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た「
漢
字
ド
リ
ル
」の
使
い
方
を
教
え
る
。

●
子
ど
も
が
提
出
し
た「
漢
字
ド
リ
ル
」を
キ
ッ

チ
リ
点
検（
評
価
）す
る
。

　

こ
う
し
て
、【
漢
字
習
得
】に
向
け
た
取
り
組
み

（
シ
ス
テ
ム
）の
１
つ
と
し
て「
漢
字
ド
リ
ル
」を

使
っ
た
学
習
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
と
は
言
え
、
授

業
中
に「
漢
字
ド
リ
ル
」は
さ
せ
な
い
。
子
ど
も

た
ち
は
個
々
に
、
帰
宅
後
の
時
間
含
め
た
授
業
外

で「
漢
字
ド
リ
ル
」を
使
っ
た
学
習
を
行
っ
て
い
く
。

　

そ
の
結
果
、
抜
き
打
ち
テ
ス
ト
で〝
高
得
点
〟を

取
る
子
が
増
え
る（
学
級
平
均
90
点
超
え
は
当
た

り
前
）の
だ
が
、も
っ
と
重
要
な〝
効
果
〟が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の「
姿
」

で
あ
る
。

●
始
業
前
や
休
み
時
間
や
給
食
の
配
膳
の
時
間

と
い
っ
た〝
隙
間
の
時
間
〟に
間
違
い
を
直
し
、

「
先
生
、
直
し
ま
し
た
。
見
て
下
さ
い
！
」と
漢

字
ド
リ
ル
を
持
っ
て
く
る
。

●「
帰
り
の
会
」の
後
、「
こ
の
後
、
漢
字
ド
リ
ル
直

し
を
し
て
も
い
い
で
す
か
？
」と
聞
き
に
来
る
。

　

教
師
が「
や
れ
！
」と
言
わ
ず
と
も
、
子
ど
も

た
ち
が
喜
々
（
鬼
気
?!
） 

と
し
て【
漢
字
習
得
】に

向
け
た
学
習
を
自
ら
行
う
よ
う
に
な
る
。

　

そ
し
て
こ
の「
や
る
気
」は
、【
漢
字
習
得
】

以
外
の
活
動
に
波
及
し
て
い
く
。（
本
誌
№
25
、

２
０
１
６
年
春
号
）

　
　
　
　
　
　

➡　

 

➡　

 

➡ 

　
【
漢
字
習
得
】に
向
け
た
取
り
組
み（
シ
ス
テ

ム
）の
１
つ
と
し
て「
漢
字
ド
リ
ル
」を
使
っ
た
学

１　

漢
字
習
得
力

　

突
然「
た
か
い
や
ま
、
と
書
い
て
」
と
言
わ
れ

た
ら
、
あ
な
た
は「
高
い
山
」と
書
く
は
ず
だ
。

　
「
高
い
」を「
た
か
い
」・「
山
」を「
や
ま
」と
読

む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
漢
字
で
書
け
る
。

さ
ら
に
、
漢
字
の
意
味
が
分
か
る
か
ら「
鷹
」で

は
な
く「
高
」と
書
い
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
つ
で
も
正
し
く「
読
み
・
書

き
・
使
え
る
」状
態
が
、
漢
字
習
得
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
漢
字
習
得
の
到
達
を
観
る
に
は
、
突

然
と
抜
き
打
ち
で「
漢
字
テ
ス
ト
」を
す
れ
ば
い

い
。
こ
れ
だ
け
で
、
個
々
の
子
と
学
級
の
到
達
が

ハ
ッ
キ
リ
す
る
。

　

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
教
師
が
い
る
。

　
「
来
週
、
〇
〇（
教
材
文
）の
漢
字
テ
ス
ト
を
す

る
か
ら
練
習
し
て
お
く
と
い
い
よ
」と
予
告
す

る
。
も
っ
と
酷
い
の
に
な
る
と
、「
近
い
う
ち
に

漢
字
テ
ス
ト
す
る
か
ら
、
や
る
気
の
あ
る
人
は
家

で
練
習
し
な
さ
い
」と
言
っ
て
、
実
際
の
テ
ス
ト

を
印
刷
し
た
紙
を
持
っ
て
行
か
せ
る
。

　

