ま
え
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
て
し
ま

い
、
短
歌
の
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
。
そ
ん

な
時
、
師
匠
で
あ
る
永
田
和
宏
先
生
か
ら

言
わ
れ
た
の
は「
肩
書
き
を
捨
て
な
さ
い
。

知
花
く
ら
ら
と
い
う
一
人
の
人
間
と
し
て

詠
ま
な
い
と
」。
ふ
っ
と
肩
の
力
が
抜
け
、

こ
れ
を
機
に
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
を
楽
し

く
、自
由
に
詠
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
知
花
さ
ん
が
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

短
歌
の
魅
力
と
は
？

短
歌
を
詠
む
時
、
自
分
の
置
か
れ
て
い

る
状
況
を
ど
こ
か
で
俯ふ

瞰か
ん

し
て
い
る
感

覚
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
と
て
も
つ

ら
い
経
験
を
し
て
心
は
血
を
流
し
て
い

る
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
く
ら
い
ズ
タ
ズ

タ
に
傷
つ
い
て
い
る
の
に
、
言
葉
は
ど
ん

ど
ん
あ
ふ
れ
出
し
て
く
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
ん
な
心
の
声
に
耳
を
傾
け
、
拾

い
集
め
た
言
葉
を
三
十
一
文
字
で
つ
づ

り
な
が
ら
、
私
は
こ
う
や
っ
て
短
歌
に
救

わ
れ
る
ん
だ
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
で
き

る
だ
け
俯
瞰
で
捉
え
る
と
い
う
短
歌
の

性
質
が
、
そ
の
時
の
私
を
救
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

島
の
未
来
を
考
え
た

景
色
を
つ
く
り
た
い

―
二
級
建
築
士
の
資
格
を
取
得
さ
れ
た

と
お
聞
き
し
ま
し
た
。

建
築
を
学
ぼ
う
と
思
っ
た
の
は
、
沖
縄

の
離
島
に
あ
る
祖
父
の
生
家
を
受
け
継

ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

老
朽
化
が
進
み
建
て
直
す
必
要
が
あ
り
、

祖
父
母
か
ら
は「
台
風
に
備
え
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
頑
丈
な
家
を
」と
言
わ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
透
き
通
っ
た
青
い
海
、
緑

豊
か
な
美
し
い
島
の
自
然
と
の
調
和
を

考
え
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
を
残
し

何
を
変
え
る
べ
き
か
を
専
門
的
な
知
識

を
持
っ
て
自
分
自
身
で
し
っ
か
り
と
考

え
、
再
建
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

―
子
育
て
を
し
な
が
ら
勉
強
を
す

る
の
は
大
変
だ
っ
た
の
で
は
？

時
間
を
つ
く
る
の
が
大
変
で
し
た
。
授

乳
し
な
が
ら
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
り
、
子

守
唄
を
歌
い
な
が
ら
文
献
に
目
を
通
し

た
り
も
…
…
。
建
築
の
勉
強
は
40
代
の
自

分
へ
の
投
資
と
考
え
て
い
て
、
今
し
っ
か

＊
国
連
Ｗ
Ｆ
Ｐ（W

orld Food Program
m

e

）　

国
連
世
界
食
糧
計
画　

食
料
支
援
を
通
し
て
、
紛
争

や
災
害
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
た
め
に
平
和
、

安
定
、
繁
栄
へ
の
道
筋
を
構
築
す
る
人
道
支
援
機
関
。
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り
と“
自
分
を
耕
し
て
”お
け
ば
、
こ
れ

か
ら
先
、
ま
た
違
う
花
を
咲
か
せ
ら
れ
る

と
い
う
思
い
が
推
進
力
に
な
り
ま
し
た
。

家
族
の
サ
ポ
ー
ト
も
大
き
か
っ
た
で

す
。
言
葉
に
し
な
く
て
も
良
い
と
思
え
る

小
さ
な
こ
と
も
あ
え
て
会
話
の
中
に
入

れ
て
、
細
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。「
パ
ー

ト
ナ
ー
な
ん
だ
し
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ

う
」と
黙
っ
て
い
る
と
、
私
の
大
変
さ
は

理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
ら（
笑
）。
家

庭
に
限
ら
ず
、
円
滑
な
人
間
関
係
を
築
く

に
は
、
や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

大
切
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

な
ぜ「
好
き
」な
の
か

自
分
で
語
れ
る
く
ら
い
調
べ
る

―
お
子
さ
ん
に
伝
え
た
い
思
い
は
あ
り

ま
す
か
？

知
花
家
に
は「
気
に
入
っ
た
器
は
そ
の

場
で
買
え
」と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す

（
笑
）。
手
仕
事
の
器
も
人
も
一
期
一
会
。

こ
れ
好
き
！
と
思
っ
た
ら
、
後
悔
し
な
い

よ
う
に
迷
わ
ず
に
買
い
な
さ
い
と
い
う
教

訓
で
す
が
、
私
は「
な
ぜ
そ
れ
が
好
き
な

の
か
」と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
理
由
を
説

明
す
る
に
は
知
識
と
知
性
が
必
要
で
、
好

き
な
モ
ノ
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
楽

し
い
で
す
よ
ね
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ど

ん
な
こ
と
も
自
分
の
言
葉
で
し
っ
か
り

と
語
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

―
最
後
に
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
ア
ド
バ

イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

中
学
・
高
校
時
代
は
学
校
や
家
が
自

分
の
世
界
の
中
心
で
、
視
点
が
内
側
に
向

き
が
ち
で
す
。
息
苦
し
さ
を
感
じ
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
い
つ
か
は
そ
こ

