
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
ア
イ
デ
ア

　
『
小
学
生
の
国
語
』で
は
、
新
し
い
教
科
書
観
の
も
と
で
、「
読
め
て
、

意
味
が
わ
か
る
」漢
字
力
か
ら「
書
け
て
、
使
え
る
」漢
字
力
へ
と
つ
な

げ
て
い
け
る
教
科
書
を
目
指
し
て
、
漢
字
学
習
の
新
た
な
提
案
を
し
て

い
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
漢
字
の
学
習
に
興
味
を
も
つ
た
め
の
ア

イ
デ
ア
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
漢
字
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
ア
イ
デ

ア
な
ど
、
漢
字
の
学
習
指
導
に
関
す
る
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を
集
め
ま

し
た
。

　

特
に
、
漢
字
の
学
習
を
単
に
文
字
の
習
得
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
と
結
び
つ
け
て
い
く「
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
指

導
」と
し
て
、
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
方
法
を
ご
提
案
し
ま

す
。

　

漢
字
学
習
か
ら
広
が
る
言
葉
の
学
び
を
考
え
る
た
め
の
ご
参
考
に
し

て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

■
目
次
■

学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
漢
字
学
習�

…
…
2

一
年
間
を
見
通
し
た
漢
字
指
導�

…
…
…
…
…
…
…
6

つ
な
げ
て
身
に
つ
け
る
漢
字
学
習�

…
…
…
…
…
…
8

「
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
指
導
」の
試
み

�

～
『
わ
た
し
た
ち
の
漢
和
辞
典
』を
作
ろ
う
…
10
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学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
漢
字
学
習

中
洌
正
堯
　
●『
小
学
生
の
国
語
』監
修
代
表　

兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授

一
　
漢
字
学
習
指
導
の
い
く
つ
か
の
方
法

　

こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
漢
字
学
習
指
導
の
方

法
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
三
つ
に
な
る
。

１�　

教
科
書
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
、
自
前
の
プ
リ
ン

ト
を
作
っ
た
り
、
市
販
の
漢
字
学
習
資
料
を
用
い

た
り
し
て
、
系
統
的
に
学
習
指
導
を
す
る
。

２�　

教
科
書
に
提
出
さ
れ
た
順
に
、
読
み
教
材
で
は

文
脈
に
即
し
た
学
習
指
導
を
行
う
。
漢
字
の
コ
ラ

ム
等
の
取
り
立
て
教
材
は
課
題
と
し
て
扱
い
、
定

期
的
に
テ
ス
ト
等
に
よ
っ
て
進
め
る
。

３�　

教
科
書
に
準
拠
し
た
漢
字
ド
リ
ル
等
を
使
い
、

学
習
日
程
と
学
習
す
る
字
数
を
調
整
し
な
が
ら
、

お
お
む
ね
課
題
と
し
て
扱
い
、
定
期
的
に
テ
ス
ト

等
に
よ
っ
て
進
め
る
。

　

こ
の
三
つ
の
方
法
で
は
、
３
が
最
も
多
く
行
わ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
新「
学
習
指
導
要
領
」の
言
語
活
動
の
充

実
と
い
う
方
針
を
受
け
て
、
漢
字
学
習
指
導
の
第
４

の
方
法
、
す
な
わ
ち
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

を
提
案
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、

ま
ず
、「
漢
字
学
習
指
導
の
基
本
」を
見
定
め
て
お
き

た
い
。

二
　
漢
字
学
習
指
導
の
基
本

１　

書
写
の
学
習
指
導
と
の
連
携

　

○
文
字
の
書
き
方　

○
筆
順　

○
画
数

２　

か
た
か
な
の
学
習
指
導
と
の
連
携

　

○
漢
字
の
要
素
面　

○
部
首
へ
の
応
用
面

３　

漢
字
の
学
習
指
導

　

○
漢
字
の
六
書
の
活
用

　

○
漢
字
の
形
・
音
・
義

　
　

ア「
形
」
…
書
け
る
→
１
と
の
関
係

　
　

イ「
音
」
…
読
め
る
→
音
と
訓

　
　

ウ「
義
」
…
使
え
る
→
４
と
の
関
係

　
　

＊
形
・
音
・
義
そ
れ
ぞ
れ
の
類
同
と
対
比

　
　

＊
形
・
音
・
義
を
部
首
で
学
ぶ（
原
則
）

４　

語
句
・
語
彙
の
学
習
指
導
と
の
連
携

　

○
漢
字
の
語
句
の
用
例　

○
類
義
語
と
対
義
語

　

○
仲
間
の
言
葉　

○
各
教
科
の
専
門
用
語　

　

○
慣
用
句
・
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語

　

○
季
語
、
短
歌
・
俳
句
、
川
柳
・
狂
歌
、
唱
歌

　
　

＊
辞
典
類
の
フ
ル
活
用

５　

興
味
・
関
心
・
意
欲
の
持
続
と
態
度
形
成

　

○
自
分
な
り
の
法
則
の
発
見　

○
類
比
推
論

　

○
小
学
校
六
年
間
の
見
通
し
と
振
り
返
り

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
１
～
５
を「
漢
字
学
習
指
導

の
基
本
」と
し
、
こ
れ
を
授
業
実
践
に
移
す
こ
と
を
、

漢
字
学
習
指
導
の
第
４
の
方
法
で
あ
る「
漢
字
の
総

合
的
な
学
習
指
導
」と
す
る
。

三
　
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
指
導

　
「
総
合
的
」で
あ
る
こ
と
の
ね
ら
い
は
、
学
び
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
で
あ
る
。
漢
字
一
字
の
学
び

か
ら
広
が
る
網
の
目
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
こ

と
で
あ
る
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
こ
で
は
、

第
三
学
年
の
配
当
漢
字「
開
」を
素
材
と
し
て
、
授
業

の
た
め
の
下
準
備
を
例
示
し
て
み
よ
う
。

�

こと�の学�_教科書特集号_別冊_No.2.indd   2 10.5.28   1:39:52 PM



3

　

形
・
音
・
義
を
部
首
で
学
ぶ
こ
と
を
原
則
と
す
る

考
え
な
の
で
、「
開
」を「
門
」と「
鳥
居
の
形
」に
分

解
す
る
。「
鳥
居
の
形
」と
い
う
の
は
便
宜
上
の
こ
と

で
あ
る（
成
り
立
ち
か
ら
す
れ
ば
、
鳥
居
で
は
な

い
）。
通
常
の
表
記
や
説
明
の
難
し
い
も
の
は
、類
似

の
文
字
に
よ
る
代
用
や「
鳥
居
の
形
」な
ど
の
言
い

方
に
す
る
。
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
に
意
義
を

認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、
形
・
音
・
義
そ
れ
ぞ
れ
の
類
同
と
対
比
を

