
『
新

し

い

漢

字

漢

文

教

育

』

第

５４
号

。

一
〇

二

～

一
〇

人

頁

掲

載

漢

字

検

定

と
漢

字

教

育

新

潟

県

立

塩

沢

商

工

高

等

学

校

教

諭

　

丸

山

　

力

一
　

は

じ

め

に

日

本

漢

宇

能

力

検

定

（
以

下

、

漢

検

）

は

、

財

団

法

人

ｏ
日

本

漢

字

能

力

検

定

協

会

（
以

下

、

漢

検

協

会

）

が

実

施

す

る

検

定

で

あ

る

。
　
一

九

七

五

年

（
昭

和

五

十

年

）

か

ら

漢

検

を

開

始

し

、
　
一
九

九

二

年

（
平

成

四

年

）

に

文

部

省

（
現

、

文

部

科

学

省

）

の

認

定

の

資

格

と

な

っ
た

こ

と

（
二

〇

〇

六

年

か

ら

は

認

定

制

度

が

廃

止

と

な

り

、

漢

検

は

文

部

科

学

省

後

援

の

検

定

と

な

る

。

し

か

し

二

〇

〇

九

年

四

月

に

後

援

を

取

り

消

さ

れ

た

）

や

、
　
一
九

九

二

年

に

始

め

た

「
今

年

の

漢

字

」

で

知

名

度

が

上

が

り

、

さ

ら

に

漢

検

を

単

位

認

定

や

入

学

優

遇

に

使

用

す

る

高

校

・
短

大

。
大

学

が

増

え

、

志

願

者

は

二

〇

〇

八

年

（
平

成

二

十

年

）

度

に

は

、

二

人

九

万

人

に

も

達

し

た

。
　
一
方

そ

の

裏

で

漢

検

協

会

は

公

益

法

人

で

あ

り

な

が

ら

多

額

の

利

益

を

上

げ

、

大

久

保

昇

理

事

長

と

そ

の

息

子

大

久

保

浩

副

理

事

長

が

社

長

を

務

め

る

フ

ァ

ミ

リ

ー

企

業

四

社

と

の

取

引

で

、

協

会

の

利

益

を

不

正

に

流

出

さ

せ

且

つ
私

的

に

利

用

し

た

と

し

て

、

二

〇

〇

九

年

（
平

成

二

十

一
年

）

二

月

に

文

部

科

学

省

の

立

ち

入

り

調

査

を

受

け

る

。

四

月

に

は

大

久

保

親

子

は

辞

任

し

、

五

月

に

二

人

は

背

任

の

容

疑

で

逮

捕

さ

れ

た

。

当

時

マ

ス

コ

ミ

は

お

金

の

こ

と

だ

け

を

追

及

し

、

漢

検

協

会

と

い

う

よ

り

も

大

久

保

親

子

に

す

べ

て

の

責

任

を

押

し

付

け

て

い

た

。

だ

が

私

の

マ

ス

コ

ミ

の

報

道

姿

勢

に

は

大

い

に

不

満

で

あ

っ
た

。

な

ぜ

な

お

金

の

こ

と

以

上

に

重

要

な

問

題

が

全

く

追

及

さ

れ

て

い

な

い

と

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

検

に

は

問

題

が

あ

る

と

い

う

声

は

耳

に

す

る

が

、

お

金

の

こ

と

以

漢

検

を

批

判

し

た

も

の

は

、

私

の

知

る

限

り

中

国

文

学

者

。
高

島

氏

の

「
あ

あ

、

漢

字

検

定

の

ア

ホ

ら

し

さ

」

（
『
文

藝

春

秋

』
。
二

九

年

四

月

号

）

だ

け

で

あ

る

ｃ

高

島

氏

は

漢

検

に

出

題

さ

れ

た

具

を

示

し

、

二

級

ま

で

は

出

題

が

常

用

漢

字

に

限

ら

れ

て

い

る

の

で

、

科

書

な

り

学

習

参

考

書

な

り

を

見

て

適

当

な

と

こ

ろ

を

ひ

つ

こ

て

」

検

定

問

題

を

作

れ

る

が

、

最

上

級

の

準

一
級

。

一
級

と

な

る

問

題

の

作

り

手

の

教

養

の

な

さ

、

常

識

の

な

さ

、

つ
ま

り

は

程

度

さ

が

露

呈

す

る

」
と

、
漢

検

を

痛

烈

に

批

判

し

て

い

る

ｃ
し

か

し

、

ま

で

の

漢

字

教

育

に

大

き

な

影

響

力

を

持

つ

の

は

、

受

検

す

る

児

生

徒

が

ほ

と

ん

ど

い

な

い

準

一
級

。

一
級

よ

り

も

、

む

し

ろ

二

級

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

準

一
級

。

一
級

が

「
あ

き

れ

る

ほ

ど

の

い

問

題

ぞ

ろ

