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認
を
し
、
空
書
き
を
行
っ
た
後
に
、
実
際
に
『
ま
ん

て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
に
書
い
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
際
、
な
ぞ
り
書
き
二
文
字
と
自
分
で
書
く
一

文
字
の
計
三
文
字
で
、
教
師
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
間
違
え
て
覚
え
た
ま
ま
、
何
度

も
練
習
を
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で

す
。
ま
た
、
五
文
字
を
続
け
て
書
く
と
、
ど
う
し
て

も
だ
ん
だ
ん
と
字
が
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
見

ら
れ
た
た
め
で
す
。

　

三
文
字
＋
二
文
字
に
し
た
こ
と
で
、
一
文
字
一
文

字
を
丁
寧
に
書
け
る
よ
う
に
な
り
、
残
り
の
二
文
字

に
も
集
中
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。

　１
．
は
じ
め
に

　

四
年
生
で
学
習
す
る
漢
字
は
、全
部
で
二
〇
〇
字
。

中
学
年
は
、
他
の
学
年
と
比
べ
て
、
学
習
す
る
漢
字

が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。
そ
の
二
〇
〇
字
を
、
い

か
に
楽
し
く
効
率
よ
く
学
習
し
、
そ
し
て
定
着
を
図

れ
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

国
語
科
の
学
習
で
は
、
漢
字
学
習
が
必
須
で
あ
り

な
が
ら
、
学
習
時
間
は
充
分
に
確
保
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
単
元
の
初
め
に
新
出
漢
字
を
学
習
し
た
後
の
、

定
着
の
た
め
の
繰
り
返
し
練
習
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教

師
の
や
り
方
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
は
、た
く
さ
ん
書
く
こ
と
、

そ
し
て
た
く
さ
ん
使
う
こ
と
が
大
切
で
す
。　

　

し
か
し
、
た
だ
繰
り
返
し
新
出
漢
字
を
書
く
だ
け

で
は
、
漢
字
は
覚
え
ら
れ
て
も
、
活
用
す
る
ま
で
は

い
か
ず
、
な
に
よ
り
「
つ
ま
ら
な
い
」
学
習
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

基
本
の
漢
字
学
習
＝
ド
リ
ル
学
習
を
起
点
と
し

て
、
よ
り
多
く
の
効
果
が
得
ら
れ
、
定
着
が
実
感
で

き
る
方
法
は
な
い
か
と
模
索
し
な
が
ら
、
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

２
．『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
の
活
用
例

　

こ
の
ド
リ
ル
は
、
ぱ
っ
と
開
い
た
と
き
に
、
右
側

と
左
側
の
ペ
ー
ジ
の
使
い
方
が
見
た
だ
け
で
わ
か

り
、
と
て
も
使
い
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
右
側
が

新
出
漢
字
に
つ
き
五
回
練
習
す
る
た
め
の
ペ
ー
ジ
、

左
側
は
新
出
漢
字
を
活
用
す
る
た
め
の
ペ
ー
ジ
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
ペ
ー
ジ
の
役
割
が
明
確
に
分
か
れ
て

い
る
こ
と
を
生
か
し
、
こ
の
ド
リ
ル
を
使
っ
て
、
何

度
も
練
習
す
る
方
法
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

 
①
『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
に
丁
寧
に
書
き
込
む

　

ま
ず
は
、新
出
漢
字
の
練
習
で
す
。
四
年
生
で
も
、

書
き
順
が
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
こ
と

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
黒
板
で
お
手
本
を
示
し
な

が
ら
、
書
き
順
の
確
認
を
し
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
と

め
や
は
ね
、
は
ら
い
な
ど
の
間
違
い
や
す
い
箇
所
に

つ
い
て
も
説
明
し
、
ド
リ
ル
に
赤
で
注
意
を
書
き
込

み
ま
す
。漢
字
が
大
き
く
上
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

注
意
す
る
場
所
を
赤
色
で
ぬ
っ
た
り
、
注
意
点
を
書

き
込
ん
だ
り
す
る
の
に
向
い
て
い
ま
す
。
熟
語
の
確

『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』を
活
用
し
て
、

語
彙
力
と
書
く
力
を
伸
ば
そ
う
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３
．『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
を
も
と
に
し
た

　
　

宿
題
の
活
用
例

 　

基
本
的
に
は
、
三
年
生
で
学
習
し
た
国
語
辞
典
、

四
年
生
の
漢
字
辞
典
の
活
用
を
狙
っ
た
宿
題
で
す

が
、『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
を
利
用
す
る
と
、

宿
題
が
早
く
進
む
こ
と
を
、
子
ど
も
の
側
か
ら
発
見

し
ま
し
た
。自
作
の
宿
題
プ
リ
ン
ト
は
二
種
類
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
プ
リ
ン
ト
で
、自
分
で
書
き
込
ん
だ『
ま

ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
を
活
用
で
き
ま
す
。

①
音
訓
読
み
・
意
味
を
調
べ
る
際
に
活
用

　

一
枚
目
の
自
作
プ
リ
ン
ト
で
は
、「
漢
字
辞
典
を

活
用
す
る
こ
と
」、「
漢
字
の
意
味
を
知
る
こ
と
」、「
熟

語
を
知
る
こ
と
」を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
特
に「
漢

②
何
度
も
学
習
す
る　

　
『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
の
左
側
の
ペ
ー
ジ
は
、

二
回
に
分
け
て
学
習
し
て
い
き
ま
す
。ス
テ
ッ
プ
１・

２
が
熟
語
の
練
習
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
そ

の
部
分
で
、
熟
語
と
し
て
の
活
用
の
定
着
を
図
り
ま

す
。
そ
の
後
、
ス
テ
ッ
プ
３
で
、
文
中
で
の
活
用
・

他
の
熟
語
の
学
習
を
行
い
ま
す
。

　

分
け
て
学
習
す
る
こ
と
は
、
教
師
に
も
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
教
師
は
、

チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
範
囲
が
少
な
い
た
め
、
短
い
時
間

に
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
日
の
う
ち
に
す
ぐ

に
返
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

間
違
い
に
早
く
気
づ
く
こ
と
が
で
き
、
休
み
時
間
な

ど
に
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、毎
日
の
よ
う
に
『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』

の
や
り
取
り
を
行
い
、
こ
ま
め
に
添
削
を
行
う
こ
と

で
、
全
員
が
同
じ
学
習
の
進
め
方
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
子
ど
も
に
よ
っ
て
、「
〇
ペ
ー
ジ
が
終
わ

っ
て
い
な
い
」
と
い
う
進
度
の
違
い
が
あ
っ
た
り
、

教
師
が
添
削
を
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
子
ど

も
に
学
習
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
で
き
て
い
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。
全
員
が
同
じ
よ
う
に
学
習
で
き
て

い
る
こ
と
、
す
ぐ
に
学
習
の
成
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
で
き
て
い
る
こ
と
は
、子
ど
も
の
た
め
で
も
あ
り
、

教
師
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
学
校
の
学
習
時
間
の

中
で
、
三
～
四
回
に
分
け
て
同
じ
漢
字
の
学
習
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
や
は
り
、
時
間
を
と
っ
て
漢
字

を
書
く
回
数
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
字
の
定
着

が
図
れ
る
の
で
す
。

字
の
意
味
を
知
る
こ
と
」
は
、
同
じ
読
み
方
の
漢
字

で
、
誤
っ
た
使
い
方
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
た

め
、
漢
字
そ
の
も
の
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、

誤
っ
た
使
い
方
を
減
ら
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
、

こ
の
項
目
を
入
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
プ
リ
ン
ト
を
宿
題
と
し
て
行
う
場
合
、『
ま

ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
に
は
、
音
訓
読
み
・
意
味
・

熟
語
が
全
て
載
っ
て
い
る
た
め
に
、
利
用
す
る
子
ど

も
が
多
く
い
ま
す
。

②
熟
語
を
調
べ
る
・
お
話
づ
く
り
で
活
用

　

さ
ら
に
漢
字
の
活
用
を
図
る
た
め
に
、
二
枚
目
の

熟
語
・
お
話
づ
く
り
の
自
作
プ
リ
ン
ト
を
使
用
し
ま

す
。
こ
の
プ
リ
ン
ト
で
は
、
右
側
に
新
出
漢
字
を
使

っ
た
熟
語
を
書
き
、
左
側
に
は
右
の
漢
字
五
つ
を
入

れ
た
お
話
を
書
き
ま
す
。

　

右
側
の
熟
語
を
ま
と
め
る
部
分
に
取
り
組
む
際

に
、『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

▲『まんてんスキル漢字』・左側ページ

▲自作プリント（１枚目）。新出漢字を学習した後に、音
訓読み・意味・熟語について漢字辞典で調べて、まとめる。

日々の授業で使う教材や教具。
隣のクラスや隣の学校のあの先生は、一体どんな使い方をしているのでしょうか？
このコーナーでは、気になる教材活用術を紹介します。
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５
．
お
わ
り
に

　

漢
字
に
苦
手
意
識
を
も
つ
子
ど
も
も
い
ま
す
。
漢

字
学
習
は
、繰
り
返
し
が
大
切
な
こ
と
は
確
か
で
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
飽
き
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
漢
字
学
習
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
も
た
せ
、
単
な
る
「
繰
り
返
し
」
に
見
え
な
い
工