考
え
る
こ
と
か
ら
、「
閉
」は
六
年
生
の
配
当
漢
字
で

あ
る
が
、「
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」と
し
て
は
こ
だ

わ
ら
ず
に
取
り
扱
う
。
た
だ
し
、
習
得
は
義
務
づ
け

な
い
。「
閉
」も「
門
」と「
才
」の
部
分（
こ
れ
も
成
り

立
ち
は「
才
」で
は
な
い
）に
分
解
す
る
が
、「
門
」も

「
才
」も
、
第
二
学
年
の
配
当
漢
字
で
書
き
方
は
既
習

で
あ
る
。

　

漢
字
の
分
解
に
関
し
て
は
、「
漢
字
の
組
み
立
て
」

（
へ
ん
・
つ
く
り
・
か
ん
む
り
・
あ
し
・
た
れ
・
に
ょ

う
・
か
ま
え
）の
学
び
を
先
行
、
も
し
く
は
並
行
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

部
首
の「
も
ん
が
ま
え
」は
、「
門
」「
間
」（
二
年
）、

「
開
」（
三
年
）、「
関
」（
四
年
）、「
閉
」「
閣
」（
六

年
）の
六
字
が
学
年
別
配
当
漢
字
で
あ
る
。
形
の
類

同
で
い
え
ば
、
部
首
の
耳
に
属
す
る「
聞
」（
二
年
）、

口
に
属
す
る「
問
」（
三
年
）が
あ
り
、
部
首
の
意
義

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
学
年
で
は
少
な
く
と
も「
門
」「
間
」「
聞
」の

学
び
を
振
り
返
り
、「
開
」と「
問
」は
ど
ち
ら
が
先
行

す
る
か
に
よ
っ
て
、一
方
を
振
り
返
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の
学
び
合
い
は
、
語

句
・
語
彙
の
学
習
指
導
と
の
連
携
に
お
い
て
力
を
発

揮
す
る
。

　
「
開
」「
開
く
」「
開
け
る
」の
対
比
と
し
て「
閉
」

「
閉
じ
る
」「
閉
め
る
」を
意
識
し
、
語
句
・
語
彙
の

学
び
の
足
が
か
り
と
す
る
。

○「
目
を
開
け
る
」「
目
を
閉
じ
る
」「
口
を
開
け
る
」

　
「
口
を
開
く
」「
口
を
閉
じ
る
」「
口
を
閉
ざ
す
」

　
「
重
い
口
を
開
く
」

○「
開
口
一
番
」「
閉
口
」

○「
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
」

○「
教
科
書（
本
）を
開
く
」

○「
花
が
開
く
」「
花
が
閉
じ
る
」「
花
が
し
ぼ
む
」

　
「
花
が
散
る
」「
花
が
落
ち
る
」

○「
山
開
き
」「
川
開
き
」「
海
開
き
」「
閉
山
」

○
季
語「
北
窓
開
く
」「
山
開
」「
炉
開
」「
鏡
開
」

○「
開
門
」「
閉
門
」

○「
開
店（
店
開
き
）」「
開
園
」「
開
館
」「
開
校
」　

　
「
開
港
」「
開
国
」

○「
鎖
国
」「
開
化
」

○「
開
始
」「
開
幕
」「
展
開
」「
閉
幕
」

　

さ
ら
に
、
漢
字
学
習
の
奥
行
き
を
求
め
て
、「
開
」

の
一
字
を
、
昔
話
や
物
語
の
話
題
に
つ
な
ぐ
。

○「
開
け　

ゴ
マ
」

○�「
開
け
て
く
や
し
き
玉
手
箱
」（
こ
と
わ
ざ
で
も
あ

り
、
唱
歌
の「
浦
島
太
郎
」に
も
出
て
く
る
）

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
、
指
導
者
が
ヒ
ン
ト

を
出
し
な
が
ら（
他
教
科
等
の
専
門
用
語
に
も
目
配

り
し
な
が
ら
）、
学
習
者
に
、
こ
れ
ま
で
見
聞
き
し
た

こ
と
や
既
習
経
験
に
も
と
づ
い
て
、話
し
合
わ
せ
る
。

で
き
る
か
ぎ
り
学
習
者
ど
う
し
の
目
線
で
と
ら
え
た

も
の
を
引
き
出
す
ほ
う
が
実
感
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
辞
典
等
を
使
っ
た
自
主
的
な
学
び
の

時
間
を
し
っ
か
り
組
み
合
わ
せ
て
い
く
。

　

辞
典
に
つ
い
て
は
、
国
語
辞
典
と
漢
字
辞
典
の
引

き
方
、
調
べ
方
の
学
び
を
先
行
、
並
行
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
漢
字
一
字
か
ら
学
び
の
網
の

目
を
広
げ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
右
に
準
備
し
た
こ
と

を
す
べ
て
取
り
扱
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

配
当
漢
字
の
す
べ
て
に
つ
い
て
同
様
の
扱
い
を
す
る

と
い
う
の
で
も
な
い
。
単
純
な
ド
リ
ル
学
習
で
す
ま

す
も
の
と
、「
開
」の
よ
う
に
広
が
り
の
可
能
性
の
高

い
も
の
と
を
選
別
し
て
授
業
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ

の
選
別
に
こ
そ
、
指
導
者
の
教
材
・
学
習
材
開
発
の

独
自
性
が
発
揮
さ
れ
る
。

　

漢
字
を
通
し
て
学
び
の
網
の
目
を
広
げ
る
の
は
、

国
語
科
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
校
教
育
全
体
を
結
び
合
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わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
学
校
教
育
を
大
き
な
川

に
た
と
え
れ
ば
、
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
指
導
は
遊

水
池
で
力
を
蓄
え
る
こ
と
で
あ
る
。
遊
水
池
で
、
言

葉
の
自
在
で
豊
か
な
学
び
を
保
障
し
、
力
を
得
て
再

び
流
れ
に
棹
さ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
　
新
教
科
書『
小
学
生
の
国
語
』の
役
割

　
『
小
学
生
の
国
語
』は
、漢
字
教
材
に
つ
い
て
、「
学

習
の
見
通
し
が
立
つ
よ
う
、
一
度
に
学
ぶ
新
出
漢
字

の
数
を
一
定
に
し
、
そ
の
う
え
で
文
脈
の
中
で
の
意

味
も
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」と
い
う
編
集
方

針
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
冒
頭
の「
一　

漢
字
学
習
指
導
の
い
く
つ
か
の
方
法
」で
述
べ
た
第

２
と
第
３
の
方
法
を
両
立
さ
せ
る
企
画
で
あ
る
。

　

学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
さ
れ
た
漢
字（
新
出
漢

字
）に
つ
い
て
は
、
全
学
年
す
べ
て「
取
り
立
て
関
連

教
材
」と
し
て
配
置
し
て
い
る
が
、
低
学
年
と
中
・
高

学
年
と
で
、
教
材
化
の
方
法
が
違
う
。

　

低
学
年
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
概
念
や

基
本
的
な
価
値
を
示
す
漢
字
が
比
較
的
多
く
配
当
さ

れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
仲
間
に
類

別
し
、
グ
ル
ー
プ
化
し
た
取
り
立
て
関
連
教
材（
日

常
生
活
と
の
）と
し
て
い
る
。

　

