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5 基調講演…日本語教育における漢字学習の支援方法

本
日
は
い
ろ
い
ろ
な
国
や
地
域
の
方
々
か
ら
、
世
界
の
漢
字
教
育
の
お
話
を
伺

え
る
こ
と
を
私
自
身
も
楽
し
み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
前
座
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
長
年
漢
字
を
教
え
て
き
た
経
験
か
ら
、
日
本
語
教
育
に
お
い
て
漢
字
を
学

習
す
る
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
支
援
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
す
。
漢
字
は
難
し
い
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
じ
つ
は
非
常
に
面
白
い
、

漢
字
が
あ
る
か
ら
日
本
語
を
勉
強
す
る
の
が
好
き
と
い
う
人
た
ち
も
い
ま
す
の

で
、
プ
ラ
ス
の
面
と
マ
イ
ナ
ス

の
面
、
面
白
さ
と
難
し
さ
の
両

面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
今
日
は
時
間
も
限
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
漢
字
の
四
つ
の

情
報
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
が

も
つ
面
白
さ
と
難
し
さ
が
あ
る

こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
最
後
に
漢
字
学
習
の
支

援
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
い

く
つ
か
お
話
し
し
て
、
そ
の
あ

と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

は
じ
め
に
―
学
習
者
に
と
っ
て
漢
字
と
は

こ
の
会
場
に
は
、
日
本
人
ば
か
り
で
な
く
い
ろ
い

ろ
な
国
の
方
が
お
ら
れ
ま
す

が
、
日
本
で
エ
レ
ベ
ー
タ
に

乗
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
に
向

か
っ
て
走
っ
て
く
る
人
が
い
た

ら
、
図
1
の
ど
っ
ち
の
ボ
タ
ン

を
押
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う

か
。
け
っ
こ
う
迷
い
ま
す
ね
。

開
け
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
間

違
っ
た
ほ
う
を
押
し
て
、
閉
め

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
漢
字
表
示
だ
っ
た
ら
ど

う
で
し
ょ
う
か（
図
2
）。
漢
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字
だ
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
漢
字
の
ほ
う
が
間
違
え

な
い
と
い
う
か
、
確
実
に
開
け
て
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
字

を
見
る
こ
と
で
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
非
漢
字
圏
か
ら
き
て

い
る
学
習
者
に
は
、
最
初
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
も
長
く
日
本
語
を
教
え
て
い
て
、
学
習
者
が
疑
問
に
思
う
こ
と
と
し
て
、「
形

を
見
て
意
味
が
わ
か
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
象
形
文
字
と
呼
ば
れ
て
い
る「
山
」
と
か
「
川
」
は
、
形
を
見
れ
ば
意

味
は
な
ん
と
な
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
経
済
の「
経
」
や
「
済
」
を
見
て
意
味

が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。
形
と
意
味
に
結
び
つ
き
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は

け
っ
こ
う
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、「
木
、
気
、
季
、
基
、
記
、
紀
、
期
、
貴
、
帰
、
器
、
機

…
…
、
こ
れ
ら
ぜ
ん
ぶ「
き
」
と
読
む
の
か
」
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
影
山
所
長
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
音
声
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
て
、
あ
と
か
ら
文
字
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
音
声
を

映
す
も
の
が
文
字
だ
と
、
表
音
文
字
を
使
っ
て
い
る
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は

思
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、「
き
」
と
い
う
音
を
表
す
の
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
文

字
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
疑
問
と
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
平
仮
名
も
あ
る
し
片
仮
名
も
あ
る
の
に
、
な
ん
で
ま
た
漢
字
ま
で
学

習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

世
界
の
言
語
の
な
か
で
、
だ
い
た
い
一
つ
の
言
語
は
一
種
類
の
文
字
体
系
を

使
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
平
仮
名
と
片
仮
名
と
漢
字
と
い
う
三
種
類
を
使
う
こ

と
が
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
も
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
初
級
の
こ
ろ
に
習
う
や
さ
し
い
漢
字
ほ
ど
読
み

方
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
音
読

み
と
訓
読
み
が
あ
る
こ
と
は
だ
い
た
い

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
生
」
は
音
読
み

で
も「
せ
い
」「
し
ょ
う
」
と
読
ん
だ
り

し
ま
す
。
訓
読
み
も
、「
生
き
る
」「
生

ま
れ
る
」「
生
え
る
」「
生
ビ
ー
ル
」
と
か

「
生
そ
ば
」
の「
き
」
と
か
、
ど
う
し
て

そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
か（
図
3
）。

「
鬱
」
は
常
用
漢
字
に
な
り
ま
し
た

が
、
こ
ん
な
形
を
ど
う
や
っ
て
覚
え
る

の
か
と
い
う
、
非
常
に
素
朴
な
疑
問
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
で
も
ち
ゃ

ん
と
書
け
る
人
は
そ
う
い
な
い
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
。

そ
も
そ
も
、
常
用
漢
字
は
二
、一
三
六
字
あ
る
と
聞
い
て
、
文
字
な
の
に
な
ぜ
こ

ん
な
に
数
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
も
で
て
き
ま

す
が
、
漢
字
は
表
語
文
字
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
表
し
て
い
る
も
の
な

の
で
、
文
字
と
い
う
よ
り
「
語
」
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
語
彙
の
数
が
二
千
ほ
ど

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
の
言
語
で
も
そ
ん
な
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
初
級
で
千
五
百
語
と
か
二
千
語
く
ら
い
勉
強
す
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言

語
で
も
普
通
で
す
。
文
字
だ
と
思
う
か
ら
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
ば
だ
と
思
え

ば
そ
ん
な
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
仮
名
と
片
仮
名
を
習
っ
た
あ
と
に
出
て
く

