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一
　
は
じ
め
に

　

現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）
に
よ
る

と
、「
漢
字
指
導
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。（
第
一
学
年
の
み
）

ア�　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
第
２
章
第
１
節
国
語
の

学
年
別
漢
字
配
当
表（
以
下「
学
年
別
漢
字
配
当
表
」

と
い
う
。）
に
示
さ
れ
て
い
る
漢
字
に
加
え
、
そ
の

他
の
常
用
漢
字
の
う
ち
二
五
〇
字
程
度
か
ら
三
〇
〇

字
程
度
ま
で
の
漢
字
を
読
む
こ
と
。

イ�　

学
年
別
漢
字
配
当
表
の
漢
字
の
う
ち
九
〇
〇
字

程
度
の
漢
字
を
書
き
、文
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
。

　

こ
の
文
言
は
、
と
も
す
れ
ば
、
漢
字
が
「
読
め
て

書
け
れ
ば
い
い
」
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
。

　
「
漢
字
を
読
む
」
と
は
、
漢
字
の
意
味
が
わ
か
る

と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
文

や
文
章
の
中
で
使
わ
」
な
け
れ
ば
、「
漢
字
を
書
く
」

こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ニ
　
漢
字
指
導
の
あ
り
方

　
「
漢
字
指
導
」
は
「
語
彙
指
導
」
と
リ
ン
ク
さ
せ

て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
言
葉
を
ど
れ
だ
け

知
っ
て
い
る
か
、語
彙
を
ど
れ
だ
け
増
や
せ
る
か
が
、

重
要
な
問
題
と
な
る
。

　

次
に
、「
漢
字
が
書
け
る
」と
い
う
目
標
に
向
か
っ

て
は
、
生
徒
に
次
の
三
つ
の
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

ア�　

そ
の
漢
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
わ
か
る
。

ウ　

そ
の
漢
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
イ
と
ウ
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
区
別
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
よ
く
わ
か
っ
て

お
り
、
漢
字
で
も
書
け
る
。

②�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
よ
く
わ
か
っ
て
い

る
が
、
漢
字
で
書
け
な
い
。

③�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
あ
い
ま
い
（
知
ら

な
い
）
で
あ
る
が
、
漢
字
で
書
け
る
。

④�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
あ
い
ま
い
（
知
ら

な
い
）
で
あ
り
、
漢
字
で
書
け
な
い
。

　

た
と
え
ば
、「
学
習
」
と
い
う
漢
字
を
は
じ
め
て

見
た
と
き
、「
学
習
」と
い
う
漢
字
は
知
ら
な
く
て
も
、

す
で
に
「
が
く
し
ゅ
う
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
て

い
れ
ば
、
そ
れ
を
漢
字
で
書
く
こ
と
は
、
比
較
的
容

易
で
あ
る
。
し
か
し
、「
が
く
し
ゅ
う
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
い
き

な
り
そ
れ
を
漢
字
で
書
け
と
言
わ
れ
て
も
困
難
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
は
、「
が
く
し
ゅ
う
」
と
は
、
ど
ん
な

意
味
で
、
ど
の
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
分
で
自
分
の
「
語
彙

力
」
を
意
識
し
、
知
る
こ
と
が
、
漢
字
を
学
習
す
る

「
字
義
」に
着
目
し
た
漢
字
指
導
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会
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・�「
青
」
→
「
清
」、「
精
」、「
請
」
の
よ
う
に
似

た
漢
字
を
考
え
て
思
い
つ
い
た
。

　

こ
の
二
点
は
、
多
く
の
漢
字
を
習
得
す
る
上
で
、

た
い
へ
ん
重
要
な
観
点
で
あ
る
。

　

指
導
者
は
、
生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
と
か
か

わ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
漢
字
の
特
徴
を
説
明
す
る
。

　

・「
表
意
文
字
」
に
つ
い
て

　

・「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
に
つ
い
て

　

・「
形
声
文
字
」
に
つ
い
て

そ
し
て
「
漢
字
の
学
習
」
に
つ
い
て
は
、

　

・�

字
を
覚
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
表
意
文
字
」

と
し
て
意
味
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

・
漢
語
（
熟
語
）
と
し
て
、覚
え
て
い
く
と
よ
い
。

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

四
　「
字
義
」を
意
識
さ
せ
る

　