中
・
高
学
年
で
は
、「
新
し
い
漢
字
を
学
ぼ
う
」を

各
学
年
十
か
所
設
定
し
て
い
る
。
一
つ
の「
新
し
い

漢
字
を
学
ぼ
う
」（
取
り
立
て
の
学
び
）に
配
当
さ
れ

て
い
る
新
出
漢
字
は
、
次
の「
新
し
い
漢
字
を
学
ぼ

う
」の
前
ま
で
の
数
教
材（
教
材
関
連
）の
中
で
、
実

際
に
語
句
の
形
で
提
出
さ
れ
る（
文
脈
上
の
学
び
）。

　

加
え
て
、
二
年
生
か
ら
は
、
別
冊
の『
学
び
を
広

げ
る
』の「
１　

言
葉
の
図
鑑
」「
２　

い
つ
で
も
ど

こ
で
も
」「
３　

言
葉
の
海
へ
」「
４　

漢
字
探
検
」

な
ど
が
、
漢
字
と
結
び
つ
い
た
語
句
・
語
彙
の
学
び

を
推
進
す
る
。
提
案
の
第
４
の
方
法
は
、
こ
こ
に
よ

く
生
き
る
。
そ
の
こ
と
を
、
引
き
続
き「
開
」の
学
習

事
例
で
確
か
め
て
み
る
。「
開
」は
、第
三
学
年
の「
新

し
い
漢
字
を
学
ぼ
う
②
」に
出
て
く
る
。

　

部
首
の
学
習
の
と
こ
ろ
で
、
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、「
も
ん
が
ま
え
」の
か
た
ち
の
類
同
で
、「
聞
」

（
み
み
、
二
年
）、「
問
」（
く
ち
、
三
年
）の
取
り
扱

い
に
及
ん
だ
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
連
鎖
す
る
。

　
「
２　

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
」に
は
、「
一
対
一
で

話
す
と
き
に
は
」と「
さ
い
こ
ろ
で
ス
ピ
ー
チ
を
し

よ
う
」（
と
も
に
三
年
）が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

前
者
の
対
話
に
は「
聞
い
て
い
る
と
き
に
は
、
相

づ
ち
を
打
ち
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
。」「
わ
か
ら
な

い
言
葉
や
内
容
が
あ
っ
た
ら
、
聞
き
返
し
ま
し
ょ

う
。」と
い
う
留
意
点
の
記
述
が
あ
る
。「
聞
」の
文
脈

で
あ
り
、「
聞
き
返
す
」は
、「
問
」と
の
類
義
性
を
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
３　

言
葉
の
海
へ
」に
は
、「
動
き
を
表
す
言
葉
」

「
暮
ら
し
に
か
か
わ
る
言
葉
」「
ち
が
う
字
で
同
じ
読

み
」（
い
ず
れ
も
三
年
）な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
動
き
を
表
す
言
葉
」の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は「
耳

を
す
ま
す
」「
耳
を
か
た
む
け
る
」「
耳
に
す
る
」で

あ
る
。
こ
れ
は
、「
聞
く
」こ
と
と
連
動
し
、「
語
る
」

「
話
す
」「
説
明
す
る
」の
グ
ル
ー
プ
、「
さ
け
ぶ
」「
つ

ぶ
や
く
」「
さ
さ
や
く
」の
グ
ル
ー
プ
と
照
応
し
た

り
、
対
応
し
た
り
す
る
。

　
「
暮
ら
し
に
か
か
わ
る
言
葉
」で
は
、「
開
く
」こ
と

と
川
、
海
、
山
等
と
の
結
び
つ
き
、
港
、
空
港
等
と

の
結
び
つ
き
、
学
校
、
図
書
館
、
公
園
、
郵
便
局
等

と
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
総
合
的
な
学
習
指
導
の
事
例
で
取
り

上
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

付
随
し
て
、「
未
開
」「
開
拓
」「
新
開
地
」「
開
通
」、

「
開
業
」「
開
設
」「
再
開
」な
ど
に
つ
な
が
り
、
精
神

的
な
側
面
に
発
展
し
て
、「
開
眼
」「
心
を
開
く
」「
情

報
の
開
示
」「
公
開
」「
局
面
の
打
開
」「
開
運
」な
ど

に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
ち
が
う
字
で
同
じ
読
み
」の
最
初
は「
あ
け
る
」

で
、「
空
け
る
」「
明
け
る
」「
開
け
る
」の
区
別
の
問

題
で
あ
る
。
漢
字
の
同
音
異
字
、
同
訓
異
字
に
つ
い

て
は
、学
習
課
題
と
し
て
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
点
検
に
は
、「
４　

漢
字
探
検
」の
中
に
あ
る

「
漢
字
活
用
辞
典
」に
よ
る
検
索
が
有
効
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
あ
け
る
」の
学
習
課
題
と
し
て
、「
蛍

の
光
」の「
い
つ
し
か
年
も
、
す
ぎ
の
と
を
、
あ
け
て

ぞ　

け
さ
は
、
わ
か
れ
ゆ
く
。」と
い
う
掛
詞
を
考
え

さ
せ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
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五
　
学
校
を
あ
げ
て
の
取
り
組
み

　

学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
は
、
漢
字
ド
リ
ル

帳
の
自
習
方
式
で
は
難
し
い
。「
漢
字
学
習
指
導
の
基

本
」を
ふ
ま
え
、
教
科
書
を
活
用
し
た
週
一
、
二
時

間
の
自
在
で
豊
か
な
学
習
指
導（
授
業
）に
よ
っ
て

創
ら
れ
る
。

　

本
稿「
二　

漢
字
学
習
指
導
の
基
本
」で
は
、「
小

学
校
六
年
間
の
見
通
し
と
振
り
返
り
」を
指
摘
し
て

い
る
。

　

低
学
年
は
、
書
写
の
学
習
指
導
と
の
連
携
を
図
り

つ
つ
、
教
科
書
の
教
材
化
に
そ
っ
て
学
習
を
進
め
る

の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
低
学

年
の
配
当
漢
字
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
概
念

や
基
本
的
な
価
値
を
示
す
も
の
が
比
較
的
多
い
。『
小

学
生
の
国
語
』で
は
、
こ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
仲
間

に
類
別
し
、
グ
ル
ー
プ
化
し
た
日
常
生
活
と
の
関
連

教
材
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
の「
開
」の

事
例（
第
三
学
年
）で
示
し
た
第
４
の
方
法
に
先
行

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
学
年
以
降
は
、「
開
」の
事
例
で
示
し
た
よ
う

に
、
教
科
書
を
活
用
し
つ
つ
、
学
校
ご
と
に
指
導
者

の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
、
新
た
な
組
織
化
を
図
る
。

　