る
の
で
、
同
じ
く
ら
い
か
な
あ
と
思
っ
て
、
五
十
字
を
超
え
て
も
ま
だ
続
く
漢
字

学
習
で
一
○
○
字
く
ら
い
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
雲
行
き
が
怪
し
く
な
っ 図3　学習者にとって、漢字とは？

学生、生活、一生、
生きる、生まれる、生える、
生ビール、生そば……
どうしてこんなに？
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て
、
い
つ
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ほ
ん
と
う
に
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ネ
バ
ー
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

漢
字
の
四
つ
の
情
報

学
習
者
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
、
不
安
を
聞
い
て
い
る
と
、
日
本
人
が
漢
字

を
勉
強
す
る
の
と
は
か
な
り
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
漢
字
を
習

う
段
階
で
は
、
読
み
と
意
味
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
と
き
に
使
う
こ
と
ば
な
の
か
、

母
語
で
す
か
ら
も
う
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
小
学
校
一
年
生
か
ら
漢

字
の
学
習
が
は
じ
ま
り
ま
す
か
ら
、
漢
字
の
学
習
は
、
図
4
に
示
す
、
読
み
と
意

味
の
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
ば
に
形
を
の
せ
る
文

字
学
習
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
小
学
校

の
六
年
間
を
か
け
て
教
育
漢
字
千
六
字
を
覚
え

る
の
で
す
。
母
語
の
人
が
そ
ん
な
に
時
間
を
か

け
て
勉
強
す
る
こ
と
を
、
外
国
人
が
一
年
や
二

年
で
勉
強
で
き
る
の
か
。

そ
し
て
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
、
漢
字
の
読

み
と
意
味
の
連
合
と
、
そ
れ
が
文
章
中
で
ど
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
、
ど
ん
な
文
脈
で
、
ど

ん
な
場
面
で
使
わ
れ
る
の
か
も
、
新
し
い
こ
と

で
あ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

済
ん
で
い
な
い
と
、
す
ん
な
り
と
字
形
と
の
連

合
は
進
み
ま
せ
ん
。
字
形
そ
の
も
の
も
難
し
い

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
漢
字
の
読
み
、
意
味
、
字

形
、
用
法
と
い
う
四
つ
の
情
報
の
な
か
で
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
を
組
み
合
わ

せ
て
覚
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
難
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
人
の
子
ど
も
た

ち
も
漢
字
習
得
に
非
常
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
国
語
で
行
わ
れ
て
い
る
漢

字
教
育
を
は
じ
め
の
こ
ろ
は
真
似
し
て
外
国
人
に
教
え
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
や
は
り
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

さ
き
ほ
ど
司
会
の
高
田
先
生
か
ら
、
漢
字
圏
の
中
国
の
人
で
も
、
日
本
と
こ
と

ば
が
違
う
の
で
日
本
の
漢
字
は
難
し
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
じ
つ
は
中
国

の
人
だ
っ
た
ら
漢
字
の
形
を
見
れ
ば
意
味
は
母
語
で
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら

す
ぐ
わ
か
る
わ
け
で
す
。
訓
読
み
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
音

読
み
で
あ
れ
ば
、
あ
る
一
定
の
法
則
で
近
い
発
音
な
ど
多
少
類
推
が
で
き
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
を
日
本
語
と
い
う
言
語
の

な
か
で
、
ど
ん
な
品
詞
で
、
ど
ん
な
場
面

で
、
ど
ん
な
こ
と
ば
と
一
緒
に
使
う
の
か

と
い
う
用
法
に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
わ

か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
特
に
動
詞
や
形
容

詞
の
送
り
仮
名
な
ど
は
、
中
国
に
は
な
い

の
で
、
そ
う
い
っ
た
用
法
に
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
漢
字
に
関
し

て
は
、
意
味
が
わ
か
る
こ
と
と
使
え
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

ま
と
め
ま
す
と（
図
5
）、
表
音
文
字

に
な
れ
て
い
る
人
た
ち
に
、
表
語
文
字
を

ど
う
や
っ
て
理
解
し
て
も
ら
っ
た
ら
よ
い

か
。
平
仮
名
、
片
仮
名
、
漢
字
は
ど
れ
も

図4　漢字の4つの情報

図5　漢字とは？

字　形

読　み 意　味 用　法

・表音文字、表語文字
・ひらがな、カタカナ、漢字の役割
　　→日本語の表記システム
・象形文字、指事文字、会意文字、形声文字
・音読み、訓読み、複数の読み
・部首、音符、構成要素
・対議字、類義字、意味ネットワーク
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必
要
な
も
の
で
、
日
本
語
の
表
記
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
ど
ん
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
も
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

漢
字
と
一
言
に
い
っ
て
も
、
象
形
文
字
で
あ
る
漢
字
と
、
指
事
漢
字
、
会
意
文
字
、

形
声
文
字
で
は
性
質
が
違
い
ま
す
。
漢
字
を
見
れ
ば
意
味
が
わ
か
り
ま
す
、
形

を
見
れ
ば
意
味
が
わ
か
り
ま
す
と
い
え
る
の
は
最
初
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
常
用
漢

字
全
体
の
な
か
で
一
割
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
は
形
を
見
れ
ば
意
味
が
わ

か
る
と
い
わ
れ
て
、
山
と
か
川
を
見
て
面
白
い
な
あ
と
思
っ
て
学
習
を
は
じ
め
た

人
た
ち
は
、
途
中
で
だ
ま
さ
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
と
い
う
か
、
形
を
見
て
も
ぜ

ん
ぜ
ん
意
味
が
わ
か
ら
な
い
漢
字
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
特
に
形
声

文
字
が
占
め
て
い
る
割
合
が
高
い
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
教
え
方
の
ス
ト

ラ
テ
ジ
ー
、
方
略
も
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
漢
字
と
い
う
一
つ
の
こ
と