現
在
、
授
業
の
は
じ
め
の
五
分
間
程
度
を
使
っ
て

次
の
よ
う
な
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

①�　

指
導
者
が
漢
字
一
字
を
板
書
す
る
。

②�　

生
徒
は
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
二
字
熟
語
を
で
き

る
だ
け
考
え
、
ノ
ー
ト
に
書
く
。

③�　

考
え
た
熟
語
を
生
徒
が
発
表
す
る
。

④�　

指
導
者
は
、
発
表
さ
れ
た
熟
語
を
板
書
す
る
。

⑤�　

指
導
者
が
、「
白
」
の
意
味
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
。

上
で
決
定
的
に
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
漢
字
指
導
」で
考
え
る
べ
き
こ
と
に「
音
」

と
「
訓
」
の
問
題
が
あ
る
。
常
に
「
音
」
と
「
訓
」

を
セ
ッ
ト
に
し
て
学
習
す
る
こ
と
を
も
っ
と
意
識
さ

せ
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま
た
、「
訓
」
と
は
、
読
み

方
な
の
で
は
な
く
「
意
味
」
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に

理
解
さ
せ
た
い
。

三
　
漢
字
の
学
習
を「
授
業
開
き
」で

　

四
月
当
初
、
授
業
開
き
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な

授
業
を
行
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

①�　
「
セ
イ
」
と
読
む
漢
字
一
字
を
で
き
る
だ
け
考
え

て
ノ
ー
ト
に
書
き
な
さ
い
。

②�　

考
え
た
漢
字
を
生
徒
が
発
表
す
る
。

③�　

そ
れ
ら
の
漢
字
を
ど
の
よ
う
に
し
て
思
い
つ
き
ま

し
た
か
。

　
「
セ
イ
」
と
読
む
漢
字
は
、
常
用
漢
字
だ
け
で
も

三
十
字
以
上
あ
る
。
生
徒
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の

漢
字
を
出
さ
せ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
に
意
識
さ

せ
た
い
の
は
、
漢
字
の
数
だ
け
で
は
な
く
、
③
の
活

動
に
あ
る
。

　

③
に
つ
い
て
、
生
徒
か
ら
は
大
き
く
次
の
二
点
が

出
さ
れ
る
。

　

・�

セ
イ
シ
ュ
ン
＝
青
春
→
「
青
」
の
よ
う
に
熟
語

を
考
え
て
思
い
つ
い
た
。

　

た
と
え
ば
、「
白
」
と
い
う
漢
字
を
板
書
す
る
。

　

生
徒
か
ら
は
、「
白
色
」「
白
紙
」「
白
状
」「
白
昼
」

「
空
白
」「
純
白
」「
告
白
」「
明
白
」
な
ど
の
熟
語
が

出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
白
」
と
い
う
漢
字
の
「
訓
」
は
、「
し
ろ
、
し
ろ

い
」
で
あ
る
が
、「
白
」
に
は
、
そ
の
他
に
も
「
何

も
な
い
」、「
明
る
い
」、「
言
う
」
な
ど
の
意
味
が
あ

る
。
指
導
者
は
出
さ
れ
た
熟
語
を
「
白
」
が
ど
ん
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
整
理
し
、
解

説
す
る
の
で
あ
る
。

　

生
徒
に
考
え
さ
せ
る
漢
字
は
、
で
き
る
だ
け
平
易

で
、
い
く
つ
も
の
意
味
を
も
つ
も
の
が
よ
い
。

五
　
お
わ
り
に

　

漢
字
指
導
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
ま
だ
ま

だ
試
行
錯
誤
の
状
態
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
例
に
挙
げ
た
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、

難
漢
字
を
丸
暗
記
す
る
よ
り
も
、
日
常
的
に
よ
く
使

わ
れ
る
漢
字
に
は
い
く
つ
も
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
り
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
知
っ
た
り

す
る
こ
と
の
方
が
大
切
な
学
習
で
あ
る
こ
と
を
生
徒

に
実
感
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

や
ま
か
わ
　
こ
う
し 

授
業
で
は
生
徒
と
の
「
学
習
観
」
の
違

い
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
ま
す
。
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、

ど
ん
な
言
語
活
動
を
仕
組
む
の
か
考
慮
中
で
す
。
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