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確
か
に
、
担
当
学
年
に
も
よ
り
ま
す
が
、

一
文
字
一
文
字
の
漢
字
で
、
筆
順
、
画
数
を

教
え
、
空
書
き
し
た
り
、
筆
順
を
一
画
ず
つ

増
や
し
た
り
し
な
が
ら
書
か
せ
た
り
、
音
読

み
訓
読
み
を
教
え
た
後
、
さ
ら
に
言
葉
集
め
、

文
作
り
、
と
手
順
を
追
っ
て
指
導
を
進
め
て

い
き
ま
す
と
、
指
導
に
莫
大
な
時
間
と
手
間

が
か
か
っ
て
し
ま
い
、
読
む
こ
と
や
書
く
こ

と
の
指
導
時
間
が
不
足
し
て
し
ま
う
等
の
声

を
よ
く
聞
き
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
漢
字
指

導
を
し
な
い
わ
け
に
も
い
か
ず
…
。

　

今
回
は
、
こ
の
時
間
の
問
題
を
解
決
し
つ

つ
、
楽
し
く
継
続
的
に
行
え
る
漢
字
指
導
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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私
は
、
よ
く
低
学
年
の
担
任
に
な
る
ん

だ
け
ど
、
小
さ
い
人
は
ち
ょ
っ
と
で
も
急

い
で
字
を
書
く
と
、「
先
生
、
そ
こ
は
は

ね
ま
せ
ん
」
と
か
「
あ
、
は
ら
っ
て
い
な

い
」
と
か
…
。
正
し
い
字
形
は
大
切
な
の

だ
け
れ
ど
、
ど
こ
ま
で
教
え
て
ど
こ
ま
で

許
容
す
る
か
難
し
い
の
よ
ね
。

Q

Q
　

せ
っ
か
く
導
入
の
準
備
を
工
夫
し
て
、

説
明
文
の
学
習
に
入
っ
た
の
に
、
ふ
た

を
開
け
て
み
た
ら
新
出
漢
字
の
オ
ン
パ

レ
ー
ド
で
び
っ
く
り
。
漢
字
指
導
に
追

わ
れ
て
な
か
な
か
中
身
の
学
習
に
は
入

れ
な
い
し
、
指
導
時
間
は
足
り
な
く
な

る
し
…
な
ん
て
こ
と
が
あ
っ
た
な
。
う

ま
く
指
導
時
間
が
と
れ
な
い
か
な
。

漢
字
指
導
を
楽
し
く
！
継
続
的
に
！

いつ、どこで何を中心に
教えたらいいの？

学年に応じて  ポイントを絞ったノート指導を！

　

読
み
と
筆
順
、
そ
し
て
漢
字
に
興
味
を
も

た
せ
る
気
づ
き
が
大
事
で
す
。
例
え
ば
「
星
」

の
字
の
指
導
で
は
、
ま
と
ま
り
や
気
を
つ
け
る

筆
順
に
従
っ
て
、
赤
・
黄
・
青
で
順
番
に
色
分
け

し
て
書
き
ま
す
。
読
み
を
確
か
め
、
少
々
の
言

葉
集
め
を
し
た
ら
、
後
は
個
別
学
習
に
し
ま
す
。

項
目
は
あ
ら
か
じ
め
約
束
し
て
お
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
部
首
が
加
わ
り
、
読
み
も
、
音
読

み
・
訓
読
み
を
明
確
に
区
別
し
ま
す
。
さ
ら
に

陥
り
や
す
い
書
き
違
い
や
、
文
字
の
ポ
イ
ン
ト

等
を
自
分
で
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

書
か
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
漢
字
の
意
味
や
成
り
立
ち
が
加
わ