さ
ら
に
高
学
年
で
は
、
学
習
の
自
立
を
目
指
す
。

高
学
年
で
学
習
を
自
立
さ
せ
る
に
は
、
漢
字
学
習
に

つ
い
て
、
形
・
音
・
義
を
部
首
で
学
ぶ
こ
と
を
原
則

と
す
る
こ
と
、
語
句
・
語
彙
の
学
習
指
導
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
に
徹
す
る
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
例
え
ば
部
首
の「
あ
お
・
あ
お

へ
ん
」の
漢
字
は
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
で
は
、
第

一
学
年
に「
青
」、
第
四
学
年
に「
静
」が
あ
る
、
と
い

う
よ
う
な
検
索
が
可
能
と
な
る
部
首
別
資
料
を
作
っ

て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
調
べ

る
こ
と
の
で
き
る
漢
字
辞
典
、
国
語
辞
典
、
こ
と
わ

ざ
辞
典
等
、辞
典
類
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
整
備
し
た
い
。

辞
典
を
読
む
こ
と
は
、
説
明
文
の
読
み
書
き
の
す
ぐ

れ
た
基
礎
学
習
に
も
な
る
。

　

お
わ
り
に
、
漢
字
を
キ
ー
と
し
た
学
び
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
を
目
指
す
第
４
の
方
法
に
ぜ
ひ
期
待

し
た
い
の
が
、
新
し
い
漢
字
ノ
ー
ト
、
あ
る
い
は
言

葉
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
学
習
者
各
自
の
、
言
語
活
動
の

源
泉
と
し
て
の
個
性
的
で
探
究
心
に
満
ち
た
漢
字

ノ
ー
ト
・
言
葉
ノ
ー
ト
が
集
積
さ
れ
、
独
自
の
手
作

り
辞
典
が
で
き
る
よ
う
で
あ
れ
ば
す
ば
ら
し
い
。
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漢字の学習
アイデア
①

一
年
間
を
見
通
し
た
漢
字
指
導

難
し
い
漢
字
が
増
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思

う
。
そ
こ
で
、
五
年
生
の
導
入
と
し
て
、
画
数
に
着

目
し
て
不
安
感
を
取
り
除
い
て
み
た
。

一
番
画
数
の
少
な
い
漢
字
を
探
そ
う

　

六
画
だ
ろ
う
か
、
五
画
だ
ろ
う
か
、
児
童
た
ち
は

一
生
懸
命
に
探
す
。
四
画
で
は「
支
」が
見
つ
か
る
。

し
か
し
す
ぐ
に「
久
」の
三
画
を
発
見
す
る
児
童
が

い
る
。
思
い
の
ほ
か
、「
可
、
句
、
示
、
比
、
仏
」な

ど
画
数
の
少
な
い
漢
字
が
見
つ
か
り
、
児
童
た
ち
は

安
堵
の
表
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
つ
け
た
漢
字

で「
ぼ
う
で
支
え
る
」「
久
し
く
会
わ
な
い
」な
ど
簡

単
な
文
を
作
っ
て
イ
メ
ー
ジ
作
り
を
す
る
こ
と
も
で

き
る
。

　

次
に
、
児
童
か
ら
は
自
然
に「
一
番
画
数
の
多
い

漢
字
を
探
そ
う
」と
い
う
声
が
出
て
く
る
。
十
四
画
、

十
五
画
な
ど
次
々
に
画
数
の
多
い
漢
字
を
探
す
。
こ

う
な
っ
て
く
る
と
、
も
う
画
数
に
対
し
て
苦
手
意
識

や
不
安
感
は
ず
い
ぶ
ん
薄
ら
い
で
く
る
。

　

さ
ら
に
、
漢
字
の
階
段
を
作
る
の
も
、
画
数
を
意

識
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
。

士

三
画

欠�

不�

夫

四
画

付�

末�

未�

失�

令

五
画

　

と
い
う
よ
う
に
画
数
で
分
け
て
い
く
。

②
　
部
首
に
着
目
す
る

　

五
年
生
に
も
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
首
を
知
っ

て
い
る
。
同
じ
部
首
の
漢
字
を
集
め
る
こ
と
は
よ
く

行
わ
れ
る
指
導
で
あ
る
が
、
一
年
間
に
学
習
す
る
漢

字
に
対
し
て
行
う
と
、児
童
の
興
味
も
新
た
に
な
る
。

「
き
へ
ん
」の
漢
字
を
集
め
よ
う

　
「
桜
、
格
、
枝
…
」な
ど
た
く
さ
ん
の
漢
字
が
集
ま

る
。
次
に
少
し
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
み
る
。

貝
と
い
う
字
が
入
っ
て
い
る
漢
字
を
探
そ
う

　

こ
う
な
る
と
、「
へ
ん
」だ
け
で
は
な
く
な
る
の

で
、
漢
字
の
形
を
全
体
で
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

や
が
て
、「
賀
、
財
、
則
、
損
、
貸
、
貿
、
測
、
資

一�

　
一
年
間
に
学
習
す
る
漢
字
に
興
味
を
も
つ

　

児
童
に「
一
年
間
で
こ
れ
だ
け
の
漢
字
を
習
う

よ
」と
告
げ
る
と
、
反
応
は
二
種
類
で
あ
ろ
う
。「
簡

単
、
知
っ
て
い
る
」と
意
気
込
む
か
、「
こ
ん
な
に
あ

る
の
」と
億
劫
に
思
う
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
遊
び
を
取
り
入
れ
な
が
ら
一
年
間
に
学

習
漢
字
を
紹
介
す
る
と
、
俄
然
、
や
る
気
を
出
し
て

く
る
。
こ
こ
で
は
、
一
年
間
を
見
通
し
た
漢
字
指
導

の
ア
イ
デ
ア
を
紹
介
す
る
。

　

今
回
は
四
年
生
、
五
年
生
で
学
習
す
る
漢
字
を
対

象
に
し
て
実
践
を
行
っ
た
が
、
む
ろ
ん
、
ど
の
学
年

で
も
実
践
可
能
で
あ
る
。『
小
学
生
の
国
語
』の「
新

し
い
漢
字
を
学
ぼ
う
」の
ペ
ー
ジ
を
す
べ
て
眺
め
る

こ
と
と
す
る
。
二
十
字
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
ペ
ー

ジ
を
く
り
な
が
ら
、
こ
の
一
年
間
で
ど
の
よ
う
な
漢

字
を
習
う
の
か
を
見
通
し
て
い
く
。

①
　
画
数
に
着
目
す
る

　

新
学
年
に
な
っ
て
、
児
童
が
期
待
も
し
、
不
安
に

も
な
る
の
が
、
学
習
が
よ
り
多
く
な
っ
た
り
難
し
く

な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
今
ま
で
よ
り
、字
数
が
多
い
だ
ろ
う
か
、
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お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
以
、
衣
、
位
、
囲
、
胃
」は「
イ
」と
読