い

」

で

あ

る

こ

と

は

そ

れ

は

そ

れ

で

問

題

で

は

あ

る

そ

れ

以

上

に

漢

宇

教

育

に

と

っ

て

問

題

な

の

は

、

漢

検

の

採

点

基

、

学

校

で

の

漢

字

の

書

き

取

リ

テ

ス

ト

の

採

点

基

準

と

な

っ
た

こ

あ

り

、

し

か

も

そ

の

採

点

基

準

が

と

ん

で

も

な

い

誤

り

で

あ

る

こ

あ

る

。

二
　

漢

検

の

「
採
点

基

準

」

の
誤

り

は

そ

らヽ

、

考

え漢

外

で

俊

男

○

○

体

例
「
教

ぬ

い

と
　
「

の

低

高

校

立里
　
・

ま

で

ひ

ど

ユ″準

が

と

で

と

で



漢

検

ら

採

点

（
１

）①②

（
２

）解ｆ百

以

下

ま

た

の

」

が

同

じ

で

こ
　
の

答

案

用

基

準

と

い

っ

た

事

実

上

〔
注

意

あ

る

．

協

会

は

、

二

〇

〇

六

年

（
平

成

十

八

年

）

度

の

第

一
回

検

定

か

基

準

を

次

の

よ

う

に

示

し

て

い

る

。

字

種

・
字

体

２

～

‐０
級

の

解

答

は

、

内

閣

訓

令

・
告

示

「
常

用

漢

字

表

」

に

よ

る

。

た

だ

し

、

旧

字

体

で

の

解

答

は

正

答

と

は

認

め

な

い

。

１

級

・
準

１

級

の

解

答

は

、
『
漢

字

必

携

一
級

』

（
財

団

法

人

日

本

漢

字

能

力

検

定

協

会

発

行

）

に

示

す

「
標

準

字

体

」
「
許

容

字

体

」

お

よ

び

「
旧

字

体

一
覧

表

」

に

よ

る

。

字

の

書

き

方

答

は

筆

画

を

正

し

く

、

明

確

に

記

す

こ

と

。

く

ず

し

た

字

や

、

雑

な

書

き

方

は

採

点

の

対

象

外

と

す

る

。

省

略

平

成

十

三

年

度

か

ら

平

成

十

七

年

度

ま

で

は

、

「
①

２

～

・０
級

、

「
①

２

～

８

級

の

」

と

な

っ

て

い

る

だ

け

で

、

あ

と

は

全

く

あ

る

。

さ

ら

に

平

成

十

二

年

以

前

も

大

き

な

相

違

は

な

い

。

採

点

基

準

自

体

は

特

に

問

題

は

な

い

が

、

実

際

の

検

定

試

験

の

紙

の

裏

面

に

記

載

さ

れ

て

い

た

〔
注

意

点

〕

⑥

に

第

二

の

採

点

も

言

う

べ

き

も

の

が

示

さ

れ

て

い

た

。

第

二

の

採

点

基

準

と

が

、

こ

れ

こ

そ

が

全

受

検

者

、

教

員

の

日

に

留

ま

る

も

の

で

、

の

採

点

基

準

と

受

け

取

ら

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

で

は

点

〕

⑥

に

ど

う

書

い

て

あ

っ
た

の

か

と

い

う

と

、

次

の

通

り

で

（
図

一
）

図

一こ

の

〈
正

し

く

は

ね

る

と

こ

ろ

）

に

例

示

さ

れ

て

い

る

「
て

へ
ん

」

「
り

っ

と

う

」
「
ひ

と

あ

し

」

の

二

画

目

を

は

ね

な

け

れ

ば

×
と

い

う

基

準

は

、
漢

検

協

会

が

公

表

し

て

い

る

「
解

答

は

、
内

閣

訓

令

・
告

示

『
常

用

漢

字

表

』

に

よ

る

」

に

明

ら

か

に

反

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

基

準

が

い

つ

か

ら

答

案

用

紙

に

記

載

さ

れ

て

い

た

か

は

、

二

〇

〇

二

年

（
平

成

十

四

年

）

度

ま

で

は

、

勤

務

す

る

高

校

に

残

っ

て

い

る

漢

検

の

答

案

用

紙

で

確

認

で

き

た

。

し

か

し

そ

れ

以

前

の

こ

と

は

、

資

料

が

な

く

確

認

で

き

な

か

っ
た

ｃ

い

つ

か

ら

か

が

明

確

に

な

る

と

、

こ

の

基

準

が

学

校

の

漢

字

教

育

に

影

響

を

与

え

て

く

る

時

期

も

明

確

に

な

る

の

で

、

今

後

調

べ

て

ゆ

き

た

い

が

、

ご

教

示

い

た

だ

け

る

と

あ

り

が

た

い

。

「
十
■

」

は

五

本

の

指

が

あ

る

手

の

象

形

「