を
出
て
自
立
し
ま
す
。
選
択
す
る
自
由
の

あ
る
日
本
に
い
る
皆
さ
ん
に
は
、
広
い
世

界
に
出
て
い
ろ
い
ろ
と
試
し
な
が
ら
自
分

の
道
を
選
び
と
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
好
き
な
こ
と
に
つ
い
て
徹
底
的

に
調
べ
ま
す
。
進
む
た
め
の
言
い
訳
を
つ

く
る
た
め
に
調
べ
る
ん
で
す
。
臨
床
心
理

士
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
時
は
、
本
を
た
く

さ
ん
読
ん
だ
り
、
精
神
科
の
お
医
者
さ
ん

に
話
を
聞
き
に
行
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
と
、
学
校
や
家
以

外
に
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
そ
れ

を
起
点
に“
好
き
”を
さ
ら
に
突
き
詰
め

ら
れ
た
り
、「
い
や
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
好

き
か
も
」と
新
し
い
選
択
肢
が
見
つ
か
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
好
き
と
い

う
気
持
ち
を
大
事
に
し
て
、
ワ
ク
ワ
ク
す

る
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
挑
戦
す
れ
ば
、
自
分

の
世
界
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
よ
。

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー
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時24
時

23
時

22
時

21
時

20
時

19時
18時

17時
16時

15時
14時 13

時

午
前

午
後

子
丑

寅
卯

辰

巳午
未

申
酉

戌

亥

日中の一刻が短い

日
中

の
一刻が長い

うし

「草木も眠る丑三つ
時」は何時何分？
一刻を４等分し、「一つ」「二
つ」「三つ」「四つ」と呼ぶこ
とも。「一つ」は一刻（約２
時間）の1/4（約30分）。「草木
も眠る丑三つ時」の丑三つ
時は、丑の刻（午前1時～３時）
の三つめにあたる午前２
時～２時半頃を指します。

おやつは「お八つ」
江戸時代には、八ツ刻（今
の13時～15時）に間食をと
る習慣がありました。「お
やつ」という言葉はここ
から。

定時法（現在）

不定時法（江戸時代）

調
べ
て
み
よ
う

一
刻
＝
約
２
時
間

日
の
出
か
ら
日
没
、
日
没
か

ら
日
の
出
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ

６
等
分
し
た
一
単
位
を「
一
刻
」と
言
い
ま

す
。
昼
と
夜
の
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
単
純
に

６
等
分（
１
日
を
12
分
割
）す
る
と
一
刻
は

２
時
間
で
す
。
と
こ
ろ
が
不
定
時
法
で
は
、

日
の
出
と
日
没
を
基
準
と
し
て
い
る
た
め
、

一
刻
の
長
さ
は
昼
と
夜
、
夏
と
冬
な
ど
季

節
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
一
定
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

もとは親指の先から中指
の先までの長さ（約18㎝）
のこと。明治以降、1mの
10/33と定められました。

中
国
が
起
源
の
尺
貫
法

　
日
本
の
単
位
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
、

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た「＊
尺
貫
法
」で
す
。
尺

貫
法
は
、
古
く
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
中
心
に

用
い
ら
れ
、
日
本
で
は
長
さ
の
単
位
は

「
尺
」、
体
積
は「
升
」、
重
さ
は「
貫
」を
基

本
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

土
地
や
部
屋
の
広
さ
を
表
す
時
は「
坪
」や「
畳
」、
も
の
の
容
量
を
表
す
時
は「
合
」や「
升
」な
ど
、

日
本
で
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
単
位
が
今
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
、
長
さ
、
広
さ
、
重
さ
、
時
間…

…

い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
単
位
を
漢
字
で
表
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
、
暮
ら
し
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
や
、

時
代
の
流
れ
の
中
で
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

時間の単位
江戸時代の合理的な生活スタイル
日が昇ると活動し、日が沈むと休む―。
これが江戸時代の基本の生活スタイルでした。

実際には親指の幅は
２㎝ほど。約３㎝に
なったのは、１寸は
尺の1/10と定義され
たため。

＊ 

尺
貫
法
と
は

日
本
の
昔
の
度
量
衡
法
。
明
治
以
降
は
メ
ー
ト
ル
法
と
併
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、１
９
５
９
年
に
原
則
廃
止
さ
れ
、現

在
は
取
引
や
契
約
な
ど
で
使
用
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。

刻
とき

寸
すん

尺
しゃく

１尺：約30.303㎝

束
つか 握りこぶしの幅

１束：約８㎝

尋
ひろ

ヒトの体を物差しにした
「身体尺」
物を測る道具がなかった時代、
ヒトの体が身近な物差しに。 日

本
の
単

見
る

漢
字
で

◆ 

織
田
信
長
　
約
５
尺
５
〜
６
寸

◆ 

徳
川
家
康
　
約
５
尺
１
〜
２
寸

◆ 

豊
臣
秀
吉
　
約
５
尺

 
※

い
ず
れ
も
推
定

フートまたはフィート
足のかかとから
つま先までの長さ

戦
国
武
将
の
身
長
は
何
㎝
？

調
べ
て
み
よ
う

江
戸
時
代
、一
般
家
庭
に
時
計
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
の
人
は
ど
う

