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単調な書き取り練習は、子どもを
漢字嫌いにしてしまいます。
漢字学習が楽しくなる指導法を、
白石範孝先生に伺いました。

　
で
は
、「
な
ぜ
『
も
ん
が
ま
え
』に
な

る
の
?
」と
聞
く
と
、そ
の
理
由
を
、

自
信
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
る
人
は
少

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ど
う
し
て
、こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
。そ
れ
は
た
い
て
い
の
人

が
、部
首
を
イ
メ
ー
ジ
と
感
覚
で
と

ら
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
漢
字
の
学
習
で
「
も

ん
が
ま
え
」と
い
う
部
首
と
そ
の
名
称

は
、だ
れ
も
が
知
って
い
ま
す
。そ
の
知

識
で
見
て
い
く
と
、「
門
」の
部
分
が
そ

れ
ぞ
れ
の
漢
字
に
入
って
い
る
の
で「
も

ん
が
ま
え
」と
答
え
を
出
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
覚
え
方
で
は
、別
の
漢

字
の
部
首
に
は
使
え
な
い
知
識
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。大
切
な
こ
と
は
、ど

の
漢
字
の
部
首
に
も
使
え
る
き
ま
り

（
原
理
・原
則
）を
き
ち
ん
と
知
識
と

し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
な
の
で
す
。

　
部
首
に
も
き
ま
り（
原
理
・原
則
）

が
あ
り
ま
す
。そ
の
き
ま
り
を
知
って

い
れ
ば
論
理
的
に
考
え
て
、部
首
を
自

分
の
力
で
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

　
ま
ず
、漢
字
の
全
体
像
か
ら
見
て

み
ま
し
ょ
う
。漢
字
は
、象
形
文
字
と

指
事
文
字
、そ
し
て
形
声
文
字
と
会

意
文
字
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
象
形
文
字
と
指
事
文
字
は
、1
・2

年
生
で
学
習
す
る
漢
字
が
ほ
と
ん
ど

で
す
。そ
し
て
、形
声
文
字
と
会
意
文

字
は
、象
形
文
字
と
指
事
文
字
の
さ

ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
で
き

て
い
ま
す
。そ
し
て
、漢
字
の
多
く
が
こ

の
形
声
文
字
と
会
意
文
字
で
で
き
て
い

る
の
で
す
。

　
こ
の
形
声
文
字
と
会
意
文
字
が
ど

の
よ
う
な
き
ま
り
（
原
理
・原
則
）で

で
き
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
、漢

字
を
論
理
的
に
理
解
す
る
手
が
か
り

に
な
り
ま
す
。

　
漢
字
を
見
た
ら
音
読
み
す
る
こ

と
で
す
。

　
そ
の
漢
字
の
中
に
音
読
み
し
た

部
分
が
あ
る
か
を
調
べ
ま
す
。

●
音
読
み
す
る
部
分
が
あ
る
漢
字

は
形
声
文
字
で
す
。

●
音
読
み
す
る
部
分
が
な
い
漢
字

は
会
意
文
字
で
す
。

●
音
読
み
す
る
部
分
が
あ
る

　
形
声
文
字
の
場
合

粉
の
場
合
、「
フ
ン
」と
音
読
み

で
き
る
「
分
」の
部
分
を
こ

の
漢
字
の
音
読
み
を
表
す
部
分

「
音
符
」と
い
い
ま
す
。も
う
一
方
の

「
米
」の
部
分
を
こ
の
漢
字
の
意
味

を
表
す
部
分「
意
符
」と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
形
声
文
字
は
2
つ

の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、2
つ
に
分
け
た
部
分
の

「
意
符
」の
部
分
が
、そ
の
漢
字
の

部
首
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。部

首
は「
米
こ
め
へ
ん」と
な
り
ま
す
。　

●
音
読
み
す
る
部
分
が
な
い

　
会
意
文
字
の
場
合

解
の
場
合
、「
カ
イ
」と
か「
ゲ
」

と
音
読
み
し
ま
す
が
、そ
の

部
分
は
、こ
の
漢
字
の
中
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
会
意
文

字
は
、意
味
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
で
き
て
い
ま
す
。

「
解
」=

「
角
」+

「
刀
」+

「
牛
」

「
牛
の
角
を
刀
で
切
る
」と
い
う
意

味
を
こ
の
漢
字
は
表
し
て
い
ま

す
。部
首
は
「
角
つ
の
へ
ん」と
な
り
ま
す
。

　
漢
字
の
ほ
と
ん
ど
（
約
８０
％
）を
占

め
る
形
声
文
字
は
、「
音
符
」と
「
意

符
」と
い
う
２
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て

い
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
「
意
符
」が
部

首
に
な
る
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。　

　
こ
の
よ
う
な
き
ま
り
は
、い
ろ
い
ろ
な

漢
字
に
使
え
る
き
ま
り
で
す
。そ
し
て
、

漢
字
の
き
ま
り
を
多
く
身
に
つ
け
る
こ

と
が
、漢
字
を
論
理
的
に
考
え
る
こ
と

の
で
き
る
力
に
な
って
い
く
の
で
す
。

　
さ
て
、１２
ペ
ー
ジ
の
問
題
で
す
が
、こ

の
き
ま
り
を
使
って
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

漢
字
っ
て

お
も
し
ろ
い
!?