６
ψ
ｌ

」

（
小

象

）

で

あ

る

か

ら

、

字

源

的

に

二

画

日

の

縦

画

の

は

ね

に

は

全

く

必

然

性

は

な

い

。

「
可
く

」

「

几

」

も

楷

書

の

原

型

で

あ

る

小

象

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

「で
ハ
リ
」
（
か
た
な
の
象
形
）、
「
八懲
」
（
人
の
象
形
）
で
あ
る
か
ら
、

と

も

に

字

源

的

に

二

画

目

の

は

ね

に

全

く

必

然

性

は

な

い

。

は

ね

は

紙

いっぱいに大きくはつきり書き

なさい。

行書体や草書体のようにくずし

た字や、乱雑な字は検定の対象

にはなりません。

⑥ 漢字の書き取り問題では教科書

体と下の例をもとにして、はね

るところ 。とめるところなど、

はっきり書きなさい。

〈正しくはねるところ〉

例
°
|」 |・

°
1」 ¬

|・

°
ソLツヒ

〈続けて書いてはいけないところ〉

例
°
文一文・°

任一准・豫絲

⑤ 問題の答えは、 わく内

2



に

毛

筆

で

書

く

よ

う

に

な

っ

て

か

ら

生

じ

た

勢

い

で

あ

り

調

子

に

過

（
１

）

ぎ

な

い

。

は

ね

な

い

（
は

ね

跡

が

つ

い

て

い

な

い

）

か

ら

と

い

つ

て

誤

字

で

は

な

い

。

×
な

ど

に

し

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

「
＋
イ

」

は

毛

筆

で

書

け

ば

、

毛

筆

の

筆

先

に

は

弾

力

性

が

あ

る

か

ら

、

二

画

目

か

ら

三

画

目

に

進

む

と

き

曲

が

っ
た

筆

先

が

戻

ろ

う

と

し

て

、

自

然

に

二

画

目

の

縦

画

に

は

は

ね

跡

が

つ

く

。

は

ね

は

そ

れ

が

活

宇

に

デ

ザ

イ

ン

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

「
生
イ

」

（
う

し

へ
ん

）

は

一
画

目

を

除

け

ば

「
ｔ

く

」

と

全

く

同

じ

で

あ

る

の

で

、

毛

筆

で

書

け

ば

当

然

三

画

目

の

縦

画

に

は

は

ね

跡

が

つ

く

。

そ

れ

が

教

科

書

体

の

ベ

ー

ス

に

な

っ

た

明

朝

体

（
中

国

の

明

代

に

作

ら

れ

た

書

体

で

、

清

代

の

「
康

熙

宇

典

」

に

も

こ

の

書

体

が

用

い

ら

れ

、

「
康

熙

字

典

」

を

基

準

に

し

て

明

治

時

代

に

日

本

の

活

宇

印

刷

の

活

字

が

作

ら

れ

た

た

め

、

今

日

一

般

的

な

書

体

と

し

て

使

用

さ

れ

て

い

る

）

で

は

隷

書

の

名

残

で

二

画

目

が

は

ね

て

い

な

い

。

逆

に

「
十
く

」

は

隷

書

の

名

残

で

明

朝

体

で

は

二

（
２

）

画

目

が

は

ね

て

あ

る

。

そ

こ

で

「
常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
（
付

）

字

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

２

明

朝

体

活

字

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

。
２

筆

写

の

楷

書

で

は

、

い

ろ

い

ろ

な

書

き

方

が

あ

る

も

の

。

国

は

ね

る

か

、

と

め

る

か

に

関

す

る

例

」

で

、

「
４
イ

」

は

活

字

で

は

縦

画

を

と

め

て

あ

る

が

、

筆

写

（
手

書

き

）

の

場

合

は

活

字

の

よ

う

に

と

め

て

書

い

て

も

よ

い

し

、

は

ね

て

書

い

て

も

よ

い

例

と

し

て

挙

げ

て

あ

る

。

だ

か

ら

「
十
で

」

は

「
●

は

ね

る

か

、

と

め

る

か

に

関

す

る

例

」

に

挙

げ

ら

れ

て

は

い

な

い

が

、

「
牛
ギ

」

の

逆

の

パ

タ

ー

ン

と

し

て

当

然

同

様

に

縦

画

を

と

め

て

書

い

て

も

、

は

ね

て

書

い

て

も

よ

い

の

で

あ

る

。尚

、

二

〇

一
〇

年

に

「
常

用

漢

宇

表

」

が

改

定

さ

れ

た

が

、

私

は

そ

の

際

に

「
国

は

ね

る

か

、

と

め

る

か

に

関

す

る

例

」

の

と

こ

ろ

に

、

「
斗
ぐ

‐
十
ぐ

　