ば
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
学
習
者
は
思
い
こ
み
で
、
途
中
か
ら
学
習
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

音
読
み
と
訓
読
み
が
あ
る
の
は
、
日
本
が
中
国
の
文
字
を
借
用
し
た
と
い
う
歴

史
的
な
経
緯
か
ら
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
す
が
、
よ
く
使
わ
れ
る
漢
字
ほ
ど
訓
読

み
も
増
え
て
い
き
ま
す
。
音
読
み
も
中
国
か
ら
は
い
っ
て
く
る
時
代
時
代
の
方
言

の
発
音
に
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
呉
音
と
か
唐
音
と
か
違
う
読
み
方
を
も
っ
て

い
る
漢
字
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
さ
き
ほ
ど
の「
鬱
」
と
い
う
字
ほ
ど
で
は
な
く
て

も
複
雑
な
字
体
に
な
る
と
、
そ
の
部
首
は
何
な
の
か
、
そ
の
漢
字
の
音
読
み
を
類

推
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
音
符
は
何
な
の
か
、
複
雑
な
形
だ
け
れ
ど
構
成
要

素
に
分
け
て
い
く
と
共
通
の
部
分
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
わ
か
っ

て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

最
後
は
、
漢
字
は
文
字
と
い
う
よ
り
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、

ど
の
国
の
言
語
で
も
、
対
義
概
念
、
類
義
概
念
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
ま
た
、
上
位

語
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
た
く
さ
ん
下
位

の
意
味
の
こ
と
ば
が
つ
な
が
る
と
い
っ
た

意
味
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
う
ま
く
使
っ
て
漢
字
を
勉
強
す

る
、
ま
た
は
漢
字
を
こ
と
ば
の
勉
強
に
活

か
し
て
い
け
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考

え
て
、
日
本
語
教
育
の
な
か
で
や
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

情
報
の
も
つ
面
白
さ
と
難
し
さ

こ
の
よ
う
な
漢
字
が
も
つ
情
報
一
つ
ひ
と
つ
に
面
白
さ
と
難
し
さ
が
あ
る
と
考

え
る
と
、
ど
こ
が
面
白
く
、
ど
こ
が
難
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
形
が
難
し

い
の
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
点
画
が
多
く
、
書
き
順
も

「
右
」
と「
左
」
で
違
う
と
か
、「
必
」
の
よ
う
に
、
な
ぜ
そ
の
順
番
で
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
筆
順
の
漢
字
も
あ
り
ま
す（
図
6
）。
ま
た
、

非
常
に
似
て
い
る
字
形
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
士
」
と「
土
」、「
待
」
と

「
持
」、
見
慣
れ
な
い
と
み
ん
な
同
じ
に
見
え
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
逆
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
や
ほ
か
の
国
の
シ
ン
プ
ル
な
文
字
の
形
に
は
な
い
、
非
常
に
変
わ
っ
た
形

を
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
意
味
の
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
み
や
す
い
と
か
、
共
通

の
構
成
要
素
を
探
し
た
り
、
そ
の
構
成
要
素
も
ど
こ
に
現
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
神

出
鬼
没
な
ほ
ど
バ
ラ
バ
ラ
な
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
一
定
の
構
造
性
が
あ
る
よ
う

な
こ
と
に
気
が
つ
く
と
、
い
わ
ば
文
法
に
近
い
よ
う
な
面
白
さ
を
成
人
の
学
習
者 図6　形が難しい！ 形が面白い！

★点画が多く、形が複雑
★書き順が複雑・不統一　
★類似形が多くまぎらわしい

★形がユニークでイメージが膨らむ
★共通の構成要素を持つ
★構成要素の配置には構造性がある



9 基調講演…日本語教育における漢字学習の支援方法

だ
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

読
み
は
難
し
い
で
す
ね（
図
7
）。
読
み
に
面
白
い
こ
と
が
あ
る
か
と
い
わ
れ
る

と
、
あ
ま
り
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
い
ま
漢
字
教
育
で
一
番
遅
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
漢
字
を
覚
え
る
と
き
の
方
略
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
研
究
で
も
、
形

の
再
生
や
意
味
と
の
連
合
の
と
こ
ろ
は
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

読
み
な
の
か
を
覚
え
る
と
こ
ろ
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
歴
史
的
に

こ
う
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
い
て
い
え
ば
、
形
声
文
字
の
音

符
を
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
教
え
る
と
か
、
連
濁
と
か
促
音
化
に
関
し
て
は
、

一
種
の
文
法
の
よ
う
な
音
変
化
の
ル
ー
ル
を
教
え
な
が
ら
漢
字
を
教
え
る
よ
う
な

こ
と
が
、
多
少
は
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
あ
ま
り
面
白
く
は
な
い
で

す
よ
ね
。

意
味
は
、
あ
ま
り
難
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん（
図
8
）。
ど
こ
の
国
で
も
こ
と
ば
に

は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
形
を
見
る
と
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
漢
字
は
数
が

限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
全
部
同
じ
漢
字
一
色
と
思
う

と
、
確
か
に
迷
路
に
は
い
り
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
難
し

い
と
い
う
よ
り
、
教
え
る
側
が
リ
ー
ド
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

面
白
さ
か
ら
い
え
ば
、
ど
こ
の
国
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
よ
う
な
、
こ
う
い
っ
た
も

の
を
頭
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
覚
え
て
い
っ
て
、
文
を
作
っ
た
り
、
読
ん
だ
り
、
書

い
た
り
す
る
こ
と
で
意
味
が
わ
か
れ
ば
面
白
さ
も
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
こ
と

は
、
漢
字
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
外
国
語
を
習
う
と
き
も
同

じ
だ
と
思
い
ま
す
。

用
法
は
、
漢
字
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
語
彙
の
問
題
な
の
で
、
文
法
、
文
脈
と