　
国
語
が
嫌
い
な
子
ど
も
に
そ
の
理

由
を
聞
く
と
「
漢
字
が
嫌
い
」と
答
え

る
子
ど
も
が
多
い
の
で
す
。さ
ら
に
、そ

の
理
由
を
聞
く
と
、「
漢
字
は
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
も
多
い
か
ら
」と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
ま
す
。

　
ひ
と
つ
の
漢
字
を
理
解
し
習
得
す

る
た
め
に
は
、そ
の
漢
字
に
ま
つ
わ
る

情
報
が
大
変
多
い
こ
と
に
驚
き
ま
す
。

「
意
味
」「
音
読
み
・
訓
読
み
」「
書
き

順
」「
画
数
」「
部
首
」「
送
り
が
な
」と

覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
いっ

ぱ
い
で
す
。こ
れ
ら
を
す
べ
て
覚
え
な

け
れ
ば
と
考
え
、漢
字
が
嫌
い
に
な
っ

て
し
ま
う
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。

　
じ
つ
は
、漢
字
に
対
す
る
多
く
の
情
報

に
は
、い
ろ
い
ろ
な
仕
組
み
や
き
ま
り
が

あ
る
の
で
す
。そ
し
て
、そ
の
仕
組
み
や

き
ま
り
に
当
て
は
め
て
、そ
れ
ぞ
れ
を
考

え
て
い
け
ば
、漢
字
を
覚
え
る
こ
と
が
と

て
も
楽
し
く
な
り
、漢
字
が
も
つ
魅
力

的
な
世
界
が
広
が
って
く
る
の
で
す
。

　
要
す
る
に
、漢
字
一
つ
ひ
と
つ
の「
意

味
」「
音
読
み
・
訓
読
み
」「
書
き
順
」

「
画
数
」「
部
首
」「
送
り
が
な
」を
機

械
的
に
覚
え
て
い
く
の
で
は
な
く
、そ

れ
ぞ
れ
に
あ
る
き
ま
り
を
見
つ
け
、そ

の
仕
組
み
や
き
ま
り
を
当
て
は
め
て
い

け
ば
い
い
の
で
す
。

　
漢
字
の
一
つ
ひ
と
つ
を
必
死
に
な
っ

て
覚
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、漢
字
が
嫌

い
に
な
って
し
ま
う
の
で
す
。

　
ぜ
ひ
、漢
字
の
仕
組
み
を
知
っ
て
、そ
の

楽
し
さ
を
味
わ
って
ほ
し
い
も
の
で
す
。

漢
字
に
は
ど
ん
な

き
ま
り
が
あ
る
!?

　
い
き
な
り
で
す
が
、次
の
漢
字
の
部

首
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。　

問 

・ 

聞 

・ 

閣

　
た
い
て
い
の
人
は
そ
ん
な
の
簡
単
、す

べ
て
「
も
ん
が
ま
え
」と
答
え
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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漢字学習が楽しくなる
指導のポイント■  象形文字 物の形をかたどったもの

■  会意文字 漢字の意味を組み合わせたもの

■  指事文字 意味を図形や記号で表したもの
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分 粉
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漢
字
練
習
を

楽
し
く
す
る
工
夫
！！

　
漢
字
の
嫌
い
な
子
ど
も
た
ち
の
理

由
に
何
度
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の

こ
と
を
少
し
で
も
解
決
す
る
た
め
に
、

わ
た
し
の
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
は
、

次
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の
も
と
で
、日
々
の

漢
字
練
習
を
し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
漢
字
練
習

や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

　
漢
字
の
学
習
に
お
い
て
は
、漢
字
を

読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
と
、文

章
の
中
で
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。そ
こ
で
、私
の
ク
ラ
ス
で

は
、漢
字
の
学
習
教
材
『
漢
字
ま
る

ノ
ー
ト
』と
作
文
ノ
ー
ト
を
利
用
し
た

『
漢
字
ノ
ー
ト
』の
２
冊
を
セ
ッ
ト
で

使
って
い
ま
す
。

 

ど
こ
ま
で
練
習
す
る
の
？

　  

い
つ
ま
で
に
出
す
の
？

　

　
毎
回
、『
漢
字
ま
る
ノ
ー
ト
』の
何

ペ
ー
ジ
か
ら
何
ペ
ー
ジ
ま
で
と
い
う
範

囲
と
、提
出
す
る
期
日
を
言
い
ま
す
。

 