＋
イ

」

の

例

を

追

加

す

る

よ

う

に

意

見

を

提

出

し

た

。

改

定

を

検

討

す

る

漢

字

小

委

員

会

の

中

で

、

最

後

の

最

後

ま

で

追

加

す

る

か

し

な

い

か

議

論

さ

れ

た

が

、

残

念

な

が

ら

追

加

は

見

送

ら

れ

た

。

も

ち

ろ

ん

「
て

へ
ん

」

は

縦

画

を

は

ね

な

け

れ

ば

×
と

主

張

す

る

委

員

は

一
人

も

い

な

か

っ
た

が

、

「
千

」

「
千

」

の

よ

う

に

は

ね

る

、

は

ね

な

い

で

別

の

字

に

な

る

も

の

が

あ

り

、

は

ね

る

、

は

ね

な

い

が

デ

イ

ス

テ

イ

ン

ク

テ

イ

ブ

フ

イ

ー

チ

ヤ

ー

（
摯

∽
一
事

ｌ

く
①
　

』
８

〓

【
Φ
　

示

差

的

特

徴

）

に

な

っ

て

い

る

漢

字

が

あ

る

と

い

う

の

が

、

追

加

し

な

か

っ
た

主

な

理

由

で

あ

る

．

は

ね

る

、

は

ね

な

い

で

別

字

に

な

る

の

は

「
千

」

と

「
千

」
、

「
成

」

と

「
成

」

く

ら

い

な

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

漢

字

を

き

ち

ん

と

教

え

さ

え

す

れ

ば

よ

い

の

で

あ

る

。
後

で

述

べ

る

が

「
斗
イ

」

を

は

ね

な

い

で

×
に

さ

れ

て

い

る

小

中

高

生

は

人

〇

％

に

も

の

ぼ

る

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

活

字

で

は

は

ね

て

あ

る

が

は

ね

な

く

て

も

よ

い

例

と

し

て

最

も

分

か

り

易

い

「
て

へ
ん

」

を

追

加

し

な

か

っ

た

の

は

、

学

校

教

育

の

実

情

を

知

ら

な

い

委

員

の

見

当

違

い

と

言

え

る

だ

ろ

う

。
「
―ｌ
ｄ

」

は

漢

字

を

書

く

場

合

「
利

」

な

ら

「
珂
４

」

の

二

画

目

は

最

終

画

に

な

り

、

次

に

つ
な

が

ら

ず

筆

の

運

び

は

そ

こ

で

止

ま

る

。

楷

3



童
［
で

れ

る

ら

れ
「

現

ど

は

ペ
　
ン

ボ

ー

に

つ

は

ね

い

き

い

て

フ０
。

三
　

漢

検

の

「
採

点

基

準

」

の
悪

影

響

漢

検

の

志

願

者

が

二

人

九

万

人

に

も

な

り

、

漢

検

の

あ

げ

て

取

り

組

む

小

学

校

が

あ

り

、

中

高

で

も

多

く

の

推

奨

す

る

よ

う

に

な

る

と

、

漢

検

の

答

案

用

紙

の

基

準

取

リ

テ

ス

ト

の

採

点

基

準

と

も

な

る

。

受

検

す

る

者

は

格

を

日

指

す

。

そ

う

な

れ

ば

漢

検

の

基

準

に

合

わ

せ

て

な

い

。

漢

検

を

推

奨

し

て

い

る

学

校

で

も

そ

れ

に

合

わ

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

志

願

者

数

が

二

人

九

万

と

い

う

は

ね

て

あ

る

の

は

隷

書

の

名

残

と

考

え

ら

れ

る

。

話

は

す

こ

し

そ

が

「
河

」

の

最

終

画

を

は

ね

る

の

も

同

様

に

隷

書

の

名

残

と

考

え

る

。

（
「
利

」

「
河

」

は

財

前

謙

氏

の

説

。
）

λ

」

も

、

は

ね

は

隷

書

の

波

礫

の

名

残

と

考

え

て

よ

い

。

在

、

書

き

取

リ

テ

ス

ト

の

と

き

に

、

毛

筆

を

使

っ

て

書

く

こ

と

な

全

く

な

く

、

ほ

と

ん

ど

鉛

筆

（
シ

ャ

ー

プ

ベ

ン

シ

ル

）

か

ボ

ー

ル

を

使

っ

て

書

く

ｃ　
毛

筆

の

筆

先

に

は

弾

力

性

が

あ

る

が

、　
鉛

筆

や

ル

ペ

ン

の

先

に

は

弾

力

性

は

な

い

。

だ

か

ら

毛

筆

で

書

け

ば

自

然

い

た

は

ね

跡

が

鉛

筆

や

ボ

ー

ル

ペ
　
ン

を

使

っ

て

書

く

場

合

に

は

、

跡

を

つ

け

よ

う

と

し

て

意

識

し

て

書

か

な

け

れ

ば

つ

か

な

い

（
つ

に

く

い

）
。

筆

記

用

具

が

ま

っ

た

く

変

わ

っ

た

現

在

、

毛

筆

で

書

（
３
）
（
４
）

い

た

と

き

の

名

残

の

は

ね

に

こ

だ

わ

る

こ

と

な

ど

な

い

の

で

あ

ワ

ー

を

持

っ

て

い

て

、

漢

検

の

基

準

は

絶

対

的

な

基

準

と

な

っ

て

れ

を

裏

付

け

る

も

の

が

あ

る

。

そ

れ

は

東

京

ビ

デ

オ

フ

ェ

ス

テ

ィ

二

〇

〇

七

年

の

大

賞

作

品

で

、

長

野

県

立

梓

川

高

等

学

校

放

送

部

門

・
林

直

哉

教

諭

）

が

製

作

し

た

「
漢

字

テ

ス

ト

の

ふ

し

ぎ

」

と

二

〇

分

弱

の

ビ

デ

オ

で

あ

る

。

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

容

易

に

見

ら

の

で

、

ぜ

ひ

ご

覧

い

た

だ

き

た

い

。

そ

の

内

容

は

漢

字

テ

ス

ト

の

に

教

員

に

よ

っ

て

バ

ラ

ツ

キ

が

あ

る

こ

と

に

疑

間

を

持

っ

た

生

、

長

野

県

の

小

中

高

の

教

員

二

〇

〇

人

に

ア

ン

ケ

ー

ト

を

と

り

、

結

果

を

も

っ

て

、

小

中

高

の

教

員

、

県

教

育

委

員

会

、

文

化

庁

、

協

会

を

訪

ね

、

バ

ラ

ツ

キ

の

原

因

を

探

っ

て

い

く

と

い

う

も

の

で

。

ア

ン

ケ

ー

ト

に

よ

る

と

、

「
環

」

の

字

を

「
回涙

」

と

芳

の

下

午

画

を

は

ね

て

書

い

た

も

の

は

約

五

〇

％

の

教

員

が

×
に

し

て

い

る

。

一

を

「

里
小

一

と

「
木

一

の

と

こ

ろ

を

「
ホ

一

と

書

い

た

も

の

は

‐

　

　

　

　

　

　

／

４

‘

　

‐
　

　

　

　

　

　

ｉ

ｔ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

‐
　

　

　

　