こ
う
し
て
出
題
範
囲（
問
題
）が
事
前
に
示
さ

れ
て
い
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
練
習
で
き
る
。〝
い

い
点
〟が
取
れ
て
当
た
り
前
で
あ
る
。

　

な
の
に
な
ぜ
、
こ
ん
な
予
告
を
す
る
の
か
。

　

そ
の
時
・
そ
の
テ
ス
ト
の
点
さ
え
よ
け
れ
ば
Ｏ

Ｋ
、
と
そ
の
教
師
が
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。

　

子
ど
も
た
ち
に
確
固
た
る
漢
字
習
得
力
を
育
て

る
事
に
正
対
し
て
い
な
い
教
師
の「
姿
」で
あ
る
。

２　
「
や
る
気
」に
さ
せ
る

　

抜
き
打
ち
の「
漢
字
テ
ス
ト
」で〝
い
い
点
〟を

取
る
に
は
、
予
告
さ
れ
て
か
ら
出
題
範
囲
の
漢
字

練
習
す
る
子
・
学
級
で
は
不
可
能
だ
。

　

子
ど
も
が
自
ら
日
常
的
に
漢
字
学
習
を
行
っ

て
い
な
け
れ
ば
、
無
理
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
自
ら
日
常
的
に
漢
字
学

習
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
前
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
　
　
　
　
　

⬅　

 

⬅　

 

⬅ 

　
「
や
る
気
」

●
授
業
で
１
時
間
、
実
際
に
さ
せ
な
が
ら
前
述
し

1 漢字習得がなぜ必要か
①総論～理論編

子
ど
も
た
ち
が「
や
る
気
」に
な
る

「
漢
字
学
習
」方
法
は
存
在
す
る
！ 

深
澤  

久 

● 

教
育
サ
ー
ク
ル「
深
澤
道
場
」主
宰

　
　
　
　
　
　

  

（
元
・
群
馬
県
公
立
小
学
校
教
師
）
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習
の
方
法
の
詳
細
は
、
紙
幅
上
こ
こ
に
は
書
け
な

い
。（
本
誌
№
25
・
№
26
を
ご
一
読
く
だ
さ
い
）

 　

こ
の
学
習
方
法
を
追
実
践
し
た
教
育
サ
ー
ク

ル「
深
澤
道
場
」メ
ン
バ
ー
は
、
書
い
て
い
る
。

■
彼
に
と
っ
て
、
従
来
の
漢
字
学
習
は「
や
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
」だ
っ
た
。
今
回
の
方
法
で
は

「
や
り
た
い
こ
と
」に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
が
彼

の
や
る
気
に
な
っ
た
。（
本
誌
№
25
、
11
ペ
ー
ジ
）

３　
「
漢
字
ノ
ー
ト
」を
使
う

　
【
漢
字
習
得
】に
向
け
た
取
り
組
み（
シ
ス
テ
ム
）

の
１
つ
、
と
書
い
た
よ
う
に
、「
漢
字
ド
リ
ル
」を

使
っ
た
学
習
だ
け
で
は
な
い
。

　

漢
字
ド
リ
ル
の〝
守
備
範
囲
〟は
、
新
出
漢
字
で

あ
る
。
前
述
し
た
方
法
は
新
出
漢
字
の
習
得
に
は

抜
群
の
効
力
を
発
揮
す
る
。
が
、
前
年
度
ま
で
の

既
習
漢
字
習
得
に
は
、
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
が
皆
、
既
習
漢
字
を

キ
チ
ッ
と
習
得
し
て
い
る
の
な
ら
こ
の
方
法
だ
け

で
い
い
の
だ
が
、
そ
ん
な
学
級
と
出
会
っ
た
こ
と

は
な
い
。

　

多
か
れ
少
な
か
れ
前
年
度
ま
で
の
既
習
漢
字
を

正
し
く「
読
み
・
書
き
」で
き
な
い
子
は
い
る
、
と

考
え
た
方
が
い
い
。

　