ど
の
よ
う
に
練
習
す
る
の
？

　
新
出
漢
字
の
間
違
え
や
す
い
と
こ

ろ
に
印
を
つ
け
さ
せ
ま
す
。印
の
つ
い

た
漢
字
は
、特
に
気
を
つ
け
て
練
習
さ

せ
ま
す
。

〈
印
の
約
束
〉

●
赤
の

印
は
、「
と
め
」「
は
ね
」

「
は
ら
い
」「
長
い
・短
い
」を
間
違
え

や
す
い
と
こ
ろ
で
す
。

●「
書
」の
印
は
、書
き
順
を
間
違
え
や

す
い
と
こ
ろ
で
す
。書
き
順
は
、書
き

順
の
３
つ
の
き
ま
り
を
し
っ
か
り
と

確
認
し
な
が
ら
練
習
さ
せ
ま
す
。

 

練
習
が
終
わ
っ
た
ら
？

　
練
習
が
終
わ
っ
た
ら
、子
ど
も
た
ち

は
新
出
漢
字
の
半
分
以
上
を
使
っ

て
、文
章
を
『
漢
字
ノ
ー
ト
』に
見
開

き
で
書
き
ま
す
。

●
文
章
は
創
作
文
で
す
か
ら
、自
由

に
書
き
ま
す
が
、漢
字
の
意
味
を

考
え
な
が
ら
文
の
中
で
正
し
く
使

え
る
よ
う
に
し
ま
す
。

●
文
章
の
中
で
使
っ
た
新
出
漢
字
に

は
赤
の

線
を
つ
け
て
、ど
の
漢

字
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
の
か
が
わ

か
る
よ
う
に
し
ま
す
。

 

提
出
す
る
と
？

　
提
出
す
る
と
き
は
、『
漢
字
ま
る

ノ
ー
ト
』と
『
漢
字
ノ
ー
ト
』を
２
冊

セ
ッ
ト
で
出
し
ま
す
。そ
し
て
、提
出

さ
れ
た
も
の
に
わ
た
し
が
コ
メ
ン
ト
を

入
れ
て
返
し
ま
す
。コ
メ
ン
ト
は
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
す
ば
ら
し
い 

 

注
意
さ
れ
た
と
こ
ろ

が
、す
べ
て
正
確
に
練
習
し
て
あ
る
。

●
よ
く
で
き
ま
し
た 

 

正
確
に
書

け
、間
違
い
が
少
な
い
。

●
さ
ま
ざ
ま
な
コ
メ
ン
ト 

 

正
確

さ
・丁
寧
さ
に
欠
け
る
。

●
間
違
っ
た
漢
字
に
は
、わ
た
し
が

「
？
」を
つ
け
ま
す
。そ
し
て
、子
ど

も
た
ち
に
ど
こ
が
違
う
の
か
、ど
こ

が
変
な
の
か
を
考
え
さ
せ
ま
す
。

 

大
切
な
こ
と
は
？

●
提
出
期
日
を
守
る
こ
と
。

●
間
違
っ
た
漢
字
に
つ
い
て
は
、練
習
し

て
正
し
く
覚
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
漢
字
の
練
習
は
単
純
で
つ
ま
ら
な

い
と
感
じ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
多
い

の
で
す
が
、漢
字
も
き
ま
り
を
知
っ
て

練
習
す
れ
ば
、そ
の
仕
組
み
が
わ
か

り
楽
し
く
な
る
も
の
で
す
。こ
の
き
ま

り
を
知
っ
て
い
る
と
子
ど
も
自
身
が

根
拠
を
も
っ
て
漢
字
を
書
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
書
き
順
の
き
ま
り
と
し
て
、次
の
こ

と
を
お
さ
え
て
お
き
ま
す
。

１ 

漢
字
は
上
か
ら
下
へ
書
く
。

２ 

漢
字
は
左
か
ら
右
へ
書
く
。

３ 

漢
字
は
２
つ
の
部
分
に
分
け

ら
れ
る
。

　
　
● 

上
と
下

● 

左
と
右

　「
漢
字
は
２
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ

る
」と
い
う
こ
と
は
、こ
れ
か
ら
先
、部
首

の
学
習
に
大
き
く
役
立
っ
て
い
く
と
と

も
に
、漢
字
が
ど
の
よ
う
に
で
き
て
い
る

の
か
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
漢
字
を
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と

漢
字
の
面
白
さ
を
味
わ
う
こ
と
へ
と
つ

な
が
り
ま
す
。

　
漢
字
の
練
習
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。不
思
議
が
いっ
ぱ
い

で
楽
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

  