一
緒
に
覚
え
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
単
語
だ
け
で
覚
え

て
い
た
の
で
は
覚
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す（
図
9
）。
い
ま
ま

で
の
漢
字
教
育
は
、
日
本
語
の
文
法
と
切
り
離
し
た
と
こ
ろ

で
漢
字
だ
け
を
教
え
よ
う
と
し
た
り
、
こ
と
ば
だ
け
を
覚
え

さ
せ
よ
う
と
し
た
り
す
る
の
で
、
い
く
ら
覚
え
て
も
す
ぐ
忘

れ
て
し
ま
っ
た
り
、
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
問

題
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
語
彙
と
し
て
漢
字

の
使
い
方
を
覚
え
る
こ
と
で
日
本
語
の
文
法
も
覚
え
ら
れ
ま

す
。
送
り
仮
名
の
つ
け
方
を
覚
え
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
種
類

の
動
詞
な
の
か
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
か
、
相
互
に

勉
強
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

語
彙
の
数
だ
と
思
え
ば
、
数
の
多
さ
は
し
か
た
が
な
い
の

で
す
。
し
か
し
、
二
十
六
字
と
か
五
十
字
と
い
っ
た
数
の
文

図7　読みが難しい！ 読みが面白い？

図8　意味が難しい？ 意味が面白い！　

図9　漢字の用法は、語彙・文法といっしょに！

★1字に複数の読みが対応（音読みと訓読み）

★類似音が多い →形声文字の音符　　

★熟語の読み方が複雑（重箱読み／湯桶読み）

★連濁や促音化など →音変化のルール

★特殊な読み方

★象形文字、指事文字、会意文字は数が限られ
ている
★中心義と派生義がある
★階層構造を持つ意味的概念ネットワーク　
　☆対義・反義概念　
　☆類義概念　
　☆上位概念・下位概念　

★造語性（造語のルールと語構成）
★送り仮名のつけ方
★品詞性
★文中での共起性（コロケーション）
★文体・ジャンルなど使用上の制約
★日本語の表記システムにおける役割



10

字
し
か
知
ら
な
い
人
た
ち
に
、
い
き
な
り
「
漢
字
っ
て
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
け
ど
、

い
っ
た
い
何
字
覚
え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
、「
と
り
あ
え
ず
二
千
字

か
な
」
と
か
答
え
る
と
、
シ
ョ
ッ
ク
な
わ
け
で
す
。

私
の
か
つ
て
の
上
司
で
も
あ
り
同
僚
で
も
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
カ
イ
ザ
ー
先
生

が
、
ま
ず
、「
漢
字
辞
典
で
一
番
大
き
い『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
五
万
字
あ
る
」
と

い
え
と
い
う
提
言
を
し
て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
天
文
学
的
な
数
字
な
の
で
、

シ
ョ
ッ
ク
を
通
り
越
し
て
み
ん
な
唖
然
と
し
ま
す
。
そ
ん
な
の
が
文
字
で
あ
る
は

ず
が
な
い
。
や
は
り
文
字
で
は
な
く
て
語
な
の
だ
と
い
う
、
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ク
療

法
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、「
常
用
漢
字
は
二
千
字
ほ
ど
で
す
」
と
。
最
初
に

二
千
字
と
い
う
と
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
い
の
で
す
が
、
五
万
字
の
あ
と
に
二
千
字
と

い
わ
れ
る
と
、「
ま
あ
、
そ
う
か
」、
少
し
妥
協
し
よ
う
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
国
立
国
語
研
究
所
の
一
九
七
六
年
に
で
た
調
査
報
告（
注
1
）で
、
新

聞
三
紙
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
使
用
頻
度
の
高
い
千
字
ほ
ど
の
漢
字
を
知
っ
て
い

れ
ば
、
新
聞
の
約
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
結
果
が
で
て
い
ま
す
。

ま
た
、
使
用
頻
度
の
高
い
五
百
字
を
知
っ
て
い
れ
ば
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
カ

バ
ー
さ
れ
る
と
い
う
結
果
で
し
た
。
こ
れ
は
、
筑
波
大
学
で
い
ま
使
っ
て
い
る
教

科
書
で
、
基
本
漢
字
と
し
て
五
百
字
を
選
定
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
五
万

字
か
ら
出
発
し
て
、
長
期
目
標
は
二
千
字
で
す
が
、
短
期
目
標
と
し
て
、
初
級
で

あ
れ
ば
と
り
あ
え
ず
五
百
字
と
い
う
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん
バ
ー
ゲ
ン
し
て
い
く
と
、

学
習
者
も
ち
ょ
っ
と
や
る
気
に
な
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
種

の
誤
魔
化
し
で
す
が
、
し
か
た
の
な
い
こ
と
な
の
で
、
心
理
的
に
誤
魔
化
し
て
も
、

や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

漢
字
学
習
の
支
援

結
局
、
漢
字
は
、
本
人
が
覚

え
な
け
れ
ば
、
先
生
が
無
理
矢

理
、
頭
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
自
律
学
習
で
す
。
そ

れ
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
、
ど

う
や
っ
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト

が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
記

憶
を
忘
れ
に
く
く
し
た
り
、
記

憶
を
促
進
し
た
り
す
る
た
め
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
試
み
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

図
10
は
、
漢
字
教
材
を
作
る
本（
注
2
）
に
紹
介
し
た
、
漢
字
教
材
・
学
習
法

の
九
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
外
国
人
学
習
者
、
非
漢
字
圏
学
習
者
、
漢
字
圏
学

習
者
と
い
っ
て
も
、
個
人
個
人
に
よ
っ
て
認
知
ス
タ
イ
ル
、
好
み
が
違
い
ま
す
。

初
等
教
育
や
中
等
教
育
で
ど
ん
な
覚
え
方
を
し
て
き
た
か
、
好
き
な
方
法
や
、

合
っ
て
い
る
と
思
う
方
法
、
や
り
た
く
な
い
方
法
と
か
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
が
一
番
と
い
う
の
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
る
に
し
て
も
、
武
部
良
明
先
生（
注
3
）が
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
漢
字
の