．

〇
％
、
「技
」
を
「一世供
」

と

て

へ

ん

の

縦

画

を

は

ね

て

い

な

い

は

約

人

〇

％

の

教

員

が

×
に

し

て

い

る

。

こ

の

結

果

は

何

を

意

味

い

る

の

か

。

「
環

」

「
保

」

に

関

し

て

は

、

こ

の

二

字

は

常

用

漢

字

ヽ

「
画
戻

・

．

Ｆ
ン
　
Ｌ

イ月美
」

と

書

い

て

も

よ

い

例

に

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

た

ち

は

「
常

用

漢

字

表

」

を

見

て

い

な

い

の

で

あ

る

。

ビ

デ

オ

の

は

五

人

の

小

中

高

の

教

員

が

イ

ン

タ

ビ

ュ
ー

を

受

け

て

い

る

が

、

用

漢

字

表

」

の

こ

と

を

尋

ね

ら

れ

る

と

、

「
知

ら

な

い

」

「
不

勉

強

た

」

な

ど

と

答

え

る

教

員

が

い

て

、

「
常

用

漢

字

表

」

を

五

人

全

受

検

に

学

校

を

学

校

が

受

検

を

が

学

校

の

書

き

当

然

誰

も

が

合

勉

強

す

る

し

か

せ

て

教

え

な

け

漢

検

は

圧

倒

的

な

パ

ゆ

くそ

゛
、
　
　
‐
／

（
顧

い

う

れ

る

採

点

そ

の

漢

検

あ

る

の

縦
「
保

約

八

も

の

し

て

表

に

教

員

中

で
「
常

で

し

徒

が



員

が

見

た

こ

と

が

な

い

よ

う

で

あ

っ
た

。

こ

れ

が

長

野

県

に

限

ら

ぬ

全

国

的

な

教

員

の

実

態

で

、

常

用

漢

字

は

知

っ

て

い

て

も

、

ほ

と

ん

ど

の

教

員

は

「
常

用

漢

宇

表

」

は

見

た

こ

と

が

な

い

の

で

あ

る

。

生

徒

た

ち

は

、

漢

字

の

正

誤

に

決

ま

っ
た

基

準

は

な

い

の

か

と

文

化

庁

国

語

課

を

訪

ね

、

調

査

官

か

ら

「
常

用

漢

字

表

」

が

基

準

で

あ

る

と

問

き

出

し

、

「
常

用

漢

字

表

」

に

例

示

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

基

準

は

ゆ

る

い

よ

う

だ

が

と

教

員

に

問

い

た

だ

す

。

そ

れ

に

対

し

、

小

学

校

の

教

員

が

、

「
漢

宇

検

定

と

い

う

の

は

、

じ

や

あ

、

な

ん

な

ん

で

す

か

」

と

答

え

る

。

そ

れ

を

受

け

て

、

今

度

は

漢

検

協

会

に

採

点

基

準

に

つ

い

て

質

問

す

る

と

、

広

報

部

の

主

任

が

「
常

用

漢

字

表

。
前

書

き

。
（
付

）

宇

体

に

つ

い

て

の

解

説

。
第

２

明

朝

体

活

字

と

筆

写

の

楷

書

と

の

関

係

に

つ

い

て

」

に

基

づ

い

て

採

点

し

て

い

る

と

答

え

て

い

る

。

こ

の

場

面

は

実

に

重

要

な

意

味

を

含

ん

で

い

る

。

小

学

校

の

教

員

が

「
漢

字

検

定

と

い

う

の

は

、

じ

や

あ

、

な

ん

な

ん

で

す

か

」

と

言

っ
た

の

は

、

こ

の

教

員

は

前

述

の

よ

う

に

「
常

用

漢

字

表

」

を

見

た

こ

と

が

な

い

ら

し

く

、

生

徒

に

何

を

基

準

に

採

点

し

て

い

る

の

か

と

尋

ね

ら

れ

「
自

分

の

中

に

あ

る

字

を

も

と

に

」

採

点

し

て

い

る

と

答

え

て

い

て

、

そ

の

「
自

分

の

中

に

あ

る

」

基

準

が

漢

検

の

答

案

用

紙

に

あ

っ

た

「
包
オ

」

と

い

う

基

準

で

あ

っ

た

か

ら

そ

う

言

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

発

言

か

ら

、

答

案

用

紙

に

あ

っ
た

基

準

こ

そ

が

漢

検

の

採

点

基

準

と

し

て

受

け

取

ら

れ

て

い

た

と

い

う

こ

と

が

分

か

る

の

で

あ

る

。

漢

検

協

会

は

採

点

基

準

を

、

「
内

閣

訓

令

。
告

示

『
常

用

漢

字

表

』

に

よ

る

」

し

て

は

い

る

が

、

教

員

の

多

く

は

「
常

用

漢

字

表

」

を

見

た

こ

く

（
こ

れ

は

教

員

の

不

勉

強

の

現

れ

で

は

あ

る

）
、

恐

ら

く

ほ

の

教

員

は

、

採

点

基

準

が

そ

う

示

さ

れ

て

い

る

こ

と

す

ら

全

く

か

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

教

員

が

目

に

し

、

漢

検

の

採

点

基

準

と

い

た

の

は

答

案

用

紙

に

書

か

れ

て

い

た

基

準

な

の

で

あ

る

。

も

漢

検

の

「
採

点

基

準

」

が

絶

対

的

な

も

の

と

受

け

取

ら

れ

て

拠

と

し

て

は

、

『
ト

ン

デ

モ

採

点

漢

字

テ

ス

ト

』

（
神

川

仁

著

・

出

版

）

が

挙

げ

ら

れ

る

。

「
木

偏

は

ハ
ネ

て

は

い

け

な

い

、

手

ネ

な

く

て

は

い

け

な

い

。

木

偏

を

ハ
ネ

れ

ば

木

偏

で

は

な

い

、

見