と
り
あ
え
ず
書
き
順
の
3
つ
の
き

ま
り
を
示
し
ま
し
た
が
、こ
れ
に
当
て

は
ま
ら
な
い
漢
字（
例
え
ば
辶
や
廴
の

※「
上
の
部
分
か
ら
下
の
部
分
」「
左

の
部
分
か
ら
右
の
部
分
」へ
と
書
く

つ
く
漢
字
）も
出
て
き
ま
す
。こ
れ
ら

は
別
な
き
ま
り
に
な
る
こ
と
も
そ
の

都
度
お
さ
え
て
い
き
ま
す
。

　
漢
字
の
書
き
順
を
子
ど
も
自
身
が
考

え
な
が
ら
、根
拠
を
も
っ
て
練
習
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

漢
字
を
使
っ
て
、

こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

　
漢
字
学
習
に
ア
や
イ
の
よ
う
な
こ

と
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
ど
ち
ら
の
活
動
も
、学
習
し
た
漢

字
の
意
味
を
知
る
と
と
も
に
、漢
字

を
文
章
の
中
で
使
え
る
よ
う
に
す
る

た
め
で
す
。

　
い
く
つ
か
の
新
出
漢
字
を
見
て
、さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
を
想
像
し
、そ
れ
を

文
章
化
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、子
ど
も
た
ち

は
い
と
も
簡
単
に
創
り
あ
げ
て
き
ま

す
。見
事
な
漢
字
の
使
い
手
と
な
っ
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

ア
新
出
漢
字
を
使
っ
た

　
創
作
文
作
り

　
新
出
漢
字
を
練
習
し
た
後
で
、出
て

き
た
漢
字
を
使
っ
て
、文
章
を
創
作
し

ま
す
。主
に
３・４
年
生
の
活
動
で
す
。

【
新
出
漢
字
】

内
・
刀
・
外
・
歩
・
切
・
明
・
記

　
見
事
に
漢
字
の
意
味
を
知
り
、文

章
中
で
使
い
こ
な
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

イ
短
歌
・俳
句
の
リ
ズ
ム
で
の

　
文
作
り

　
新
出
漢
字
を
練
習
し
た
後
で
、出

て
き
た
漢
字
の
音
読
み
、訓
読
み
を

そ
れ
ぞ
れ
使
っ
て
、短
歌
・
俳
句
の
リ

ズ
ム
で
文
を
創
作
し
ま
す
。こ
れ
は
、

５・６
年
生
の
活
動
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
活
動
で
は
ひ
と
つ
の
文
の
中
で

音
読
み
、訓
読
み
の
2
つ
の
読
み
方
を

入
れ
て
い
く
の
で
す
。こ
れ
は
、な
か
な

か
難
し
い
こ
と
で
す
。こ
の
方
法
が
無

理
な
場
合
は
、同
じ
読
み
を
２
回
使
っ

て
も
い
い
こ
と
に
し
て
、誰
も
が
で
き

る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
漢
字
を
読
み
、意
味
を
知
り
、リ
ズ

ム
を
も
っ
た
文
の
中
で
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
漢
字
の
面
白
さ
を
、さ
ら
に
味

わ
って
ほ
し
い
と
願
って
い
ま
す
。

　
で
き
た
作
品
の
中
に
は
、標
語
的

な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、言
葉
の
リ
ズ

ム
を
楽
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
の
で
、こ
れ
で
も
よ
し
と
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。あ
く
ま
で
も
、漢

字
を
楽
し
ん
で
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が

目
的
で
す
か
ら
…
…
。

●
目
覚
め
た
ら
　
覚
え
て
い
な
い

　
け
さ
の
夢

●
米
づ
く
り
　
豊
か
な
水
に
守
ら
れ
て

　
豊
作
の
秋
　
金
色
の
波

●
教
師
か
ら
　
恩
師
に
か
わ
る

　
卒
業
式

●
発
芽
し
た
　
春
の
予
感
が

　
新
芽
か
な

白
石
先
生
の
ク
ラ
ス
の
実
践

P15 ア児童のノート参照

漢字に印をつけさせます。
これが練習したり、自己採点したりするときの基準になります。文が出

で
き
た
作
品
の
中
に
は
標
語
的

な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、言
葉
の
リ
ズ

『漢字まるノート』 
3～6年 上下刊 光
白石範孝企画監修
（文溪堂）400円
漢字の原理・原則が身につく筆順新方式

■１２ページの問題、部首を論理的に
　導き出すことができましたか？

音  モン
訓  とう・とい・とん

音符がある形声文字

意符  口  部首  くち

意符  耳  部首  みみ

意符  門  部首  もんがまえ

音  カク
訓  

音符がある形声文字

まず音読みをチェック！

まず音読みをチェック！

音  ブン・モン
訓  きく・きこえる

音符がある形声文字

まず音読みをチェック！

（
児
童
の『
漢
字
ノ
ー
ト
』）

『漢字まるノート』