む
。
こ
の
中
か
ら
、
ス
リ
ー
ヒ
ン
ト
ク
イ
ズ
で
一
つ

に
し
ぼ
る
と
い
う
活
動
が
で
き
る
。

「
第
一
ヒ
ン
ト�

そ
れ
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ

ま
す
。」

「�

第
二
ヒ
ン
ト�

そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
の
場
面
な
ど

で
使
い
ま
す
。」

「
第
三
ヒ
ン
ト�

訓
読
み
は『
く
』か
ら
始
ま
り
ま

す
。」

「
位
！
」

と
い
う
歓
声
が
上
が
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ン
ト
を
出

し
て
い
く
と
、
漢
字
の
構
成
や
音
訓
な
ど
に
着
目
し

て
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

二
　
さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
を
活
用
し
て

　

こ
こ
ま
で
は
、
教
科
書
の
漢
字
の
ペ
ー
ジ
を
も
と

に
し
た
学
習
や
ゲ
ー
ム
を
紹
介
し
た
。
慣
れ
て
き
た

ら
、
辞
書
を
利
用
す
る
と
漢
字
の
学
習
に
も
幅
が
出

て
く
る
。

①
　
漢
字
辞
典
を
使
っ
て

　

部
首
や
画
数
、
成
り
立
ち
な
ど
を
調
べ
る
に
は
漢

字
辞
典
が
い
ち
ば
ん
調
べ
や
す
い
。
特
に
、
成
り
立

ち
は
児
童
が
最
も
興
味
を
も
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

…
…
」な
ど
が
集
ま
る
。「
領
、
額
、
預
」を
挙
げ
る

児
童
も
い
る
。
こ
れ
ら
は「
お
お
が
い
」と
い
っ
て

「
大
貝
」が
も
と
に
な
る
の
で
、こ
れ
も「
貝
」が
入
っ

て
い
る
と
説
明
す
る
。
黒
板
に
、「
貝
の
入
っ
て
い
る

字
」を
書
い
て
い
く
と
、
な
ん
と
な
く「
お
金
に
関
係

す
る
漢
字
が
多
い
」と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ

で
、
漢
字
の
成
り
立
ち
な
ど
の
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
今
ま
で
な
ん
と
な
く
書
い
て
き
た
部
首
が
そ

れ
ぞ
れ
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
納
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
の
辺
り
で
児
童
に
任
せ
て
、

一
分
間
で
同
じ
部
首
の
漢
字
を
集
め
よ
う

と
い
う
ゲ
ー
ム
を
行
っ
て
み
る
。

　
「
き
へ
ん
」「
ご
ん
べ
ん
」な
ど
比
較
的
馴
染
み
の

あ
る
漢
字
か
ら
、「
の
ぶ
ん
」「
り
っ
と
う
」な
ど
調

べ
る
の
に
手
間
取
る
問
題
も
出
さ
れ
る
。
友
達
に
対

し
て
難
し
い
問
題
を
出
そ
う
と
、
一
生
懸
命
に
部
首

を
調
べ
る
姿
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
で
、
た
く
さ
ん
の
部
首
を
覚
え

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
読
み
に
着
目
す
る

　
「
音
読
み
が
同
じ
漢
字
」「
訓
読
み
が
同
じ
漢
字
」

な
ど
も
探
し
や
す
い
。
漢
字
の
テ
ス
ト
な
ど
で
は
、

前
後
の
文
で
判
断
せ
ず
に
知
っ
て
い
る「
同
じ
発

音
」の
漢
字
を
当
て
は
め
て
し
ま
う
児
童
が
多
い
。

同
じ
音
や
訓
で
あ
っ
て
も
、
意
味
が
異
な
る
こ
と
を

　

自
分
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
成
り
立
ち

や
意
味
を
調
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
自
分
の
名
前
に

使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
、
そ
の

名
前
に
こ
め
ら
れ
た
願
い
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。

②
　
国
語
辞
典
を
使
っ
て

　

音
読
み
や
訓
読
み
を
手
掛
り
に
、
国
語
辞
典
を
引

く
と
、
熟
語
や
反
対
語
、
同
義
語
な
ど
に
広
が
っ
て

い
く
。
特
に
、
訓
読
み
で
調
べ
る
と
、
意
味
が
よ
り

わ
か
り
や
す
く
な
る
。

③
　
こ
と
わ
ざ
辞
典
を
使
っ
て

　

こ
と
わ
ざ
辞
典
の
総
索
引
な
ど
で
、
学
習
し
た
漢

字
を
調
べ
て
い
く
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
わ
ざ
や
故

事
成
語
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
仏
の
顔
も
二
度
三
度
」

「
仏
頂
面
を
す
る
」

な
ど
の
こ
と
わ
ざ
か
ら
、「
仏
」の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
。
漢
字
が
生
活
に
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
を
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
漢
字
を
題
材
に
言
葉
を
広
げ
る
活
動
を
紹

介
し
た
。
児
童
の
実
態
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
広
が
っ

た
活
動
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
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8

つ
な
げ
て
身
に
つ
け
る
漢
字
学
習

漢字の学習
アイデア
②

　

五
年
の「
新
し
い
漢
字
を
学
ぼ
う
①
」を
例
に
、
新

出
漢
字
の
学
習
指
導
を
試
み
る
。

　

こ
こ
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
を
次
に
挙
げ
る
。

①�　

新
出
漢
字
二
十
字
の
中
で
互
い
に
関
連
の
あ
る

も
の
を
、
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。

②�　

既
習
の
漢
字
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
つ
な
が
り

を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。

③�　

興
味
を
も
っ
て
漢
字
を
覚
え
さ
せ
る
た
め
に
、

そ
の
漢
字
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
出
し
て
い
く
。

一
　
永
　
エ
イ
・
な
が
‐
い

「
永
」に
似
た
漢
字
を
集
め
よ
う

　

一
年「
水
」
／
三
年「
氷
」「
泳
」
／
四
年「
求
」

○
部
首
は「
み
ず
」。
水
に
関
係
が
あ
る
。

○「
永
」「
泳
」と
も
に「
エ
イ
」と
読
む
。

※�

漢
字
の
部
分
が
同
じ
場
合
、
同
じ
読
み
方
を
す
る

場
合
が
他
に
も
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。（「
則
」「
責
」

な
ど
後
述
す
る
。）

「
永
い
」と「
長
い
」は
ど
う
違
う
の
か

○�

訓
読
み
は「
な
が
い
」。「
長
」と
同
じ
。「
長
」は
空

間
的
に
連
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
時
間

的
な
隔
た
り
に
つ
い
て
も
使
う
が
、「
永
」は
時
間

的
な
隔
た
り
に
つ
い
て
に
だ
け
使
う
。

○
他
の
熟
語 

―
「
永
眠
」「
永
遠
」

※「
永
久
歯
」 

 

「
乳
歯
」

○�

書
写
と
の
関
連
で
、「
永
字
八
法
」（
八
つ
の
筆
遣

い
を
説
明
す
る
書
道
の
法
）の
解
説
を
す
る
。

二
　
易
　
エ
キ
・
イ
・
や
さ
‐
し
い

○
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

　