や
っ
て
時
間
を
知
っ
た
の
か
な
？

長さの
単位

現在はほとんど使われ
ていませんが、釣り用語
で水深や糸の長さを表
す単位として今も現役
です。

両腕を広げた長さ

もとは親指の幅
１寸：約3.0303㎝

「束の間」の語源。
かつては矢の長
さの単位として
も使われました。

デジタルの語源
（digital）

ピラミッドはキュー
ビットを基準にして
建造されたのだとか

海外の身体尺

季
節
に
よ
っ
て
変
わ
る「
一
刻
」

　
現
在
は
１
日
を
24
等
分
に
分
割
し
て
１

時
間
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を「
定
時

法
」と
言
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
江
戸
時

代
に
は
、
昼
と
夜
、
季
節
に
よ
っ
て
時
間

の
長
さ
が
変
わ
る「
不
定
時
法
」が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

い
っ
と
き

集特

キュービット
ひじから中指の
先端までの長さ

ディジット
指１本分の幅

パーム
親指以外の
指の幅手のひらを

開いた時の幅

スパン

約5時間も
違う！

夏至と冬至の

　昼の長さは…

干
支
で
も
時
刻
を
表
し
た

　
江
戸
時
代
に
は
、
真
夜
中
の
午
前
０
時

（
24
時
）を
子
の
刻
と
し
て
、昼
夜
12
の
刻
に

十
二
支
を
あ
て
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。真
昼
の
12
時
は「
午
の
刻
」に
あ
た
り
、

「
正
午
」と
い
う
言
葉
は
こ
こ
か
ら
来
て
い

ま
す
。「
午
前
」と「
午
後
」は
、
午
の
刻
よ

り
前
か
後
か
を
表
し
た
言
葉
で
す
。

ね

う
ま
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海外の身体尺

季
節
に
よ
っ
て
変
わ
る「
一
刻
」

　
現
在
は
１
日
を
24
等
分
に
分
割
し
て
１

時
間
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
を「
定
時

法
」と
言
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
江
戸
時

代
に
は
、
昼
と
夜
、
季
節
に
よ
っ
て
時
間

の
長
さ
が
変
わ
る「
不
定
時
法
」が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

い
っ
と
き

集特

キュービット
ひじから中指の
先端までの長さ

ディジット
指１本分の幅

パーム
親指以外の
指の幅手のひらを

開いた時の幅

スパン

約5時間も
違う！

夏至と冬至の

　昼の長さは…

干
支
で
も
時
刻
を
表
し
た

　
江
戸
時
代
に
は
、
真
夜
中
の
午
前
０
時

（
24
時
）を
子
の
刻
と
し
て
、昼
夜
12
の
刻
に

十
二
支
を
あ
て
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。真
昼
の
12
時
は「
午
の
刻
」に
あ
た
り
、

「
正
午
」と
い
う
言
葉
は
こ
こ
か
ら
来
て
い

ま
す
。「
午
前
」と「
午
後
」は
、
午
の
刻
よ

り
前
か
後
か
を
表
し
た
言
葉
で
す
。

ね

う
ま
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マンションなど
の集合住宅

（東日本エリア）
（東海エリア）

（西日本エリア）

つぼ　　　ぶ

坪/歩
せ

畝
たん

反
ちょう

町

１石の米がとれる
田んぼが

大人ひとり１食 １合×３食×１年分

「
石
」は
、米
の
と

れ
高
を
表
す
単

位
で
す
。か
つ
て

日
本
で
は
、
１
食
で
１
合
、
１
日
３
合
が

大
人
ひ
と
り
あ
た
り
の
米
の
消
費
量
と
さ

れ
、
１
年
間
で
は
１
０
８
０
合
が
必
要
で

し
た（
旧
暦
の
１
年
３
６
０
日
と
し
て
計

算
）。
こ
の
大
人
ひ
と
り
分
の
米
の
年
間
消

費
量
が
１
石
。

こ
の
漢
字
に
は
柄

杓
で
く
む
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま

す
。
１
斗
は
１
升
の
10
倍
。
食
用
油
や
塗

料
な
ど
の
液
体
を
入
れ
る
金
属
製
の「
一

斗
缶
」を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

米
や
日
本
酒
の
量
を

表
す
時
に
使
う「
合
」。「
５
合
目
、
８
合

目
」な
ど
、
山
の
高
さ
を
言
う
時
に
も
使

い
ま
す
。

１歩は「大人が１日に食べる分の
米（約３合）が収穫できる面積」の
目安として決められました。

容量の単位
日本人の主食の米も単位に
江戸時代には、藩でとれる米などの作物
の量を「石高」として表し、財力や兵力の
指標としました。

面
積
の
単
位

慣
れ
親
し
ん
だ
尺
貫
法
が

今
も
現
役

日
本
人
に
馴
染
み
深
い
面
積
の
単

位
と
言
え
ば「
畳
」や「
坪
」。
農
家

で
は
今
も「
反
」や「
町
」が
日
常
的

に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

１畳とは畳１枚分の広さのこと。ただし、畳の
大きさは地域によって異なります。畳

じょう

１
升
瓶
、
１
升
枡

な
ど
で
馴
染
み
の

あ
る「
升
」は
１
合

の
10
倍
。「
合
」と
と
も
に
日
本
人
の
生
活

に
根
づ
い
て
い
る
単
位
の
ひ
と
つ
で
す
。

１坪の定義は「ひとつの辺の長さが
１間（けん；約1.8ｍ）の正方形」です。１
間は畳１枚の長辺の長さ（上図参照）
とほぼ等しいので、１坪は畳２畳分と
大体同じ広さになります。