え

な

い

。

手

偏

を

ト

メ

た

ら

手

偏

で

は

な

い

、

手

偏

に

は

見

。

国

語

教

師

は

こ

う

し

た

重

要

な

こ

と

を

な

い

が

し

ろ

に

し

て

な

い

。
」

と

主

張

す

る

教

員

に

そ

の

根

拠

は

何

か

と

尋

ね

る

と

、

．５

能

力

検

定

試

験

の

採

点

基

準

だ

と

答

え

た

」

と

あ

る

。

・

ハ
ネ

な

ど

漢

字

の

細

部

に

こ

だ

わ

る

誤

っ

た

教

育

が

な

さ

れ

〓

二

こ

と

は

、

以

前

か

ら

様

々

な

本

で

報

告

さ

れ

て

い

る

。

漢

検

の

基

準

」

は

そ

の

誤

り

を

助

長

し

、

そ

の

誤

り

に

根

拠

ま

で

与

え

っ
た

。

そ

の

悪

影

響

は

計

り

知

れ

な

い

。

と

明

と

が

と

ん

知

ら

考

え他

い

る

講

談

偏

は

木

偏

え

な

は

い
「
）供ｋ

ｌ

て

い
「
採

て

し
四

「
採

点

基

準

」

の
訂

正

漢

検

協

会

は

私

の

指

摘

を

受

け

て

二

〇

一
〇

年

（
平

成

二

十

二

年

）

度

の

第

一
回

検

定

で

、

答

案

用

紙

の

「
採

点

基

準

」

を

次

の

よ

う

に

訂

正

し

た

。
（
私

の

指

摘

か

ら

訂

正

ま

で

は

、
実

に

一
年

の

時

を

要

し

た

ｃ
）
（
図

二

）

一不などなてこ丁
上

一一副社こ十
ノ

字メる占
い

ま



図

二
「
皐
―

一
な

ど

と

い

う

記

載

は

な

く

な

っ

た

が

、

一
は

ね

る

と

こ

ろ

。

ｙ
＾

．．
　

夕
　
　
‐
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

．

と

め

る

と

こ

ろ

」

を

は

つ
き

り

書

く

よ

う

に

と

の

記

述

が

あ

り

、

そ

の

部

分

が

大

字

で

強

調

さ

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

、

今

な

お

漢

検

協

会

が

出

版

す

る

問

題

集

に

は

次

の

よ

う

な

記

載

の

あ

る

も

の

が

あ

る

。

（
こ

の

記

載

に

つ

い

て

も

「
採

点

基

準

」
を

訂

正

す

る

よ

う

に

要

求

し

た

時

に

、

併

せ

て

削

除

す

る

よ

う

に

要

求

し

て

い

た

の

だ

が

、

依

然

と

し

て

残

っ

て

い

る

。
）

（
図

三

）

図

三

○
問
題
の
答
え
は
楷
書
体
で
は

っ
き
り
書
き
な
さ
い
。

行
書
体
や
草
書
体
の
よ
う
に
、
く
ず
Ｌ
た
り
、
乱
雑
な
字
体
は
、

検
定
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

と
ぐ
に
漢
字
の
書
き
取
り
問
題
で
は
、
答
え
の
文
字
は
教
科
書
体

を
も
と
に
し
て
、
は
ね
る
と
こ
ろ
、
と
め
る
と
こ
ろ
な
ど
は

っ
き
り

書
き
な
さ

い
。

例
え
ば
、キ

。
１

・
ぼ
ｏ
内

ｏ
月

ｏ
丁

。
求

‥
本
。
独

の
２
画
目

や
代

。
戌

・
氏
の
４
画
日
は
始
ず
は
ね
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

斗
■

・
―
ヽ
１

の

二

画

目

の

は

ね

に

つ

い

て

は

前

述

し

た

通

り

で

あ

る

が

、

心

・
内

・
月

。
丁

・
求

。
永

。
独

の

二

画

目

の

は

ね

も

宇

源

的

に

み

て

何

の

意

味

も

な

い

。

心

・
丁

の

二

画

目

の

は

ね

は

隷

書

の

波

礫

の

形

の

上

で

の

名

残

（
隷

書

の

波

礫

と

楷

書

の

は

ね

の

筆

遣

い

は

全

く

異

な

る

）

で

、

心

。
内

・
月

。
求

。
永

。
独

の

二

画

目

の

は

ね

は

筆

先

に

弾

力

性

の

あ

る

毛

筆

で

書

く

場

合

に

三

画

目

に

筆

が

進

む

と

き

に

自

然

に

つ

く

跡

に

過

ぎ

な

い

。

（
心

の

二

画

目

は

波

礫

の

名

残

で

且

つ
自

然

に

つ

く

跡

。
）

代

。
成

・
氏

の

四

画

日

も

隷

書

の

波

礫

の

形

の

上

で

の

名

残

で

、
且

つ
代

。
成

の

四

画

目

は

内

や

月

な

ど

の

二

画

目

と

同

様

に

、

筆

が

次

の

画

に

進

む

と

き

に

自

然

に

つ

く

跡

に

す

ぎ

な

い

。

も

ち

ろ

ん

字

源

的

に

は

何

の

意

味

も

な

い

。

そ

も

そ

も

楷

書

の

原

型

で

あ

る

小

象

６

（
６

）

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

隷

書

に

も

は

ね

は

存

在

し

な

い

。

こ

の

「
受

検

す

る

と

き

の

心

構

え

」

も

訂

正

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

五
学

゛
ヽ
　

Ｌ
山リ

カ

ヽ

肩

る

。

れ

て

者

の

査
（
っ

置

転

漢

字

教

育

の
現

状

校

で

漢

字

が

ど

う

教

え

ら

れ

て

い

る

か

に

つ

い

て

は

、

そ

の

現

状

述

の

ビ

デ

オ

「
漢

字

テ

ス

ト

の

ふ

し

ぎ

」

に

如

実

に

示

さ

れ

て

い

残

念

な

が

ら

漢

字

の

細

部

に

こ

だ