�

一
つ
は
、「
取
り
か
え
る
」と
い
う
意
味
。
→「
交

易
」「
貿
易
」（「
貿
」は
新
出
漢
字
と
し
て
次
頁
に

掲
載
。）も
う
一
つ
は
、「
た
や
す
い
」と
い
う
意

味
。
→「
容
易
」「
安
易
」「
平
易
」

※
易
し
い 

 

難
し
い

○�

部
首
は
、「
に
ち
・
ひ
」で
、
次
頁
に
掲
載
の「
暴
」

と
同
じ
。

○�「
場
」の「
つ
ち
へ
ん
」の
な
い「
昜
」と
間
違
え
や

す
い
。

三
　
応
　
オ
ウ

○
部
首
は「
こ
こ
ろ
」。「
ま
だ
れ
」で
は
な
い
。

14

し

い

新

 

漢
字
を
学
ぼ
う 

₁

1�

　―
の
漢
字
に
気
を
つ
け
て
、
次
の
文
を
読
み

ま
し
ょ
う
。

□

①

　交
易
の
あ
る
国
へ
の
永
住
を
決
め
る
。

□

②

　事
件
に
関
す
る
調
さ
に
応
じ
る
。

□

③

　故
き
ょ
う
の
桜
な
み
木
を
思
い
出
す
。

□

④

　規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
。

□

⑤

　再
生
紙
の
品
質
が
向
上
す
る
。

□

⑥

　条
例
案
を
議
会
に
て
い
出
す
る
。

2

　次
の
文
章
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

�

　受
付
で
用
件
を
告
げ
る
と
、
応
せ
つ
室
に
通
さ

れ
た
。
質
問
を
か
条
書
き
に
し
て
お
い
た
の
で
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
う
ま
く
進
ん
だ
。

永
展
展
展
展
展

5画

・
エ
イ

・
な
が-

い

・
永
続

・
永
久

易
怒
怒
怒
怒
怒
怒
怒
怒
8画

・
エ
キ

・
イ

・
や
さ-

し
い

・
安
易

・
易
し
い

問
題

応
逃
逃
逃
逃
逃
逃
逃

7画

・
オ
ウ

・
応
答

・
応
急
手

当
て

桜
萄
萄
萄
萄
萄
萄
萄
萄
10画

・
さ
く
ら

・
桜
前
線

・
桜
草

規
汎
汎
汎
汎
汎
汎
汎
汎
11画

・
キ

・
正
規

・
規
定

鉄
典
填
天
展

鍍
砥
砺
努
度
土
奴
怒

蕩
藤
討
謄
豆
踏
逃

同
堂
憧
撞
瞳
童
胴
萄

判
半
反
叛
帆
板
氾
汎

件
部
部
部
部
部
部

6画

・
ケ
ン

・
事
件

・
用
件

故
舗
舗
舗
舗
舗
舗
舗
舗
9画

・
コ

・
故
意

・
故
国

再
民
民
民
民
民
民

6画

・
サ
イ

・
サ

・
ふ
た
た-

び

・
再
度

・
再
来
年

質
諒
諒
諒
諒
諒
諒
諒
諒
15画

・
シ
ツ

・
材
質

・
た
ん
ぱ

く
質

条
倩
倩
倩
倩
倩
倩
倩

7画

・
ジ
ョ
ウ

・
条
約

・
信
条

撫
武
舞
葡
蕪
部

返
遍
便
勉
娩
鞭
保
舗

蓑
稔
脈
妙
粍
民

僚
両
凌
涼
療
糧
良
諒

倪
倥
倅
伜
俶
倡
倩

◦
こ
こ
で
学
ぶ
漢
字
は
、
16
ペ
ー
ジ
か
ら
35
ペ
ー
ジ
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
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15　新しい漢字を学ぼう①

3�

　―
の
漢
字
に
気
を
つ
け
て
、
次
の
文
を
読
み

ま
し
ょ
う
。

□

①

　功
績
を
た
た
え
て
賞
状
を
お
く
る
。

□

②

　登
場
人
物
の
性
か
く
を
考
え
る
。

□

③

　市
民
税
を
期
日
ま
で
に
お
さ
め
る
。

□

④

　引
っ
こ
し
た
友
か
ら
の
連
ら
く
が
絶
え
る
。

□

⑤

　サ
ッ
カ
ー
で
手
を
使
う
の
は
反
則
だ
。

□

⑥

　暴
風
で
、
建
築
中
の
家
が
こ
わ
れ
た
。

□

⑦

　大
き
な
貿
易
会
社
が
破
産
し
た
。

4

　次
の
文
章
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

�

　家
を
新
築
し
た
の
で
、
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
く
こ

と
に
な
っ
た
。
絶
対
に
来
て
ね
と
案
内
状
に
書
い

た
。
そ
れ
を
見
た
母
に
、
字
が
少
し
ら
ん
暴
だ
と

し
か
ら
れ
た
。

状
假
假
假
假
假
假
假

7画

・
ジ
ョ
ウ

・
別
状

・
書
状

性
處
處
處
處
處
處
處
處
8画

・
セ
イ

・
性
別

・
ア
ル
カ

リ
性

税
匳
匳
匳
匳
匳
匳
匳
匳
12画

・
ゼ
イ

・
消
費
税

・
税
関

績
燮
燮
燮
燮
燮
燮
燮
燮
17画

・
セ
キ

・
業
績

・
実
績

絶
咤
咤
咤
咤
咤
咤
咤
咤
12画

・
ゼ
ツ

・
た-

え
る
／
た-

や
す
／

た-

つ

・
絶
望

・
絶
好
調

倬
俾
俯
們
倆
偃
假

冰
况
冽
凅
凉
凛
几
處

匆
匈
甸
匐
匕
匯
匱
匳

卷
厂
厠
厥
厰
參
叟
燮

咢
咸
咬
哈
咨
咫
哂
咤

則
圍
圍
圍
圍
圍
圍
圍
圍
9画

・
ソ
ク

・
規
則

・
法
則

築
婢
婢
婢
婢
婢
婢
婢
婢
16画

・
チ
ク

・
き
ず-

く

・
建
築

・
築
き
あ

げ
る

破
廡
廡
廡
廡
廡
廡
廡
廡
10画

・
ハ

・
や
ぶ-

る
／
や
ぶ-

れ
る

・
読
破

・
破
れ
か

ぶ
れ

貿
掫
掫
掫
掫
掫
掫
掫
掫
12画

・
ボ
ウ

・
貿
易
風

・
貿
易
商

暴
插
插
插
插
插
插
插
插
15画

・
ボ
ウ

・
あ
ば-

れ
る

・
暴
投

・
暴
れ
ん

ぼ
う

囮
囹
囿
圄
圉
圈
國
圍

妍
姙
娟
娉
婀
婬
娵
婢

廈
廐
廣
廝
廚
廛
廢
廡

挈
拯
拵
捐
挾
搜
掎
掫

掉
掟
捫
捩
揩
揀
揣
插

﹃
学
び
を
広
げ
る
﹄

₅₄
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9

○
質 

 