字
源
で
は
な
く
、「
学
」
と
い
う
字
で
あ
れ
ば
、
片
仮
名
の「
ツ
」
と「
ワ
」
と「
子
」

に
分
解
し
て
、
図
11
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
旧
字
体
の「
學
」
を
知
ら
な
い
学
習
者
に
は
こ
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

図10　漢字教材・学習法のアプローチ
（加納ほか , 2011）

<字　形> （1）字源中心のアプローチ
（2）字形構造中心

<読　み> （3）音符中心
<記憶術> （4）イメージ中心

（5）ストーリー中心
（6）唱えことば中心

<意味用法>（7）意味・用法中心
（8）使用場面中心

<その他> （9）生素材による自律的学習法
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図
12
は
、
日
本
人
向
け
の『
漢
字
音
符
字
典
』（
注
4
）
で
す
。
古
く
は
イ
ギ
リ

ス
で
タ
イ
ト
ル
が『T

he Study  of K
anji

』（
注
5
）と
い
う
本
で
、
は
じ
め
て
形

声
文
字
の
音
符
と
い
う
観
点
か
ら
漢
字
を
整
理
し
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
い
ま

だ
に
け
っ
こ
う
支
持
さ
れ
て
い
る
本
で
す
。

ハ
ワ
イ
で
出
版
さ
れ
たR

ow
ley

の
本（
注
6
）
で
は
字
源
は
無
視
し
て
、
漢
字

の
字
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
イ
ラ
ス
ト
化
し
て
い
ま
す
。「
洗
」
と
い
う
字（
図
13
）
は
、

水
滴
の
部
分
が
「
氵
」
で
あ
る
の
は
字
源
に
即
し
て
い
ま
す
が
、
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ラ
シ

を
も
っ
て
い
る
人
が
カ
ー
テ
ン
の
後
ろ
で
浴
び
て
い
る
よ
う
な
絵
で
す
。
じ
ゃ
あ

先
生
の「
先
」
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
で
て
く
る
と
思
い

ま
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
て
、
見
る
だ
け
で
楽
し
い
。
こ
う

や
っ
て
覚
え
る
の
が
好
き
と
い
う
学
習
者
も
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
あ
と
で
登
壇
さ
れ
る
ガ
リ
ー
ナ
先
生
の『
漢
字
物
語
』（
注
7
）
も

そ
う
で
す
し
、
ボ
イ
ク
マ
ン
先
生
た
ち
の『
ス
ト
ー
リ
ー
で
覚
え
る
漢
字
3
0
0
』

（
注
8
）、
古
く
はH

eisig

先
生
ご
自
身
が
覚
え
た
と
き
の
漢
字
の
意
味
と
形
を
む

す
び
つ
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
方
法
を
学
習
者
と
共
有
し
よ
う
と
し
て
出
版
さ

れ
た『R

em
em

bering the K
anji

』（
注
9
）
と
い
う
本
も
あ
り
ま
す（
図
14
）。

H
eisig

先
生
の
本
は
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
自
分
た
ち
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ

て
覚
え
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
も
非
漢
字
圏
学

習
者
を
対
象
に
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
人
は
五
七
五
の
リ
ズ
ム
が
好
き
な
の
で
、
唱
え
こ
と
ば
で
覚
え
る

図11　字形構造中心のストーリー：漢字の構成要素

図13　漢字の字形のイメージをイラスト化（Rowley, 1992）

図12　音符中心の整理：形声文字の音符を利用する

学　ツ＋ワ＋子
「ツ」は「かざり」、「ワ」は「ぼうし」で、
「子」は「こども」です。「こども」が「ぼうし」をかぶっ
て「がっこう」へいきます。
「学」のいみは、べんきょうすることです。
（武部良明 1993『漢字はむずかしくない』）

音符 交コウ

交コウ　 効コウ　 郊コウ　 校コウ・キョウ
まじわる　　ききめ、てがら 都の外郭　　学校、しらべる

絞コウ　 咬コウ 　狡コウ 　較カク・コウ
しぼる、しめる　かむ　　　　ずるい　　　くらべる

（山本康喬 2012『漢字音符字典』東京堂出版）
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こ
と
が
、
小
学
生
向
け
の
教
材（
注
10
）
に
は
数
多
く
あ
り
ま

す（
図
15
）。
外
国
人
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
日
本
人
の
小
学
生

向
け
の
も
の
は
語
彙
が
ち
ょ
っ
と
難
し
す
ぎ
る
の
で
、
そ
こ
を

工
夫
す
れ
ば
、
五
七
五
の
リ
ズ
ム
は
一
種
の
日
本
の
文
化
で
も

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
も
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
図
15
の
よ
う
に
、
下
に
行
く
道
の
左
に
エ
ア
ポ
ー
ト
の

エ
が
あ
る
ほ
う
が
「
左
」、
上
に
い
く
道
の
右
に
ロ
ー
タ
リ
ー
の

ロ
が
あ
る
ほ
う
が
「
右
」
と
覚
え
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

上
に
行
く
か
下
に
行
く
か
間
違
え
る
と
反
対
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
問
題
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
や
さ
し
い
語
彙
、
外
国

人
学
習
者
が
初
め
の
こ
ろ
に
習
っ
て
知
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と

ば
を
使
っ
て
、
唱
え
こ
と
ば
に
よ
る
記
憶
術
を
作
っ
て
い
く
よ

う
な
こ
と
も
、
万
人
に
受
け
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
好
き
な