坪
つぼ

１坪：3.30578㎡

勺
しゃく

１勺：
約18mL

合
ごう

１合：
約180mL

升
しょう

１升：
約1.8L

斗
と

１斗：
約18Ｌ

石
こく

１石：
約180Ｌ
＝1000合

畑で作物を植えるために土を盛り上げ細
長く整えたものを「畝（うね）」と言い、これ
に由来とした単位だと考えられています。

畝
せ

１畝：99.173㎡
　　　＝30歩

１町は１反の10倍。長さの単位の「町」
（1町：約110m）と区別するため、面積を
示す時は「町歩」と言うこともあります。

町
ちょう

１町：9917.37㎡
　　　＝3000歩

「反」は歩の300倍です。太閤検地の際、
豊臣秀吉はそれまでの「１反＝360歩」を
「１反＝300歩」に改めました。

反
たん

１反：約1000㎡
　　　＝300歩

妖怪・一反木綿の
大きさは？

「反」は布の大きさを表す時
にも使います。１反は大体
大人ひとり分の着物が仕
立てられる幅・丈のこと。
大きさは時代や布の質
によって変わります
が、目安は幅36㎝、丈
は約12ｍ。一反木綿、
意外と長い!?

秀吉が行った太閤検地

天下を統一した豊臣秀吉は、
それまでバラバラだった長さ
や面積の単位も統一。全国の
農耕地を測量（検地）して農作
物の生産高を計算し、年貢の
量を定めました。

寸 貫

◆ 一寸先は闇
◆ 一寸の虫にも五分の魂
◆ 寸暇を惜しむ
◆ 寸分　◆ 寸劇　◆ 寸評

調べてみよう

言葉の意味を

ごくわずかなこと、ちょっと。意味

◆ 貫禄
 身に備わった重みや風格、威厳。

 この「貫」は領地の規模などを
表す単位で、「禄」は武士の給料のこと。

「貫禄」は、もとは武士の値打ちや格を
表し、領地や給料が多い人が“貫禄が
ある人”でした。

意味

語源

◆ 裸一貫
 自分の体以外、元手となるものを何も持って
いないこと。「貫」は昔の貨幣の単位を指します。
意味

単位にまつわる言葉

いろいろある！

1日分
「歩」は坪と同じ広
さを表す単位。一

般的に田畑や山林などを表す時は
「歩」、宅地や家屋、部屋の広さを
表す場合は「坪」が使われます。

歩
ぶ １歩：坪と同じ

こ
の
漢
字
は
、
小
さ
い
柄
杓
で
も
の
を
く

み
と
る
形
か
ら
き
て
い
ま
す
。

ひ
し
ゃ
く

集特
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を
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日
本
で
は
、
１
食
で
１
合
、
１
日
３
合
が

大
人
ひ
と
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あ
た
り
の
米
の
消
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と
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、
１
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間
で
は
１
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合
が
必
要
で

し
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旧
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の
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と
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）。
こ
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の
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の
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量
が
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。

こ
の
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に
は
柄

杓
で
く
む
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま

す
。
１
斗
は
１
升
の
10
倍
。
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な
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。
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日
本
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の
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を
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時
に
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う「
合
」。「
５
合
目
、
８
合

目
」な
ど
、
山
の
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を
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時
に
も
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。

１歩は「大人が１日に食べる分の
米（約３合）が収穫できる面積」の
目安として決められました。

容量の単位
日本人の主食の米も単位に
江戸時代には、藩でとれる米などの作物
の量を「石高」として表し、財力や兵力の
指標としました。

面
積
の
単
位

慣
れ
親
し
ん
だ
尺
貫
法
が

今
も
現
役

日
本
人
に
馴
染
み
深
い
面
積
の
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と
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」や「
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農
家

で
は
今
も「
反
」や「
町
」が
日
常
的

に
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す
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１畳とは畳１枚分の広さのこと。ただし、畳の
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瓶
、
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に
日
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１坪の定義は「ひとつの辺の長さが
１間（けん；約1.8ｍ）の正方形」です。１
間は畳１枚の長辺の長さ（上図参照）
とほぼ等しいので、１坪は畳２畳分と
大体同じ広さになります。
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約18mL
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升
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１升：
約1.8L
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と

１斗：
約18Ｌ

石
こく

１石：
約180Ｌ
＝1000合

畑で作物を植えるために土を盛り上げ細
長く整えたものを「畝（うね）」と言い、これ
に由来とした単位だと考えられています。

畝
せ

１畝：99.173㎡
　　　＝30歩

１町は１反の10倍。長さの単位の「町」
（1町：約110m）と区別するため、面積を
示す時は「町歩」と言うこともあります。

町
ちょう

１町：9917.37㎡
　　　＝3000歩

「反」は歩の300倍です。太閤検地の際、
豊臣秀吉はそれまでの「１反＝360歩」を
「１反＝300歩」に改めました。

反
たん

１反：約1000㎡
　　　＝300歩

妖怪・一反木綿の
大きさは？

「反」は布の大きさを表す時
にも使います。１反は大体
大人ひとり分の着物が仕
立てられる幅・丈のこと。
大きさは時代や布の質
によって変わります
が、目安は幅36㎝、丈
は約12ｍ。一反木綿、
意外と長い!?