り
ま
す
。
た
だ
、
内
容
が
ふ
く
ら
む
一
方
で
は

負
担
が
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
文
作
り
な
ど
は

止
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

低
学
年

中
学
年

高
学
年

指導時間の問題を解決する方法として大切なことが、学年に応じて指導のポイントを絞ることです。
また、漢字ノートの活用は、学習が系統立てられて効果的です。こまめに子どもたちの漢字ノートをチェッ
クし、励ましてやりながら、学年に応じたポイントにかかわる指導だけを重点的にするとよいでしょう。
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が
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。
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。
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漢
字
の
学
習
指
導
で
思
い
出
す
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
一
年
生
の
子
が
初
め
て

漢
字
を
覚
え
た
日
の
感
動
を
綴
っ
て
下

さ
っ
た
お
母
さ
ん
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の

日
、
そ
の
子
は
母
親
を
前
に
し
て
、
学
校

で
習
っ
た
よ
う
に
、
「
こ
こ
は
、
ま
っ
す

ぐ
に
書
く
。
こ
こ
は
長
く
し
て
は
だ
め
」

と
得
意
に
な
っ
て
教
え
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
「
こ
の
子
は
、
漢
字
の
面
白
さ
の
鍵

を
手
に
し
、
と
き
め
い
て
い
る
」
と
書
か

れ
て
い
た
。
印
象
に
残
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

　

卒
業
を
前
に
し
て
、
漢
字
学
習
の
発
展

と
し
て
、
自
分
を
励
ま
す
言
葉
探
し
を
さ

せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
辞
書
で
熟
語
を
調

べ
な
が
ら
、
「
漢
字
を
見
て
い
る
と
元
気

が
出
て
く
る
」
と
つ
ぶ
や
く
子
が
い
た
。

そ
の
子
の
ノ
ー
ト
に
は
「
勇
気
・
克
己
・

奮
起
・
努
力
」
等
の
熟
語
が
並
ん
で
い
た
。

　

新
出
漢
字
を
初
め
て
覚
え
た
と
き
の
顔
、

漢
字
テ
ス
ト
で
合
格
点
を
取
っ
た
と
き
の

顔
、
筆
順
に
気
を
つ
け
な
が
ら
書
い
て
い

る
真
剣
な
顔
、
そ
し
て
、
漢
和
辞
典
で
調

べ
た
語
句
を
教
え
合
っ
て
い
る
と
き
の
得

意
そ
う
な
顔
。
漢
字
と
の
出
会
い
は
、
子

ど
も
の
心
を
と
き
め
か
せ
、
学
習
へ
の
意

欲
を
高
め
る
。

　

新
出
漢
字
だ
け
の
指
導
や
テ
ス
ト
や
書

き
取
り
を
課
題
と
す
る
だ
け
で
は
漢
字

の
力
は
育
た
な
い
。
漢
字
へ
の
魅
力
を

大
事
に
す
る
指
導
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

き
れ
い
・
関
心
・
繰
り
返
し
の
３
つ
の

「
Ｋ
」
で
漢
字
指
導
を
考
え
て
み
た
い
。

❶
き
れ
い
に
書
か
せ
る
の「
Ｋ
」

　

漢
字
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
と
き
、
き

れ
い
に
書
く
よ
う
指
導
す
る
。
文
字
を
丁

寧
に
書
く
こ
と
で
、
落
ち
着
い
て
学
習
す

る
習
慣
が
つ
き
、
考
え
る
力
が
育
つ
。

筆
順
や
は
ね
、
止
め
等
を
丁
寧
に
書
く
と

整
っ
た
文
字
に
な
る
。
丁
寧
に
漢
字
を
書

い
て
満
足
そ
う
に
し
て
い
る
子
に
、
「
き

れ
い
に
書
け
て
い
ま
す
よ
」
と
、
声
を
か

け
る
。
こ
の
瞬
間
の
快
さ
が
う
れ
し
い
。

❷
関
心
を
高
め
る
の「
Ｋ
」

　

漢
字
テ
ス
ト
が
合
格
点
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
漢
字
の
力
が
十
分
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
漢
字
は
使
え
る
こ
と
ま
で
欲

張
っ
て
み
た
い
。

　