わ

っ
た

、

誤

っ
た

教

育

が

な

さ

い

る

の

が

現

状

で

あ

る

。

『
ト

ン

デ

モ

採

点

漢

字

テ

ス

ト

』

も

著

神

川

氏

が

木

偏

は

ハ
ネ

た

ら

×
な

ど

と

い

う

採

点

は

誤

り

だ

と

当

な

主

張

を

し

て

、

逆

に

授

業

を

は

ず

さ

れ

、

挙

句

の

果

て

に

配

換

に

よ

っ

て

教

員

の

地

位

を

奪

わ

れ

て

し

ま

う

、

笑

う

に

笑

え

な

いっぱいに大きくはつきり書き

なさい。

とくに漢字の書き取り問題では

はねるところ 。とめるところな

ど、はっきり書きなさい。

行書体や草書体のようにくずし

た字や、乱雑な字は検定の対象

にはなりません。

〈続けて書いてはいけないところ〉

例
°
なr篠・

=‖

rヽ― ・ヽ°口rO

⑤ 問題の答えは、 わく内

囃



い

実ま
「
えヽ

い

な

て
　
い

良

い

表

」

い

な

の

国

で

は

要

領

ら

女

る

よ

ユ
刀

私

し

カ

竹

も

員

室

こ

れ
六
　

今

後

の
課

題

ま

ず

漢

検

協

会

に

対

し

漢

検

受

検

者

全

員

に

答

案

用

紙

の

返

却

を

話

で

あ

る

。

た

私

の

友

人

の

小

学

校

長

は

、

常

用

漢

字

表

の

前

書

き

を

見

て

、

え

つ
、

女

は

二

画

目

の

ノ

の

頭

が

三

画

目

の

一
の

上

に

突

き

出

て

け

れ

ば

×
だ

ろ

う

。
俺

は

ず

つ

と

そ

う

教

え

て

き

た

。
」
と

絶

句

し

た

。

（
も

ち

ろ

ん

突

き

出

て

い

て

も

い

な

く

て

も

、

ど

ち

ら

で

も

。
）

活

字

の

字

体

の

も

と

に

な

る

形

を

示

し

た

「
当

用

漢

字

宇

体

（
昭

和

二

十

四

年

）

で

は

、

女

は

ノ

の

頭

が

一

の

上

に

突

き

出

て

い

せ

い

か

、

明

朝

体

で

は

突

き

出

て

い

な

い

が

、

な

ぜ

か

小

学

校

語

、

書

写

の

教

科

書

（
い

わ

ゆ

る

教

科

書

体

で

書

か

れ

て

い

る

）

、

全

て

の

出

版

社

の

も

の

が

突

き

出

て

い

る

。

小

学

校

学

習

指

導

解

説

。
国

語

編

の

学

年

別

漢

字

配

当

表

を

見

る

と

、

不

鮮

明

な

が

は

ノ

の

頭

が

突

き

出

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

。

そ

こ

に

原

因

が

あ

う

で

あ

る

が

、

な

ぜ

学

年

別

漢

字

配

当

表

で

そ

う

な

つ

て

い

る

の

そ

の

理

由

は

分

か

ら

な

い

。

の

勤

務

す

る

高

校

で

も

教

職

十

数

年

の

国

語

科

の

教

員

が

、

「
い

、

門

と

い

う

字

は

左

の

縦

棒

は

と

め

て

、

右

の

縦

棒

は

は

ね

る

。

左

は

と

め

て

、
右

は

は

ね

る

。

そ

う

書

か

な

い

と

×
だ

ぞ

。
」

と

職

で

生

徒

に

教

え

て

い

た

。

信

じ

ら

れ

な

い

こ

と

か

も

し

れ

な

い

が

、

が

現

状

で

あ

る

。

極

め

て

憂

慮

す

べ

き

現

状

と

い

え

る

。

る

こ

と

で

あ

る

。

漢

検

協

会

は

受

検

者

に

自

分

の

答

え

の

一
問

ご

正

誤

を

知

ら

せ

る

「
検

定

結

果

通

知

」
を

発

行

し

て

お

き

な

が

ら

、

用

紙

を

返

却

し

て

い

な

い

。

人

に

は

思

い

込

み

で

漢

字

を

間

違

っ

え

て

し

ま

う

こ

と

が

よ

く

あ

り

、

正

誤

だ

け

知

ら

さ

れ

て

も

ど

こ

違

い

が

あ

っ
た

か

気

付

か

な

い

こ

と

も

あ

る

ｃ

採

点

さ

れ

た

答

案

を

返

却

す

れ

ば

、

ど

こ

が

間

違

っ

て

い

た

の

か

は

、

そ

れ

こ

そ

一

然

で

あ

る

。

返

却

し

な

い

の

は

、

返

却

で

き

な

い

理

由

が

あ

る

と

ら

れ

て

も

し

か

た

あ

る

ま

い

。

漢

検

協

会

は

採

点

は

必

ず

ペ

ア

で

、

し

か

も

同

じ

ペ

ア

で

そ

の

問

題

を

通

し

て

や

る

の

で

採

点

に

ブ

な

い

と

言

っ

て

い

る

が

、

ブ

レ

が

な

い

こ

と

と

正

し

い

基

準

で

採

し

て

い

る

こ

と

と

は

イ

コ
ー

ル

で

は

な

い

。　
そ

も

そ

も

漢

字

の

採

は

部

分

点

な

ど

な

く

、

〇

か

×
か

な

の

で

あ

る

か

ら

、

ど

こ

が

間

７

て

い

る

の

か

を

明

確

に

示

す

べ

き

で

あ

っ

て

、

基

準

を

秘

密

に

す

き

で

は

な

い

。

は

い

つ

て

も

、

漢

宇

の

採

点

に

は

無

数

の

ポ

イ

ン

ト

が

考

え

ら

れ

、

全

て

を

示

す

こ

と

は

決

し

て

で

き

な

い

。

例

え

ば

山

と

い

う

簡

単

で

さ

え

、

「
幽
‘

」

と

中

央

の

縦

画

を

長

く

せ

ず

に

三

本

と

も

同

さ

に

書

い

た

ら

ど

う

か

。

多

く

の

人

が

そ

の

字

は

○

に

す

る

と

し

］
．