学
生
た
ち
は
い
る
と
思
い
ま
す
。

な
ん
と
い
っ
て
も
漢
字
は
文
化
で
す
。
古
い
伝
統
的
な
文

化
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
若
者
た
ち
が
好
き
な
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
な
か
に
も
、
T
シ
ャ
ツ
に
印
刷
さ
れ
る
漢
字
な
ど
は
非
常
に
興
味
を
ひ

き
や
す
い
の
で
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
て
い
く
こ
と
で
、
難
し
い
と
い

う
印
象
か
ら
、
面
白
い
と
い
う
印
象
に
変
え
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。

漢
字
と
い
え
ば
、
複
雑
で
難
し
く
て
古
い
と
い
う
の
が
古
い
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

い
ま
は
面
白
く
て
、
不
思
議
で
、
価
値
が
あ
り
そ
う
だ
と
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
や
メ
キ
シ
コ
で
勉
強
し
て
い
る
学
生
た
ち
が
、
ど
う
し
て
ア
ラ
ビ
ア

語
と
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
を
選
ば
な
い
で
日
本
語
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
と
、
あ

の
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
字
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
優
越
感
と
い
う
か
、
他

の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
な
ん

か
価
値
が
あ
り
そ
う
な
不
可
思
議
な
も
の
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に

も
な
り
う
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
漢
字
は
、
わ
か
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、
使
え
な
い
と
だ
め
、
書
け

な
い
と
だ
め
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
人
だ
っ
て
読
め
る
け
ど
書
け
な

い
漢
字
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
特
に
、
い
ま
は
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
時
代
に
な
り

ま
し
た
か
ら
、
手
で
書
け
と
い
わ
れ
る
と
、
急
に
自
信
が
な
く
な
り
ま
す
。
こ
こ

線
が
二
本
だ
っ
た
か
一
本
だ
っ
た
か
と
か
、
点
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
迷
う
こ

と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
時
代
と
と
も
に
、
読
め
る
こ
と
＝
書
け
る
こ
と
で
は
な
く

図14　学習者の母語でストーリーを作る
（Heisig, 1977、ガリーナほか , 2005、ボイクマンほか , 2008）

東　木＋日 ＝東　 木 9　日41

ひがし・とう 東ひがし 東口 ひがしぐち

東京とうきょう 関東かんとう

You can see the sun behind a tree in the east.

Matahari di sebelah timur nampak dibalik pohon. 

インドネシア語・タイ語・ベトナム語
（ボイクマン総子ほか 2008『ストーリーで覚える漢字300』
くろしお出版）

図15　唱えことばによる記憶術（浜西 , 1983）
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な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
外
国
人
の
学
習
者
に
ば
か
り
、
読
め
る
漢
字
は
書
け
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
の
は
不
公
平
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
か
れ
ば
い
い
漢
字
と
、

使
え
な
い
と
い
け
な
い
漢
字
は
分
け
て
覚
え
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。

よ
く
学
生
に
や
る
の
で
す
が
、
漢
字
の
学
習
を
こ
れ
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
い

る
人
た
ち
に
図
16
を
見
せ
て
、「
な
か
に
一
個
違
う
字
が
は
い
っ
て
い
る
ん
だ
け

ど
、
わ
か
る
？
」
と
い
う
と
、
眼
の
い
い
子
は
探
せ
る
ん
で
す
ね（
図
17
）。
私
な

ん
か
は
老
眼
鏡
が
な
い
と
見
え
な
い
の
で
、
日
本
人
で
も
探
せ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
自
信
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

図
18
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
図
19
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
語
」
と
い
う

漢
字
が
G
O
と
い
う
形
に
並
ん
で
い
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
お
遊
び
で
す
。
ま
だ
漢

字
を
見
慣
れ
て
い
な
い
と
き
に
や
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
と
し
た
み
ん
な
同
じ
に
見
え
る
と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
ク
イ
ズ
に
す
る
と
か
遊
び
に
す
る
と
、

若
い
眼
の
よ
い
人
た
ち
は
、
意
味
も
わ
か
ら
な
い
し
読
め
ま
せ
ん
が
、
見
つ
け
ら

れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
、「
い
や
ー
、
よ
く
で
き
ま
す
ね
ー
」「
あ
な
た
は
日

本
語
の
漢
字
を
勉
強
す
る
素
質
が
あ
る
か
も
」
と
か
い
う
と
、
け
っ
こ
う
み
ん
な

図16　違いがわかる？

図17　違いがわかる？

図18　違いがわかる？

図19　違いがわかる？
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喜
び
ま
す
。「
も
っ
と
難
し
い
の
を
だ
せ
」
と
か
、
自
分
た
ち
で
問
題
を
作
る
と
か

い
い
だ
し
ま
す
。
難
し
い
と
い
っ
て
い
て
も
し
か
た
が
な
い
の
で
、
楽
し
い
こ
と

も
ち
ょ
っ
と
は
考
え
た
ら
ど
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
漢
字
を
他

の
技
能
の
練
習
や
勉
強
と
切
り
離
し
て
、「
こ
れ
は
あ
な
た
の
ほ
う
で
宿
題
と
し
て

や
り
な
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
他
の
活
動
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

読
み
物
を
少
し
面
白
い
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
よ
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

習
っ
た
漢
字
を
使
っ
て
ポ
ス
タ
ー
を
作
ら
せ
た
り
、
自
分
た
ち
で
物
語
を
書
か
せ

た
り
、
紙
芝
居
な
ん
か
に
さ
せ
る
と
、
け
っ
こ
う
面
白
い
も
の
を
作
り
ま
す（
図

20
）。
漢
字
は
、
読
み
書
き
に
使
う
と
限
定
さ
れ
が
ち
で
す
け
れ
ど
、
聞
き
な
が

ら
漢
字
を
探
す
の
も
大
事
で
す
。
こ
れ
は
、
話
を
聞
き
な
が
ら
ノ
ー
ト
を
と
っ
た

り
、
話
を
聞
き
な
が
ら
な
に
か
作
業
を
し
た
り
と
い
う
、
母
語
話
者
が
普
通
に

や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
外
国
人
学
習
者
に
も
、
学
習
の
な
か
で
や
ら
せ
た
ら
ど
う