量

○�「
質
」は「
シ
ツ
」の
他
に「
シ
チ
」と
も
読
む（
中

学
校
配
当
音
訓
）。［
例
］質
屋（
シ
チ
ヤ
）

数
と
読
み
方
が
同
じ
漢
字
を
集
め
よ
う

　
「
一
」
―
「
市
」

　
「
二
」
―
「
荷
」「
似
」「
児
」

　
「
三
」
―
「
山
」「
産
」「
参
」「
算
」

六
　
則
　
ソ
ク

○
則（
き
そ
く
、
き
ま
り
）→「
規
則
」「
法
則
」

部
首
は
何
で
し
ょ
う

○
部
首
は
、「
か
い
へ
ん
」で
は
な
く「
り
っ
と
う
」。

同
じ「
ソ
ク
」と
い
う
読
み
方
で
も
違
う
漢
字
は
？

　
「
則
」＋「
亻
」＝
側（
そ
ば
、
わ
き
）

　

熟
語
は
、「
右
側
」「
側
面
」。

　
「
則
」＋「
氵
」＝
測（
は
か
る
、
お
し
は
か
る
）

　

熟
語
は
、「
測
定
」「
予
測
」。

七
　
破
　
ハ
・
や
ぶ
‐
る
・
や
ぶ
‐
れ
る

○
部
首
は「
い
し
へ
ん
」

○�「
破
る
」は
、「
紙
を
破
る
」「
約
束
を
破
る
」と
き

な
ど
に
使
う
。
ま
た
、「
敵
を
負
か
す
」と
い
う
意

味
で
も
使
う
。
し
か
し
、「
負
け
る
」の
意
味
で
は

「
敗
れ
る
」を
使
い
、「
破
れ
る
」は
使
わ
な
い
。

部
首
が「
こ
こ
ろ
」の
漢
字
を
集
め
よ
う

　

�

二
年「
心
」「
思
」
／
三
年「
急
」「
息
」「
悪
」「
悲
」

「
意
」「
感
」「
想
」
／
四
年「
必
」「
念
」

○
他
の
熟
語�
―
「
応
用
」「
応
え
ん
」「
一
応
」

※�「
反
応
」「
順
応
」は「
お
う
」と
読
ま
ず「
の
う
」と

読
む
。「han�ou

」→「hannou

」

○�

部
首「
こ
こ
ろ
」と
仲
間
の
部
首
に「
忄（
り
っ
し

ん
べ
ん
）」が
あ
る
。（「
性
」は
次
頁
に
掲
載
。）

「
忄
」は
心
が
立
っ
て
い
る
の
で「
立り
っ

心し
ん

べ
ん
」と

い
う
。

四
　
桜
　
さ
く
ら

部
首
が「
き
へ
ん
」の
漢
字
を
集
め
よ
う

○「
桜
」を
分
解
す
る
と「
木
」「
ツ
」「
女
」。

○�

木
の
名
前
と
し
て
他
に
、「
梅
」「
松
」が
あ
る
。

○�

他
の
熟
語�

―
「
夜
桜
」（
夜
見
る
桜
の
花
）、「
葉

桜
」（
花
が
散
っ
て
葉
が
出
た
桜
）

○�

同
頁
に
あ
る「
条
」の
部
首
は
下
に
つ
く「
き
」。

五
　
質
　
シ
ツ

部
首
が「
か
い
」「
か
い
へ
ん
」の
漢
字
を
集
め
よ
う

　

一
年「
貝
」
／
二
年「
買
」
／
三
年「
負
」
／

　

四
年「
貨
」「
貯
」「
費
」「
賞
」
／

　

五
年「
貿
」（
次
頁
に
掲
載
。）

八
　
績
　
セ
キ

漢
字
の
一
部
を
使
っ
て「
セ
キ
」と
読
む
漢
字
は
？

　
「
績
」→「
成
績
」「
業
績
」「
実
績
」「
功
績
」

　
「
積
」→「
積
雪
」「
山
積
」「
面
積
」「
体
積
」

　
「
責
」→「
責
任
」「
責
務
」（「
責
」は
未
習
の
漢
字
。）

○
同
じ「
い
と
へ
ん
」で「
絶
」が
同
頁
に
掲
載
。

※「
絶
対
」「
絶
体
絶
命
」

　

以
上
、「
新
し
い
漢
字
を
学
ぼ
う
①
」に
つ
い
て
い

く
つ
か
の
漢
字
を
取
り
上
げ
、
実
践
例
を
示
し
た
。

注
意
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
漢
字
の
意
味
や
部
首
や

熟
語
を
形
式
的
に
教
え
込
む
の
で
は
な
い
。
大
事
な

こ
と
は
部
首
や
既
習
の
漢
字
の
一
部
分
に
分
解
し
た

り
、
既
習
の
漢
字
や
熟
語
を
集
め
た
り
、
他
の
漢
字

と
比
べ
た
り
す
る
活
動
を
入
れ
な
が
ら
、
楽
し
く
学

ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
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二
　
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
を
体
験
す
る

（
一
）授
業
の
組
み
立
て

　

一
時
間
で
、次
の
学
習
活
動
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

○�

友
達
や
自
分
の
座
右
の
銘
、
ま
た
、
名
前
の
中
か

ら
、
調
べ
て
み
た
い
漢
字
を
選
ぶ
。

○�

選
ん
だ
漢
字
の「
形
・
音
・
義
」に
つ
い
て
、
漢
和

辞
典
を
使
っ
て
調
べ
る
。

○�

同
じ
部
首
の
漢
字
や
同
義
・
対
義
の
漢
字
を
調
べ

る
。

○�
選
ん
だ
漢
字
に
関
わ
る
言
葉
や
俳
句
や
短
歌
、
物

語
な
ど
を
調
べ
る
。

○
調
べ
て
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

（
二
）工
夫
し
た
こ
と

○�

漢
字
に
気
を
つ
け
て
読
め
ば
理
解
が
深
ま
る
例
と

し
て
、
四
年
で
学
習
し
た「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」に
お
け

る「
投
」と「
置
」と
に
つ
い
て
資
料
化
し
た
。（
図

１
）

○�

導
入
に
用
い
、
漢
字
の
お
も
し
ろ
さ
や
働
き
に
気

づ
き
、
学
習
に
興
味
が
も
て
る
よ
う
に
し
た
。

○�

資
料
と
同
じ
形
式
で
漢
字
ノ
ー
ト
を
準
備
し
、
学

習
を
進
め
や
す
く
し
た
。

一
　
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
が
目
指
す
こ
と

　

漢
字
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、「
漢
字
の
総
合
的
な
学

習
指
導
」を
見
据
え
て
、
子
ど
も
が
漢
字
の
良
さ
を

意
識
し
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
学
ん
で
い
く
姿

勢
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
一
文
字
に「
形
・

音
・
義
」が
込
め
ら
れ
た
漢
字
の
良
さ
を
理
解
す
る

こ
と
が
、
漢
字
学
習
へ
の
意
欲
を
支
え
て
い
く
。

　