秀吉が行った太閤検地

天下を統一した豊臣秀吉は、
それまでバラバラだった長さ
や面積の単位も統一。全国の
農耕地を測量（検地）して農作
物の生産高を計算し、年貢の
量を定めました。

寸 貫

◆ 一寸先は闇
◆ 一寸の虫にも五分の魂
◆ 寸暇を惜しむ
◆ 寸分　◆ 寸劇　◆ 寸評

調べてみよう

言葉の意味を

ごくわずかなこと、ちょっと。意味

◆ 貫禄
 身に備わった重みや風格、威厳。

 この「貫」は領地の規模などを
表す単位で、「禄」は武士の給料のこと。

「貫禄」は、もとは武士の値打ちや格を
表し、領地や給料が多い人が“貫禄が
ある人”でした。

意味

語源

◆ 裸一貫
 自分の体以外、元手となるものを何も持って
いないこと。「貫」は昔の貨幣の単位を指します。
意味

単位にまつわる言葉

いろいろある！

1日分
「歩」は坪と同じ広
さを表す単位。一

般的に田畑や山林などを表す時は
「歩」、宅地や家屋、部屋の広さを
表す場合は「坪」が使われます。
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ぶ １歩：坪と同じ
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の
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と
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す
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ひ
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ゃ
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8 調べ学習の発表－レポートの型を利用しよう
　近年は「調べ学習」が盛んに行われています。調べ学習の出発点には
いくつかのタイプがあるようです。しかし、どのタイプでも、最後は調
べたことを口頭で発表したり文章にまとめたりします。以下、調べ学習
の発表に役立つ情報です。 

　例えば、調べ学習で「小学校で習う漢字の画数」をテーマに選んだと
します。そこで、1 年生で習う漢字と 6 年生で習う漢字について画数を
比較しました。すると、6 年生の方が 1 年生より画数の多いことがわか
りました。 
　その発表はどのようにしますか。例えば、「小学校 1 年生で習う漢字
と 6 年生で習う漢字について画数を調べました。1 年生の漢字の平均
画数は 5 画で、6 年生は 10 画以上でした。6 年生の方が多いことがわ
かりました」と発表したとします。これで発表になりますが、少しあっ
さりしています。 
　上手な発表にはコツがあります。発表するということは、聞いてくれ
る人に報告することを意味します。口頭での発表も文字でのレポート
も報告です。そして、報告には基本的な型があるのです。この型を知れ
ば、口頭発表にもレポートにも対応できます。 
　その基本の型は、次の通りです。 
　
　(1)  何について報告するか。また、なぜそれを取り上げるか。

　(2)  どのようにして調べたかという方法を述べる。

　(3)  調べた結果を述べる。

　(4)  結果について自分なりに整理する。

　これを利用して先の漢字の画数の報告を考えると、次のようになり
ます。 
　(1)：1 年生で習う漢字は簡単なのに、6 年生で習う漢字は複雑な気

がする。そこで、画数に違いがあるのか調べることにした。 
　(2)：1 年生で習う漢字と 6 年生で習う漢字を、教科書を調べて書き

出した。それらの漢字の画数を、漢字辞典で確認して書き出し
た。そして、それぞれの平均画数を計算した。 

　(3)：1 年生で習う漢字の平均画数は 5.0 で、6 年生の場合は約 10.6 
だった。6 年生の方が 2 倍以上で圧倒的に多いと言える。 

　(4)：6 年生で習う漢字が、1 年生で習う漢字より複雑な感じがした
理由は、画数の多さが関係していると考えられる。 

　以上の (1)～ (4) の言葉をつないで読んでみてください。最初の、
あっさりした発表よりカッコいいと思いませんか。基本の型を利用す
るだけで、整った発表ができるのです。 

　この基本の型は、実は文章検でお勧めのレポートの型です。中学、高
校のレポートや大学の卒業論文にも応用できます。文章検の３級以上
の第２問の文章は、ほとんどこの型が活用されています。調べ学習の指
導の際には、文章検の過去問題や『文章力ステップ』が指導材料になる
と思います。どうぞご活用ください。 

https://www.kanken.or.jp/bunshouken/textbook/

▼

個人はこちら

▼法人はこちら

「
莫
」と「
暮
」の
関
係

　│
古
今
字
に
つ
い
て

　「莫
大
な
遺
産
」な
ど
と
使
わ
れ
る「
莫

大
」が「
と
て
も
大
き
い
」と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ

れ
で
は「
莫
大
」
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
意
味

に
な
る
か
、そ
の
理
由
を
答
え
ら
れ
る
人
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　た
と
え
ば
心
が
通
じ
あ
う
無
二
の
親
友
を