夫
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

み
ん
な
と
同
じ
ペ
ー
ス
で
ド
リ
ル
学
習
が
進
む
こ

と
に
喜
び
を
感
じ
る
子
、
自
分
の
つ
く
っ
た
お
話
に

も
ら
う
コ
メ
ン
ト
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
子
、
小
テ

ス
ト
で
点
数
が
ア
ッ
プ
し
、
漢
字
学
習
に
よ
り
意
欲

的
に
な
っ
た
子
…
…
。
漢
字
に
興
味
を
も
つ
き
っ
か

け
を
、
教
師
が
た
く
さ
ん
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
、

よ
り
多
く
の
子
ど
も
の
興
味
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
信
じ
て
、
指
導
を
続
け
て
い
ま
す
。

４
．『
た
し
か
め
小
テ
ス
ト
』
で
確
認
・
定
着

　

最
後
に
付
属
の
『
た
し
か
め
小
テ
ス
ト
』
で
定
着

の
確
認
を
し
ま
す
。
事
前
に「
〇
番
、テ
ス
ト
す
る
よ
」

と
声
掛
け
を
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前

日
に
家
で
、
ま
た
は
当
日
の
朝
に
、『
ま
ん
て
ん
ス

キ
ル
漢
字
』
の
最
終
に
あ
る
「
ま
ん
て
ん
チ
ェ
ッ
ク
」

の
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
復
習
を
し
て
い

る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
『
た
し
か
め
小
テ
ス
ト
』
は
、
採
点
し
返
却
後
、

ま
ず
は
間
違
え
た
箇
所
の
直
し
を
し
ま
す
。
そ
し
て

そ
の
後
、
一
〇
〇
点
の
子
ど
も
を
含
め
た
全
員
が
テ

ス
ト
下
部
に
あ
る
「
も
う
一
度
書
き
ま
し
ょ
う
」
に

取
り
組
み
、
再
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
に
よ
っ
て
は
、
国
語
辞
典
・
漢
字
辞
典
を
使

っ
て
、『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
に
は
載
っ
て
い

な
い
熟
語
を
ま
と
め
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

『
ま
ん
て
ん
ス
キ
ル
漢
字
』
や
辞
典
の
ど
ち
ら
か
を

使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
ま
と
め
て
い
ま
す
。

新
出
漢
字
の
練
習
と
は
い
え
、
漢
字
の
み
を
ひ
た
す

ら
書
い
た
り
、
同
じ
熟
語
を
何
度
も
書
い
た
り
す
る

だ
け
で
は
、
活
用
の
幅
は
あ
ま
り
広
が
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
熟
語
を
知
る
こ
と
で
、
使
い
方
を
知
り
、
語

彙
を
増
や
し
て
い
け
る
と
考
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
プ
リ
ン
ト
左
側
の
お
話
づ
く
り
の
部
分

で
、
さ
ら
に
書
く
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
五
つ
の
な
ん
の
接
点
も
な
い
漢
字
を
、

お
話
の
中
で
取
り
入
れ
て
い
く
際
に
、
ヒ
ン
ト
に
な

る
の
が
右
側
の
熟
語
で
す
。
右
側
の
熟
語
を
手
助
け

と
し
、
複
数
の
熟
語
の
中
か
ら
使
い
や
す
そ
う
な
熟

語
を
選
び
、自
分
で
お
話
を
組
み
立
て
て
い
き
ま
す
。

　

や
り
始
め
た
当
初
は
、
一
文
が
新
出
漢
字
一
文
字

で
箇
条
書
き
の
よ
う
な
文
章
に
な
り
、
お
話
の
形
に

な
か
な
か
で
き
ず
、苦
労
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

や
は
り
「
継
続
は
力
な
り
」
で
す
。
回
数
を
重
ね
る

ご
と
に
、
お
話
は
意
味
を
な
し
、
半
年
が
経
つ
こ
ろ

に
は
、
添
削
す
る
教
師
が
笑
っ
た
り
感
心
し
た
り
し

て
し
ま
う
お
話
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
人
ひ
と
り
の
プ
リ
ン
ト
に
コ
メ
ン
ト
を
書
い
た

り
、
学
級
に
紹
介
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど

も
た
ち
の
や
る
気
を
引
き
出
す
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
積
み
重
ね
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち

は
徐
々
に
書
く
力
を
つ
け
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。

▲『まんてんスキル漢字』の『たしかめ小テスト』

▲自作プリント（２枚目）。右側に熟語、左側にお話を書く。