か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
字
を
使
っ
て
学
習

者
に
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
話
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
、
自
分
は
ど
う
し
て
こ

の
漢
字
が
好
き
か
み
た
い
な
話
を
五
分
で
発
表
さ
せ
る
み
た
い
な
こ
と
を
さ
せ
る

と
、
漢
字
を
覚
え
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
語
の
話
す
力
も
つ
く
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

最
終
的
に
は
、
二
千
も
あ
る
字
を
一
つ
ひ
と
つ
記
憶
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
教
室

で
は
保
証
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
自
律
学
習
に
任
せ
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
ん
な
漢
字
を
覚
え
る
の
か
は
学
習
者
自
身
に
決
め
さ
せ

る
。
い
ま
は
携
帯
で
町
の
サ
イ
ン
と
か
看
板
な
ん
か
も
写
真
が
撮
れ
ま
す
の
で
、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
撮
っ
て
き
て
ク
ラ
ス
で
お
互
い
に
シ
ェ
ア
す
る
。
あ
る
い
は
、

初
級
も
後
半
く
ら
い
に
な
っ
て
日
本
語
が
少
し
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
先
生

が
い
つ
も
漢
字
の
導
入
を
す
る
の
で
は
な

く
、
交
代
で
導
入
さ
せ
る
と
、
非
常
に
面
白

い
工
夫
を
し
て
く
れ
る
学
習
者
も
い
て
、
そ

の
漢
字
は
み
ん
な
よ
く
覚
え
て
い
た
り
し
ま

す
。
先
生
が
う
ま
く
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

も
、
学
習
者
ど
う
し
な
ら
う
ま
く
教
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
メ
キ
シ

コ
な
ど
で
は
実
践
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

テ
ス
ト
も
、
期
末
テ
ス
ト
の
よ
う
な
成
績

に
か
か
わ
る
こ
と
は
先
生
が
や
ら
な
い
と
責

任
上
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
々

の
ク
イ
ズ
と
か
小
テ
ス
ト
は
お
互
い
に
作
ら

せ
て
採
点
も
自
分
た
ち
で
や
ら
せ
る
と
、
む

し
ろ
学
習
者
の
方
が
学
習
者
に
は
厳
し
い
ん
で
す
。
先
生
の
ほ
う
が
甘
い
。
こ
こ

が
撥
ね
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
で
、
た
ま
に
や
ら
せ
て
み
る
と

面
白
い
と
思
い
ま
す
。

漢
字
学
習
支
援
に
お
け
る
教
師
の
役
割

そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
ら
教
師
は
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
の
交
通
整
理

を
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
い
ま
い
っ
た
よ
う
な
面
白
い
、
楽
し

い
よ
う
な
や
り
方
で
漢
字
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
は
、
地
域
で
勉
強
し
て
い
る
人
た

ち
に
も
き
っ
か
け
と
し
て
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
り 図20　漢字学習と他の技能の学習とのコラボ

☆面白い素材の読み物　

　→漫画、テレビCM、広告、ジョーク集

☆習った漢字でポスターを作る、物語を書く

☆聞きながら、漢字を探す

☆漢字を使って、話す
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た
い
、
新
聞
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
日
本
語
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
に
は
、
あ
る
程
度
、
体
系
的
な
学
習
へ
の
道
筋

を
示
し
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
図
21
）。
医
学
な
ど
を
や
る
人
た
ち
は
、
も

の
す
ご
く
難
し
い
常
用
漢
字
で
は
な
い
よ
う
な
漢
字
も
医
学
用
語
に
は
た
く
さ
ん

で
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
場
合
も
、
構
成
要
素
の
面
か
ら
分
析
で
き
る
力
や
、

漢
字
を
ヒ
ン
ト
に
語
構
成
を
分
析
で
き
る
力
な
ど
が
あ
れ
ば
、
自
分
た
ち
で
乗
り

越
え
て
い
け
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
学
習
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
先
生
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
と
い
う
学
習
者
は
多
く
い
ま
す
。
や
ら
せ
っ
ぱ
な
し
で
は
な

く
、
ど
こ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
て
、
ど
こ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
必
要
で
す
。
い
ま
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ど
ん
ど
ん
情
報
が
と
れ

る
社
会
で
す
し
、
辞
書
や
参
考
書
を
使
っ

て
自
分
た
ち
で
も
勉
強
が
で
き
ま
す
。
な

ん
と
い
っ
て
も
漢
字
は
自
律
学
習
が
中
心

に
な
る
と
は
い
う
も
の
の
、
ど
う
や
っ
た

ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
学
習
者
も

多
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
、
そ
の

な
か
か
ら
自
分
に
合
っ
た
方
法
を
選
ん
で

も
ら
う
。
や
っ
て
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

ら
、
適
宜
、
他
の
方
法
も
あ
る
こ
と
を
示

し
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
す
る
こ
と

が
大
事
で
す（
図
22
）。

お
わ
り
に

漢
字
学
習
の
道
は
果
て
し
な
く
続
き
ま
す
。
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
終
わ
り
ま
せ

ん
。
平
仮
名
や
片
仮
名
の
よ
う
に
、
五
十
音
が
全
部
終
わ
り
ま
し
た
と
い
う
日
は

き
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
続
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
先
に
光
が
見
え
な
い
ト
ン
ネ

ル
に
は
い
っ
た
よ
う
な
状
態
だ
と
、
心
理
的
に
ス
ト
レ
ス
に
圧
迫
さ
れ
て
、
途
中

で
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
、
な
に
か
自
分
を
正
当
化
す
る
理
由
を
見
つ
け
て
、
こ
ん