「
莫
逆
の
友
」
と
言
い
ま
す
。こ
の「
莫
逆
」

は「
逆
ら
う
こ
と
莫
し
」と
訓
じ
、「
気
が
あ

い
、互
い
に
理
解
し
あ
え
る
」と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
ま
す
。

　ま
た
唐
の
王
翰
が
詠
ん
だ「
涼
州
詞
」に

「
酔
う
て
沙
場
に
臥
す
も
君
笑
う
こ
と
莫
か

れ
」（
酒
に
酔
っ
て
砂
漠
で
寝
て
し
ま
っ
て
も

笑
わ
な
い
で
お
く
れ
）と
い
う
有
名
な
句
が

あ
り
ま
す
。
詩
人
は
異
民
族
と
の
戦
い
に
向

か
う
兵
士
の
極
限
的
な
心
情
を「
醜
態
を
見

せ
て
も
ど
う
か
笑
わ
な
い
で
お
く
れ
」と
表

現
し
ま
し
た
。

　「莫
」は
こ
の
よ
う
に「…

…

な
し
」と
訓

じ
ら
れ
る
文
字
で
、「
莫
大
」も「…

…

よ
り

大
き
い
も
の
は
な
い
」と
い
う
意
味
か
ら
、

「
非
常
に
大
き
い
」こ
と
を
表
し
ま
す
。し
か

し
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
で
、「…

…

で
な

い
」と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
最
初
か
ら
表

す
文
字
を
作
る
こ
と
は
、漢
字
で
は
非
常
に

困
難
で
し
た
。

　「莫
」は
現
存
最
古
の
漢
字「
甲
骨
文
字
」

に
も
あ
る
古
い
漢
字
で
す
が
、そ
こ
で
は
上

と
下
に
あ
る《
艸
》（
＝
草
）の
あ
い
だ
に

《
日
》（
＝
太
陽
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
形
に

描
か
れ
て
お
り
、本
来
は
草
む
ら
の
中
に
太

陽
が
沈
む
、「
夕
暮
れ
」と
い
う
時
間
を
表

し
て
い
ま
し
た（
右
図
参
照
）。

　そ
れ
が
、「
夕
暮
れ
」を
意
味
す
る
単
語

と
、「…

…

な
し
」と
い
う
否
定
詞
が
た
ま

た
ま
同
じ
発
音
だ
っ
た
の
で
、専
用
の
文
字

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
否
定
詞
を
、そ
れ
と
同

じ
発
音
で「
夕
暮
れ
」を
表
す「
莫
」で
書
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。つ
ま
り「
莫
」を
当
て

字
と
し
て
使
っ
た
の
で
す
が
、や
が
て
主
客
転

倒
し
て
、否
定
詞
の
用
法
が
中
心
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。そ
こ
で
、「
莫
」
本
来
の
意
味
を

示
す
た
め
に「
莫
」に
さ
ら
に《
日
》を
加
え

た「
暮
」
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら「
暮
」

に
は
中
央
と
下
に《
日
》
が
二
つ
あ
る
と
い

う
、不
思
議
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　こ
の「
莫
」
と「
暮
」の
よ
う
に
、あ
る
漢

字
が
本
来
の
意
味
と
異
な
る
意
味
で
使
わ
れ

る
こ
と
が
普
通
に
な
り
、本
来
の
意
味
を
表

す
た
め
に
新
し
い
漢
字
が
作
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。こ
の
漢
字
ペ
ア
を「
古
今
字
」と

言
い
、こ
の
場
合
で
は「
莫
」を
古
字
、「
暮
」

を
今
字
と
言
い
ま
す
。
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8 調べ学習の発表－レポートの型を利用しよう
　近年は「調べ学習」が盛んに行われています。調べ学習の出発点には
いくつかのタイプがあるようです。しかし、どのタイプでも、最後は調
べたことを口頭で発表したり文章にまとめたりします。以下、調べ学習
の発表に役立つ情報です。 

　例えば、調べ学習で「小学校で習う漢字の画数」をテーマに選んだと
します。そこで、1 年生で習う漢字と 6 年生で習う漢字について画数を
比較しました。すると、6 年生の方が 1 年生より画数の多いことがわか
りました。 
　その発表はどのようにしますか。例えば、「小学校 1 年生で習う漢字
と 6 年生で習う漢字について画数を調べました。1 年生の漢字の平均
画数は 5 画で、6 年生は 10 画以上でした。6 年生の方が多いことがわ
かりました」と発表したとします。これで発表になりますが、少しあっ
さりしています。 
　上手な発表にはコツがあります。発表するということは、聞いてくれ
る人に報告することを意味します。口頭での発表も文字でのレポート
も報告です。そして、報告には基本的な型があるのです。この型を知れ
ば、口頭発表にもレポートにも対応できます。 
　その基本の型は、次の通りです。 
　
　(1)  何について報告するか。また、なぜそれを取り上げるか。