覚
え
た
漢
字
を
使
う
、
忘
れ
た
漢
字
は

辞
書
で
調
べ
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
よ
う

に
す
る
と
、
漢
字
に
親
し
み
を
も
つ
よ
う

に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
漢
字
の
成
り

立
ち
を
理
解
さ
せ
る
。
「
へ
ん
」
や
「
つ

く
り
」
、
象
形
文
字
や
会
意
文
字
な
ど
新

し
い
漢
字
の
知
識
を
教
え
る
。
珍
し
い
漢

字
が
お
も
し
ろ
い
と
言
い
合
え
る
仲
間
が

い
る
。
漢
字
に
対
す
る
幅
広
い
情
報
を
得

ら
れ
る
場
。
そ
の
よ
う
な
国
語
教
室
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。

❸
繰
り
返
し
漢
字
に
ふ
れ
さ
せ
る
の「
Ｋ
」

　

漢
字
指
導
は
、
繰
り
返
し
て
漢
字
に
ふ

れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

私
の
実
践
で
効
果
が
あ
っ
た
の
は
、
教

科
書
の
巻
末
に
あ
る
漢
字
一
覧
表
に
添
え

て
い
る
熟
語
を
毎
日
授
業
の
初
め
に
音
読

さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
教
科
書
や
漢
字
辞

典
は
、
工
夫
次
第
で
効
果
を
上
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
漢
字
の
宝
庫
だ
か
ら
。

漢
字
に

心
を
と
き
め
か
せ
る
子

漢
字
指
導
の「
３
Ｋ
」

きれい・関心・繰り返しの「３Ｋ」

　

漢
字
指
導
を
進
め
る
う
え
で
い
ち
ば
ん

大
切
な
こ
と
は
、指
導
す
る
先
生
自
身
が「
漢

字
」
そ
の
も
の
の
素
晴
ら
し
さ
を
き
ち
ん
と

認
識
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
素
晴
ら
し

さ
と
は
、
漢
字
は
そ
の
一
文
字
が
意
味
を
表

す
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
あ
さ
は
や
く
お
き
た
け
ど
あ
た
ま
が
い

た
く
て
が
っ
こ
う
を
や
す
ん
だ
」
と
い
う
表

記
と
、「
朝
早
く
起
き
た
け
ど
頭
が
痛
く
て

学
校
を
休
ん
だ
」
と
い
う
表
記
を
比
べ
る
と

き
、
ど
ち
ら
が
内
容
を
素
早
く
理
解
で
き
る

か
は
一
目
瞭
然
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ

さ
を
、
漢
字
学
習
が
大
好
き
で
比
較
的
ゆ
と

り
の
あ
る
低
学
年
で
丁
寧
に
指
導
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
さ
ら
に
た
く
さ
ん
の
漢
字

に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
す
こ
と
等
、

先
生
方
の
工
夫
も
望
ま
れ
ま
す
。

「山」という漢字をたくさん書いて山の絵にしたり、「雪」の字
を散りばめて降ってくる雪の絵にしたりして遊びましょう。楽
しみとして新しい漢字づくりをしたり、その意味づけをしたり、
漢字と仲良くなる工夫をしましょう。

遊べるように　
楽しめるように

いちばん望まれるのが、この「使える」ということです。そして、
子どもたちがつまずくのもここです。ときには、子どもに漢字
ミニテストなどの問題をつくって出題させるなど、受け身では
なく主体的に学ぶ場をつくるとよいでしょう。

使えるように

読めたら、次には書けるようにしましょう。黒板の記入、掲示
物の作成など、何でも教師が書いたり作成したりするのでなく、
人目につく所に書く等の体験をできるだけ多くさせたいもので
す。

書けるように

漢字指導の基本は？

漢字指導の基本は読めることです。「七夕」や「二十日」が「た
なばた」「はつか」と読めたときの嬉しさは格別です。最初はル
ビ付でもよいので、読ませることを優先しましょう。

読めるように