・

‐・明

。
到

Ｉ

∴
甲

。
法
「

は

ど

う

か

。

書

か

れ

た

漢

字

が

識

（
他

の

文

字

の

形

と

ま

ぎ

れ

な

い

）

を

持

ち

、

意

味

の

伝

達

が

可

あ

れ

ば

そ

の

字

は

〇

で

あ

る

と

定

義

し

て

み

て

も

、

人

に

よ

っ

て

字

を

○

と

見

る

人

も

い

れ

ば

、

×
と

見

る

人

も

い

る

だ

ろ

う

。

こ

求

め

と

の

答

案

て

覚

に

間

用

紙

目

瞭

勘

繰

や

り

レ

は

点

を

点

に

五ヽ遅
　
つ

る

ベと

そ

の

な

宇

じ

長

て

も

別

性

能

で

こ
　
の



う

考

も

採

そ

曖

教

員

こ

と

た

通

こ

れ

す

れ漢

十

二

が

存

圧

倒

ば

な

の

で

取

り

に

意

げ

て注（
１
）

（

２

）
え

て

み

れ

ば

、

ど

こ

ま

で

を

許

容

範

囲

と

み

る

か

は

、

ど

う

し

て

点

者

の

個

人

差

が

で

て

く

る

こ

と

は

や

む

を

え

な

い

。　
だ

か

ら

こ

味

さ

を

嫌

つ

て

、

厳

密

に

活

字

の

通

り

に

書

く

こ

と

を

強

要

す

る

が

後

を

絶

た

な

い

の

で

あ

る

。

か

と

い

っ

て

活

字

の

通

り

に

書

く

を

強

要

す

る

こ

と

が

正

し

く

な

い

こ

と

は

こ

れ

ま

で

述

べ

て

き

り

で

あ

る

ｃ

基

準

を

示

す

こ

と

は

非

常

に

難

し

い

。

難

し

い

か

ら

ま

で

誰

も

明

確

に

す

る

こ

と

を

し

て

こ

な

か

っ
た

の

だ

が

、

放

置

ば

今

後

も

同

じ

過

ち

が

繰

り

返

さ

れ

る

だ

け

で

あ

る

。

検

志

願

者

は

事

件

後

減

少

し

た

と

は

い

え

三

二

〇

万

人

（
平

成

二

年

度

）

を

超

え

て

い

る

。

漢

検

に

対

抗

し

う

る

漢

字

の

検

定

試

験

在

せ

ず

、

漢

検

が

社

会

的

に

も

認

知

さ

れ

て

い

る

以

上

、

漢

検

の

的

な

パ

ワ

ー

を

漢

字

教

育

に

有

効

に

活

用

し

て

も

ら

わ

な

け

れ

る

ま

い

。

正

し

い

基

準

が

な

け

れ

ば

正

し

い

採

点

も

あ

り

え

な

い

あ

る

か

ら

、

漢

検

協

会

は

採

点

し

た

答

案

用

紙

を

返

却

し

、

書

き

の

重

要

な

ポ

イ

ン

ト

・
採

点

基

準

を

公

開

し

て

世

に

問

い

、

謙

虚

見

を

聞

き

、

「
標

準

と

な

る

書

き

取

り

の

採

点

基

準

」

を

作

り

上

い

く

こ

と

を

、

そ

の

使

命

、

責

務

と

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

頁

参

照

財

前

謙

編

著

「
手

書

き

の

た

め

の

漢

宇

字

典

」

（
明

治

書

院

Ｏ

〇

九

年

）

二

五

Ｃ

頁

参

照

原

田

種

成

編

「
漢

字

小

百

科

辞

典

」

（
三

省

堂

　

一
九

八

九

年

）

二

人

頁

参

照

江

守

賢

治

著

「
解

説

宇

体

辞

典

」

（
三

省

堂

　

一
九

八

六

年

）

九

四

圃

国
函

闘

困

（
３

）

九

（
４

）

こる藤れン当

（　
・ｂ
　
）

七七

（
６

）

小

林
　
一

九

八

年

筆

記

用

す

。　
象

素

材

が

鹿

一塁

―

枝

晃
　
「

た

い

ぅ

現

在

は

に

進

化

然

の

こ

前

掲

注

前

掲

注

大

熊

肇

九

‐―
　
一

阿

辻

哲

頁

参

照

前

掲

注

前

掲

注

、　
　
量
日

し

て

と

と
（
１

（
２

著

「

人
　
一

次

著

（
伏

見

沖

敬

編

「
角

川

書

道

宇

典

」

よ

り

）

仁

著

「
バ

ツ

を

つ

け

な

い

漢

宇

指

導

」

）

一
九

人

―

一
九

九

頁

参

照

具

の

変

化

（
進

化

）

は

漢

字

の

書

体

の

書

―

隷

書

―

憎

書

と

い

う

書

体

の

変

化

木

簡

か

ら

紙

へ
と

変

わ

り

、

字

を

書

く

兎

宅

竹

管

と

進

化

し

た

こ

Ｌ

に

対

応

す

文

字

の

文

化

史

」

（
岩

波

書

店

　

一
九

七

（
大

修

館

書

店

　

一

変

化

を

も

引

き

起

は

、

字

が

書

か

れ

道

具

が

、

ひ

ら

筆

る

．

詳

し

く

は

、
　

０あ

一
年

）

を

参

照

さ

く

道

旦
（
が

毛

筆

と

は

全

く

里
（
質

の

鉛

十車

や

ボ

ー

ル

ペ

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

書

体

に

変

化

が

起

こ

る

の

も

い

え

る

。

）

「
漢

宇

小

百

科

辞

典

」

二

九

―

二

人

頁

参

照

）

「
解

説

宇

体

辞

典

」

六

七

―

七

四

参

照

文

字

の

骨

組

み

」

（
彩

雲

出

版

　

二

〇

〇

九

年

）

一

頁

参

照

「
漢

字

を

楽

し

む

」

（
講

談

社

　

一
一
〇

〇

八

年

）

七

（
１

）

「
漢

宇

小

百

科

辞

典

」

三

人

頁

参

照

（
５

）

「
漢

字

を

楽

し

む

」

一
〇

七

頁

参

照