　(2)  どのようにして調べたかという方法を述べる。

　(3)  調べた結果を述べる。

　(4)  結果について自分なりに整理する。

　これを利用して先の漢字の画数の報告を考えると、次のようになり
ます。 
　(1)：1 年生で習う漢字は簡単なのに、6 年生で習う漢字は複雑な気

がする。そこで、画数に違いがあるのか調べることにした。 
　(2)：1 年生で習う漢字と 6 年生で習う漢字を、教科書を調べて書き

出した。それらの漢字の画数を、漢字辞典で確認して書き出し
た。そして、それぞれの平均画数を計算した。 

　(3)：1 年生で習う漢字の平均画数は 5.0 で、6 年生の場合は約 10.6 
だった。6 年生の方が 2 倍以上で圧倒的に多いと言える。 

　(4)：6 年生で習う漢字が、1 年生で習う漢字より複雑な感じがした
理由は、画数の多さが関係していると考えられる。 

　以上の (1)～ (4) の言葉をつないで読んでみてください。最初の、
あっさりした発表よりカッコいいと思いませんか。基本の型を利用す
るだけで、整った発表ができるのです。 

　この基本の型は、実は文章検でお勧めのレポートの型です。中学、高
校のレポートや大学の卒業論文にも応用できます。文章検の３級以上
の第２問の文章は、ほとんどこの型が活用されています。調べ学習の指
導の際には、文章検の過去問題や『文章力ステップ』が指導材料になる
と思います。どうぞご活用ください。 

https://www.kanken.or.jp/bunshouken/textbook/

▼

個人はこちら

▼法人はこちら
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れ
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と
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あ
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。
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友
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友
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。
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あ
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。
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れ
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、
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あ
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。
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ま
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だ
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」

に
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中
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日
》
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つ
あ
る
と
い

う
、不
思
議
な
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と
に
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ま
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。
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の「
莫
」
と「
暮
」の
よ
う
に
、あ
る
漢

字
が
本
来
の
意
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な
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で
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わ
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る
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に
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来
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に
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ら
れ
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場
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で
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これでなっとく！

待望の新シリーズ！ 持ち運びやすい新書サイズで登場♪

２級･準２級･３級･４級
新書サイズ（173×107mm）

 各定価 1,100 円
（本体 1,000 円＋税 10%）

漢検協会ならでは !

受検者の間違いの傾向など、
検定データの分析結果を活かした問題集

※赤シート付＆付属デジタルコンテンツ

新刊
情報

目安期間
約1～3ヵ月〈1冊〉

問題数
約10問〈1回〉

漢検クイックスタディ

特長

短時間で
取り組みやすい
コンパクトサイズ

すきま時間に

書き込まないので
筆記用具や机は
不要

いつでも、どこでも
検定で実際に誤答になった
答案の傾向を分析し、間違
いやすい語や、
誤りの多い字を
重点的に解説

効率の良い学習に

スペシャルウェブサイト
上にある、学びを支える
コンテンツを利用できる

ホームページから
追加教材を
ダウンロード可

1週間の曜日入れクイズ
①～⑦の□には１週間の曜日（月・火・水・木・金・土・日）の
いずれかが入ります。
どの曜日の漢字が入るか、□に書き入れてください。

解答は に掲載P.15

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

枯れ　 　も山の賑わい

　　踏まず

日進　 　歩

沈黙は　 　、雄弁は銀

爪に　 　を点す

青天白

寝耳に

解答

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

にぎ

とも

花が咲くと山が笑う？

春の季語「山笑う」は、 新緑の季節に

花が咲いて山全体が明るい色合いに

なった様子のこと。 花が咲くことを

人が笑うことにたとえた面白い表現

ですね。 実はこの「咲」と「笑」は同じ

ルーツを持つ字です。あまり似ている

字には見えませんが、本当でしょうか？

「タカネの花」をどう書く？ 「桜花爛漫」には
親戚がいっぱい？

「ただながめるだけで、手にとることの

できないもの」という意味の「タカネの

花」。一般に目にするのは「高嶺の花」で

すが、新聞の標準表記は「高根の花」で

す。辞書でも「高い峰」の意味で「高嶺・

高根」の両表記を挙げています。なぜ

「高根」が「高い峰」を表すのか、「根」の

意味に理由がありました。

春の花と言えば桜。桜の花が咲き乱れ

る様子を「桜花爛漫」と表しますね。中

国の詩文に見られる「○花爛漫」を言い

換えたと考えられていて、中国では

「桃花爛漫」「梅花爛漫」「黄花爛漫」「荷

花爛漫」「六花爛漫」など様々な表現が

あるそうです。それぞれ何の花か、わ

かりますか？

花！
Vol.8

らん まん
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第12回
「今、あなたに贈りたい
漢字コンテスト」の
情報は、2024年６月に
公開予定です。

受賞作品発表

受賞作品は「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト」Webページに掲載しています。
大切な家族や友人・愛用品への心温まる作品をぜひご覧ください。
Webページ：https://www.kanken.or.jp/project/edification/kanjicontest/2023.html

第11回  今、あなたに贈りたい  漢字コンテスト

「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よう」そんなテーマで開催する『今、
あなたに贈りたい漢字コンテスト』は６月１日から９月22日に作品を募集し、第11回を迎えました。
今年はなんと過去最多となる51,828作品のご応募をいただきました。
ご応募くださった皆様、誠にありがとうございました！

この第11回の審査には、2023年WBCで監督として指揮を執られた栗山英樹さんを審査員として
お迎えし、厳正なる審査のもと、絆大賞をはじめ個人賞60作品、団体賞10団体が選ばれました。