漢
字
学
習
へ
の
意
欲
や
興
味
の
も
た
せ
方
、ま
た
、

具
体
的
な
学
習
方
法
と
し
て
の「
漢
字
の
総
合
的
な

学
習
」の
あ
り
方
を
探
り
、
卒
業
を
前
に
座
右
の
銘

を
書
い
た
六
年
生
を
対
象
に
、
一
時
間
の
授
業
を
試

み
る
こ
と
に
し
た
。

　

互
い
の
座
右
の
銘
を
読
み
、
興
味
を
も
っ
た
漢
字

の「
形
・
音
・
義
」を
調
べ
て
み
る
。
そ
の
う
え
で
座

右
の
銘
を
読
み
返
す
と
、
意
味
が
深
く
読
み
取
れ
る

こ
と
を
知
る
。
さ
ら
に
、
漢
字
一
字
か
ら「
漢
字
の

総
合
的
な
学
習
」を
発
展
さ
せ
て
、
漢
字
の
お
も
し

ろ
さ
や
良
さ
を
実
感
す
る
。『
わ
た
し
た
ち
の
漢
和
辞

典
』を
作
ろ
う
と
働
き
か
け
て
、
授
業
を
試
み
た
。

（
三
）授
業
前
に

○�

限
ら
れ
た
時
間
な
の
で
、
事
前
に
、
座
右
の
銘
の

一
覧
表
と
漢
字
ノ
ー
ト
と
を
配
布
し
、
調
べ
た
い

漢
字
を
選
び
、
ノ
ー
ト
に
記
入
し
て
お
く
よ
う
指

示
し
て
お
い
た
。

「
漢
字
の
総
合
的
な
学
習
指
導
」の
試
み

�

～
『
わ
た
し
た
ち
の
漢
和
辞
典
』を
作
ろ
う

漢字の学習
アイデア
③

図１　漢字資料「置」
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味
の
理
解
は
し
に
く
い
。
分
解
で
き
る
漢
字
は
、
部

首
や
そ
の
他
の
部
分
も
で
き
る
だ
け
分
け
て
、
次
々

に
調
べ
る
よ
う
に
助
言
し
た
。
漢
和
辞
典
に
慣
れ
て

い
な
い
子
ど
も
も
い
る
。
総
画
索
引
や
音
訓
索
引
な

ど
、
調
べ
方
を
助
言
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
の
漢
和

辞
典
だ
け
で
調
べ
き
れ
な
い
漢
字
も
あ
る
の
で
、
指

導
者
側
で
準
備
し
た
資
料
を
個
別
に
渡
す
よ
う
に
も

し
た
。

　

実
際
の
授
業
で
は
、
漢
字
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る

途
中
で
時
間
が
き
た
が
、
ど
の
子
ど
も
も
漢
字
の
形

が
意
味
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
お
も
し
ろ
さ
を
理
解

し
、
漢
字
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
て
い
く
熱
心
な
様
子
が

見
ら
れ
た
。
字
形
・
読
み
方
・
筆
順
・
分
解
・
成
り

立
ち
・
意
味
・
言
葉
・
同
じ
部
首
の
漢
字
と
い
う
項

目
を
漢
字
ノ
ー
ト
の
内
容
に
し
た
こ
と
が
、
効
果
的

で
あ
っ
た
。

　

漢
字
を
調
べ
て
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
書

く
活
動
に
つ
い
て
は
、
授
業
後
の
個
別
の
指
導
に

な
っ
た
。
文
章
を
例
示
す
る
。

〈
漢
字
に
あ
ら
た
め
て
興
味
を
も
っ
た
こ
と
〉

　

歩
と
い
う
字
は
、
止
と
少
で
構
成
さ
れ
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
足
あ
と
の
形
を
し
た
も

の
だ
と
知
っ
て
意
外
だ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
い
ろ

ん
な
漢
字
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
正
と
い
う
字
は
、

足
が
目
標
の
所
を
目
指
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
こ

と
を
表
し
た
字
で
す
。

三
　「
漢
字
ノ
ー
ト
」が
で
き
た

　

子
ど
も
た
ち
は
次
の
よ
う
な
漢
字
を
選
ん
だ
。

　

夢
＝
九
名
／
笑
＝
三
名
／
輝
＝
三
名
／
楽
＝
三
名

／
友
＝
三
名
／
絆
＝
二
名
／
歩
＝
二
名
／
以
下
各
一

名
ず
つ 

命
・
宝
・
善
な
ど
＝
三
十
名

　
「
夢
」「
笑
」「
輝
」「
楽
」と
い
っ
た
明
る
さ
を
感

じ
る
漢
字
や「
友
」「
絆
」と
い
っ
た
人
と
の
関
わ
り

を
表
す
漢
字
を
選
ん
で
い
る
子
ど
も
が
多
い
。ま
た
、

自
分
の
名
前
か
ら
選
ん
だ
子
ど
も
も
多
か
っ
た
。

　

漢
和
辞
典
で
漢
字
の
成
り
立
ち
を
調
べ
る
際
、
例

え
ば「
笑
」と
い
う
漢
字
は「
竹
」と「
夭
」と
に
分
解

し
て
、
さ
ら
に
た
ど
り
な
が
ら
調
べ
な
け
れ
ば
、
意

〈
卒
業
を
目
前
に
控
え
て
考
え
た
こ
と
〉

　
「
絆
」と
い
う
字
の「
糸
」は
も
と
も
と
細
い
き

ぬ
い
と
が
か
ら
み
あ
っ
た
字
で
あ
っ
て
、
友
だ
ち

と
の
絆
、
親
子
の
絆
な
ど
は
、
人
と
人
と
の
関
係

が
ま
る
で
糸
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
み
た
い
に
、

決
し
て
外
れ
る
こ
と
の
な
い
深
い
関
係
を
表
し
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
ぼ
く
は
、友
達
と
の
絆
を
大
切
に
し
、

大
人
に
な
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
発
想
を
広
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
ね
ら
っ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
学
習

し
た
教
材
や
他
教
科
の
内
容
に
ま
で
連
想
を
働
か
せ

て
書
く
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
に
迫
る
た
め
に
、
学
習

へ
の
慣
れ
や
時
間
の
ゆ
と
り
が
必
要
で
あ
る
と
感
じ

た
。

四
　『
わ
た
し
た
ち
の
漢
和
辞
典
』の
完
成

　

完
成
し
た
漢
字
ノ
ー
ト
を
プ
リ
ン
ト
し
て「
わ
た

し
た
ち
の
漢
和
辞
典
」と
表
紙
を
つ
け
て
綴
じ
、
子

ど
も
た
ち
に
配
布
し
た
。

　

部
首
索
引
を
巻
頭
に
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、互
い
に
、

調
べ
た
漢
字
や
そ
の
成
り
立
ち
を
読
み
合
っ
て
声
を

か
け
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

　

楽
し
い
漢
字
の
学
び
合
い
を
ど
の
子
ど
も
も
体
験

で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

図２　児童の漢字ノート「笑」
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