
二
年
生

国
語
総
合

課
題

「
漢
字
の
性
格
」

金
田
一

春

彦

き
ん
だ
い
ち

は
る
ひ
こ

（
教
科
書

ペ
ー
ジ
か
ら
）

58

単
元
の
目
標

【
日
本
語
の
文
字
の
特
質
を
理
解
し
よ
う
】

筆
者
は
、
日
本
の
言
語
学
者
で
す
。
「
言
語
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
し
て
い

た
人
で
す
。
こ
の
方
の
父
親
は
、
金
田
一
京
介
と
い
う
有
名
な
言
語
学
者
で
す
。

「･
･
･

じ
っ
ち
ゃ
ん
の
名
に
か
け
て
」
の
あ
の
金
田
一
さ
ん
（
若
い
人
は
知
ら
な
い
か
な･

･
･

）
は
あ
ま
り
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

題
名
を
読
む
と
文
章
の
内
容
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
「
題
名
」
と

い
う
の
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
で
す
か
ら
当
然
で
す
が･

･
･

）
。
性
格
と
い
う
の

．
．

は
擬
人
化
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
性
質
ぐ
ら
い
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

で
す
。
「
漢
字
」
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
性
質
を
も
っ
た
文
字
な
の
で
す･

･
･

と

い
う
こ
と
を
説
明
す
る
内
容
の
文
章
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て

次
の
プ
リ
ン
ト
を
や
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１

家
庭
で
印
刷
で
き
る
人
は
、
こ
の
ま
ま
印
刷
し
て
ノ
ー
ト
に
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

２

家
庭
で
印
刷
で
き
な
い
人
は
、
面
倒
で
す
が
ノ
ー
ト
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

※
ど
ち
ら
の
場
合
も
必
ず
ノ
ー
ト
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。



「
漢
字
の
性
格
」
プ
リ
ン
ト
①

組

番

氏
名
（

）

一

漢
字
の
読
み
方
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①
勤
め
先
の
同
僚
。
（

・

）

①

58

4

②
ご
く
普
通
な
文
字
。
（

・

）

②

58

7

③
複
雑
な
文
字
。
（

・

）

③

58

8

④
随
分
面
白
い
。
（

・

）

④

60

12

⑤
ピ
ア
ノ
の
譜
面
台
。
（

・

）

⑤

61

1

⑥
掲
示
板
の
向
こ
う
。
（

・

）

⑥

61

1

⑦
硫
酸
を
積
む
。
（

・

）

⑦

61

8

⑧
お
ゼ
ン
の
上
の
蟹
。
（

・

）

⑧

61

14

⑨
履
歴
書
を
持
参
す
る
。
（

・

）

⑨

63

7

⑩
委
細
面
談
。
（

・

）

⑩

63

8

⑪
接
尾
辞
を
つ
け
る
。
（

・

）

⑪

64

3

⑫
会
社
を
退
く
。
（

・

）

⑫

64

13

⑬
弊
社
の
製
品
。
（

・

）

⑬

65

1

二

本
文
を
丁
寧
に
読
み
ま
し
ょ
う
。

○
文
章
の
書
き
方
に
つ
い
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を
箇
条
書
き
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

文
章
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

自
分
が
文
章
を
書
く
際
に
参
考
に
で
き
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

○
こ
の
文
章
は
、
四
つ
の
段
落
に
分
け
て
あ
り
ま
す
。
段
落
ご
と
に
要
点
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
文
章
の
特
徴
の
一
つ
は
具
体
例
が
豊
富
に
示
し
て
あ
る
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
先
に
要
点
を
述
べ
て
そ
の
後
に
そ
の
こ
と
を
示
す
例
を
示
し
て
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
ら
の
例
を
通
し
て
何
を
い
甥
と
し
て
い
る
か
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。

要
点
を
ま
と
め
る
と
き
は
、
具
体
例
を
除
い
た
部
分
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

第
一
段
落

目
標
【
日
本
語
の
「
表
記
」
の
特
色
を
理
解
し
よ
う
】

問
「
こ
う
い
う
文
字
の
使
い
方
」
（
ｐ
５
８
・
９
行
）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
使
い

方
の
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

「
こ
う
い
う
文
字
の
使
い
方
」
の
文
章
中
で
の
実
例

第
一
段
落
の
ま
と
め



「
漢
字
の
性
格
」
プ
リ
ン
ト
②

組

番

氏
名
（

）

第
二
段
落

目
標
【
「
表
音
文
字
」
と
「
表
意
文
字
」
の
違
い
を
理
解
し
よ
う
】

「
表
音
文
字
」
と
「
表
意
文
字
」
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
っ
て
あ
る
漢
字
の
意
味
か
ら
想
像
し

て
み
ま
し
ょ
う
。･

･
･
･

「
表
」
の
意
味
は
？

「
音
」
の
意
味
は
？

「
意
」
の
意
味
は
？

仮
名
で
「
ひ
ょ
う
お
ん
も
じ
」
と
書
く
場
合
と
、
漢
字
で
「
表
意
文
字
」
と
書
く
場
合
と
で
は
読

み
取
れ
る
内
容
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
一

「
表
音
文
字
」
と
「
表
意
文
字
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
本

文
か
ら
ま
と
め
な
さ
い
。

◇
表
音
文
字

◇
表
意
文
字

問
二

「
漢
字
は
そ
の
点
大
変
珍
し
い
文
字
で
す
」(

ｐ
６
０
・
３
行)

と
い
え
る

の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

漢
字
は
「
表
音
文
字
」
・
「
表
意
文
字
」
で
い
う
と
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
？
他
の
種
類
の
字
と
の
違

い
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

第
三
段
落

目
標
【
漢
字
の
働
き
や
特
徴
を
理
解
し
よ
う
】

こ
の
段
落
で
は
た
く
さ
ん
の
例
が
示
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
例
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

問

三
段
落
で
は
漢
字
の
特
質
、
漢
字
の
持
つ
効
果
・
力
が
三
つ
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
三
点
を
ま
と
め
よ
。

一
つ
目･

･
･
･

「
『
危
』
の
字
」
の
例
、
「
『
蟹
』
の
字
」
の
例
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

二
つ
目･

･
･
･

新
聞
紙
面
の
「
野
球
の
成
績
表
」
の
例
、
「
求
人
広
告
」
の
例
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

三
つ
目･

･
･
･

「
失
語
症
と
い
う
言
葉
」
の
例
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
の
例
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。



「
漢
字
の
性
格
」
プ
リ
ン
ト
③

組

番

氏
名
（

）

第
四
段
落

目
標
【
漢
字
の
特
質
を
ま
と
め
よ
う
】

問
一

第
四
段
落
か
ら
、
漢
字
の
利
点
を
一
点
挙
げ
よ
う
。

問
二

第
四
段
落
か
ら
、
漢
字
の
欠
点
を
一
点
挙
げ
よ
う
。

→(
)

だ
け
で
は(

)

が
確
定
で
き
な
い
。

◆
例
え
ば
？

☆
「
会
社
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
次
の
語
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
熟
語
を
あ
げ

て
み
よ
う
。

「
学
」

①
「
学
校
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
熟
語

…②
「
な
ら
う
」
「
学
ぶ
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
熟
語