第11回 小学生部門 絆大賞

2023年度 第１回　日本漢字能力検定  1級合格者発表
北海道
植木 玲子
青森県
渡邊 正俊
岩手県
五日市 昌／鈴木 翔太
宮城県
石川 雅浩／佐藤 亘／高橋 淳也
角鹿 脩斗
秋田県
阿部 真千
福島県
遠藤 満寛
栃木県
高久 将一
群馬県
村岡 宗典
埼玉県
平田 利枝
千葉県
安蒜 友揮／石上 恒／國谷 光
倉知 周平／柴田 隆／前沢 純子
東京都
安藤 博子／飯尾 来夢／小田部 洋平
小林 逸人／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／藤﨑 宏樹
舩橋 篤史／古谷 洸貴／緑川 秀俊
三輪 昭次／谷中 暁波
神奈川県
穴原 加奈／菊地 久子／北島 茂治

新潟県
青栁 希望／関口 翼／東山 将太
宮崎 直人
富山県
宮崎 章
石川県
三谷 円
福井県
山田 広子
長野県
北原 真由美
岐阜県
北山 達也／藤田 智丈
静岡県
中村 扶美子
三重県
藤方 翔暉
滋賀県
西村 敬
京都府
今井 信行／佐渡山 琉斗／田中 準一
大阪府
芝原 功／下尾 雅之／苗村 由美子
成田 佳大／平見 遼介／松尾 七生
諸岡 節生
兵庫県
小林 哲也
和歌山県
浅日 かおる
広島県
稲福 千警／門田 健斗

徳島県
山下 聡司
福岡県
久保 義男／三木 達彦
佐賀県
石野 みどり／杉野 貴昭
長崎県
末吉 政徳

熊本県
山口 和弥
鹿児島県
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。

12ページに掲載
問題は

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

木　（枯れ木も山の賑わい）
土　（土踏まず）
月　（日進月歩）
金　（沈黙は金、雄弁は銀）
火　（爪に火を点す）
日　（青天白日）
水　（寝耳に水）

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
2023年度 第１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！

37

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

コラム

巻頭インタビュー

「好き」という
気持ちを
大事にして
自分の世界を
広げる

知花くららさん
モデル
ち ばな

特 集

漢字で見る
日本の単位

●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8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

S0052.24.2

詳しくは漢検ホームページをご覧ください。
楽しく学べるコンテンツも盛りだくさん！
https://www.kanken.or.jp/kanken/

2

1

２
０
２
４

2024
Vol.37

2024年 6月14日（金）

2024年 6月16日（日）
★

2024年 6月29日（土）
2024年 7月 5日（金）
2024年 8月21日（水）
2024年 10月12日（土）
2024年 10月18日（金）

2024年 10月20日（日）
★

2024年 10月25日（金）
2024年 11月 2日（土）
2024年 11月08日（金）
2025年 1月25日（土）
2025年 1月31日（金）
2025年 2月 7日（金）
2025年 2月15日（土）

2025年 2月16日（日）
★

2024年 5月15日（水）

 2024年 4月15日（月）

2024年 5月16日（木）

2024年 5月30日（木）

2024年 6月06日（木）

2024年 07月23日（火）

2024年 09月12日（木）

2024年 09月18日（水）

 2024年 08月06日（火）

2024年 09月18日（水）

2024年 09月26日（木）

2024年 10月03日（木）

2024年 10月09日（水）

2024年 12月19日（木）

2024年 12月26日（木）

2025年 01月08日（水）

2025年 01月15日（水）

 2024年 12月04日（水）

2025年 01月16日（木）

2024年 3月01日（金）

2024年 07月01日（月）

2024年 11月01日（金）

2024年 5月20日（月）

2024年 5月20日（月）

2024年 6月 3日（月）

2024年 6月10日（月）

2024年 07月25日（木）

2024年 09月17日（火）

2024年 09月20日（金）

2024年 09月20日（金）

2024年 09月30日（月）

2024年 10月07日（月）

2024年 10月11日（金）

2024年 12月24日（火）

2025年 1月 6日（月）

2025年 1月10日（金）

2025年 01月20日（月）

2025年 01月20日（月）

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
2～10級
1～10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
準会場
公開会場
準会場

受付開始日 申込締切日

受付開始日検定日検定級
申込締切日

郵送・FAX インターネット

2024年度 第1回

2024年度 第2回

2024年度 第3回

2024 年 6月 16 日 （日）
2024 年 10 月 20 日 （日）
2025 年 2 月 16 日 （日）

2024 年 4 月 19 日 （金）

2024 年 8 月 16 日 （金）

2024 年 12 月 10 日 （火）

2024 年 5月 10 日 （金）

2024 年 9 月 14 日 （土）

2025 年 1月 11日 （土）

2024

●「公開会場」は、協会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、漢検ホームページからお申し込みください。

●「準会場」は、申込資格のある学校や、協会の審査のうえ承認を得た団体が自ら設けた団体受検用の会場です。
　「準会場」として漢検を実施するためには10名以上の志願者が必要です。
●日曜日（★の日程）に準会場受検を実施する場合は、公開会場の検定時間に準じて実施してください。
●団体受検の申込条件を検定日ごとに満たせば、同一回の複数検定日（8月21日（水）と11月2日（土）など）にお申し込みいただけます。

発送

8:30 ～17:30