な
も
の
は
や
ら
な
く
て
い
い
と
か
い
う
よ
う
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
が
増
え
て

し
ま
う
の
が
残
念
な
こ
と
で
す
。
先
に
光
が
見
え
れ
ば
、
難
し
い
難
し
い
と
い
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
て
、
面
白
さ
も
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
て
い
く
な
か
で
、

漢
字
は
、
非
漢
字
圏
学
習
者
に
と
っ
て
は
非

常
に
大
き
な
圧
迫
す
る
壁
に
な
り
え
る
も
の
で

す
。
そ
こ
を
な
ん
と
か
突
破
す
る
た
め
に
、
難

し
さ
だ
け
で
な
く
、
面
白
さ
、
楽
し
さ
を
見
つ

け
さ
せ
た
い
。
一
人
で
コ
ツ
コ
ツ
出
口
の
見
え

な
い
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
で
作
業
す
る
の
は
辛
い

も
の
な
の
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
明
る
い
光
が
見

え
る
と
こ
ろ
に
で
て
、
一
人
で
な
く
み
ん
な
で

活
動
し
な
が
ら
勉
強
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
れ

ば
い
い
と
い
う
の
が
、
非
漢
字
圏
学
習
者
に
対

す
る
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

反
対
に
、
漢
字
圏
の
人
た
ち
は
、
も
う
漢
字

は
で
き
る
、
わ
か
る
か
ら
特
に
勉
強
し
な
く
て

図21　体系的な学習への道筋を示す

図22　学習方法を紹介し、適宜アドバイス

部　首

音　符

接頭辞

接尾辞

語
構成

構成
要素

インター
ネット

辞書
参考書 自律学習
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も
い
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
も
け
っ
こ
う
多
い
ん
で
す
ね
。
特
に
は
じ
め
の
こ

ろ
で
す
。
上
級
く
ら
い
に
な
る
と
、
漢
字
を
ま
じ
め
に
勉
強
し
な
か
っ
た
か
ら
か
、

読
み
が
不
正
確
な
の
も
、
発
音
が
不
正
確
な
の
も
、
中
国
語
で
使
う
品
詞
の
使
い

方
と
日
本
語
で
使
う
品
詞
の
使
い
方
が
違
う
の
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
そ
れ
が

な
お
ら
な
い
。
逆
に
、
非
漢
字
圏
の
学
習
者
の
ほ
う
が
上
級
ま
で
き
て
い
る
人
た

ち
は
、
じ
つ
に
鮮
や
か
に
こ
と
ば
を
使
い
分
け
て
、
漢
字
も
正
し
く
使
い
分
け
て

い
る
の
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
ど
う
し
て
は
じ
め
の
こ
ろ
か
ら
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し

な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
後
悔
す
る
人
も
多
い
の
で
す
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
先

生
に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
教
室
に
漢
字
圏
と
非
漢
字
圏
の
学
習
者
が
い
た
ら
、

先
生
は
非
漢
字
圏
の
学
習
者
ば
か
り
面
倒
を
み
て
、
漢
字
圏
の
学
習
者
に
対
し
て

は
、
あ
な
た
は
も
う
大
丈
夫
だ
か
ら
自
分
で
や
り
な
さ
い
と
い
う
よ
う
に
ほ
う
っ

て
お
く
よ
う
な
こ
と
が
多
い
ん
で
す
ね
。
漢
字
圏
の
学
習
者
は
、
も
う
大
丈
夫
だ

と
思
い
す
ぎ
て
い
て
、
自
分
の
弱
点
や
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が

つ
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
警
告
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
。

漢
字
学
習
の
道
は
け
っ
し
て
一
本
で
は
な
く
て
、
学
習
者
の
出
身
の
文
化
圏
、

学
習
目
的
な
ど
に
よ
っ
て
、
頂
上
に
登
る
た
め
に
は
何
本
も
道
筋
が
あ
り
ま
す
。

な
ん
の
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
で
き
れ
ば
そ
の
人
の
学
習
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
。

日
本
に
旅
行
に
き
て
、
ち
ょ
っ
と
サ
イ
ン
が
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
人
に
、
二
千

字
も
教
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
に
住
ん
で
い
て
、
周
り
に
支
援
し
て
く

れ
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
読
み
書
き
は
で
き
な
く
て
も
、
話
を
聞
い

て
わ
か
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
最
初
か
ら
漢
字
で
苦
し
め
る
こ
と

は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
読

め
た
ら
便
利
だ
な
あ
、
読
め
た
り
書
け
た
り
で
き
る
こ
と
で
自
分
が
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
で
き
る
と
気
が
つ
い
た
と
き
、
そ
の
道
筋
を
示
し
て
あ
げ
ら
れ
る
教
師
が

必
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
漢
字
圏
の
人
た
ち
に
は
、
は
じ
め
に
、
む

し
ろ
厳
し
い
こ
と
を
い
っ
て
、
日
本
の
漢
字
と
中
国
の
漢
字
は
違
う
と
い
う
こ
と

を
し
っ
か
り
認
識
さ
せ
て
勉
強
を
は
じ
め
さ
せ
れ
ば
、
中
級
、
上
級
に
な
っ
た
と

き
ど
ん
ど
ん
上
達
し
て
い
け
ま
す
。
い
ま
の
よ
う
に
停
滞
し
な
く
て
す
む
日
が
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
時
間
で
し
た
の
で
ま
だ
ま
だ
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
の
あ
と
に
控
え
て
お
ら
れ
る
五
名
の
先
生
方
か
ら
世
界
の
漢
字
教
育
の
話
を
聞

く
こ
と
を
楽
し
み
に
、
私
か
ら
の
お
話
は
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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