漢
字
ド
リ
ル
を
活
用
す
る
だ
け
で
は〝
漢
字
習

得
Ｏ
Ｋ
〟と
は
な
ら
な
い
。

　

既
習
漢
字
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
方
法
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
私
が
考
え
出
し
た
方
法
は
、

①
教
科
書
を
開
く
。
見
開
き
２
ペ
ー
ジ
。

②
自
分
が「
正
し
く
書
け
る
か
怪
し
い
」と
思

う
語
句
を
全
て
、鉛
筆
で
薄
く
丸
で
囲
む
。

③
そ
の
語
句
の
読
み（
ふ
り
が
な
＋
送
り
仮

名
）だ
け
を
ノ
ー
ト
に
書
く（
左
写
真
参

照
） 。

④
教
科
書
を
閉
じ
、ノ
ー
ト
に
漢
字
で
書
く
。

⑤
書
き
終
え
た
ら
教
科
書
を
開
き
、
教
科
書

の
漢
字
と
自
分
の
書
い
た
漢
字
の「
違
い
」

を
見
付
け
る
。

⑥「
違
い
」の
あ
っ
た
漢
字
を
、
ノ
ー
ト
に
正

し
く
書
く
。
※
こ
の「
ノ
ー
ト
に
正
し
く

書
く
」や
り
方
が
大
切
な
の
だ
…
…
。

⑦
次
の
日
、
漢
字
ノ
ー
ト
を
提
出
す
る
。
※
教

師
が
キ
チ
ッ
と〝
目
を
通
す
〟の
は
当
然
。

　

か
な
り〝
め
ん
ど
く
さ
い
〟作
業
だ
。

　

だ
か
ら
こ
そ
重
要
な
の
は
、「
使
い
方
」だ
。

　

い
つ
か
ら
・
ど
の
よ
う
に
使
う
か
。

　

話
を
少
し
変
え
る
。

　
「
方
法
・
手
法
・
技
術
」は
、
言
わ
ば
１
つ
の〝
道

具
〟に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん〝
道
具
〟の
善
し
悪

し
は
重
要
だ
が
、
そ
の「
使
い
方
」次
第
で
結
果
が

大
き
く
異
な
る
。

　
「
方
法
・
手
法
・
技
術
」そ
の
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の「
使
い
方
」に
教
師
は
も
っ
と
関
心
を
持

つ
べ
き
だ
。

　

話
を
戻
す
。
私
の「
使
い
方
」は
…
…
。

●
新
年
度
ス
タ
ー
ト
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
連
休
前
に
、
授
業
の
中
で

実
際
に
や
ら
せ
な
が
ら
、
こ
の
学
習
方
法
を
全

員
に
教
え
る
。

●
こ
の
方
法
で
の
漢
字
学
習
は「
宿
題
」に
は
せ

ず
、「
や
る
気
の
あ
る
人
は
や
る
と
い
い
よ
」と

軽
く
言
っ
て
お
く
。

●
５
月
初
旬
の
連
休
明
け
に
、
授
業
で
扱
っ
た

（
扱
っ
て
い
る
）教
材
文
の
中
か
ら
、
前
年
度
ま

で
の
既
習
漢
字
だ
け
を
出
題
し
た「
自
作
漢
字

テ
ス
ト
」（
20
題
程
度
）を
、
抜
き
打
ち
で
突
然

と
行
う
。

●
そ
の
結
果
の
事
実
は
強
い
。
連
休
中
も
漢
字
ド

リ
ル
だ
け
を
や
っ
て
い
た
子
た
ち
は
、
自
分
の

到
達
を
知
り「
今
ま
で
の
ま
ま
で
は
ダ
メ
だ
」

と
実
感
す
る
。
こ
れ
を
機
に
、
こ
の
方
法
で
学

習
し
漢
字
ノ
ー
ト
を
提
出
す
る
子
が
増
え
る
。

　

こ
の
後
ど
う
し
て
い
く
か
？ 

　

紙
幅
が
尽
き
た
。
自
分
の
頭
で
考
え
・
実
践
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
で
こ
そ
、
教
師
だ
。

子どもが夢中になる 漢字完全習得指導法第
１
特
集




