
対
象
学
年
五
・
六
年
生

国
語
「
同
じ
漢
字
の
読
み
方
」（ 

）
組
（ 

）
番 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

） 
○
漢
字
辞
典
と
国
語
辞
典
を
使
っ
て
、
次
の
問
題
に
ち
ょ
う
戦
し
よ
う
。 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 

           

問
① 

次
の
文
の 

 
 

に
は
、
（ 

）
の
中
の
ど
の
漢
字
を
使
っ
た
言
葉
が
適
切
で
し

ょ
う
か
。 

 
 

の
中
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

■ 

は
か
る
（
測
る
・
計
る
・
量
る
） 

 

ア 

肥
料
の
入
っ
た
ふ
く
ろ
の
重
さ
を 

 
 

。 

 

イ 

校
庭
の
木
の
高
さ
を 

 
 

。 

 

ウ 

往
復
に
か
か
る
時
間
を 

 
 

。 

 
 

 
 

 

問
② 

次
の
文
を
読
ん
で
、
同
じ
読
み
方
を
す
る
部
分
に
線
を
引
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉

の
意
味
を
、
国
語
辞
典
で
調
べ
ま
し
ょ
う
。 

■ 

酸
性
雨
を
防
ご
う
と
い
う
意
見
に
賛
成
す
る
。 

う
ら
面
に
答
え
が
あ
り
ま
す
。
答
え
合
わ
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。 

で
き
た
人
は
、
問
②
へ
進
み
、
で
き
な
か
っ
た
人
は
、
う
ら
面
の

《
ス
テ
ッ
プ
１
》
で
た
し
か
め
よ
う
！ 

う
ら
面
に
答
え
が
あ
り
ま
す
。
答
え
合
わ
せ
を
し
ま
し
ょ
う
。

で
き
な
か
っ
た
人
は
、
う
ら
面
の
《
ス
テ
ッ
プ
２
》
で
た
し
か
め

よ
う
！ 

◇
ヒ
ン
ト
…
漢
字
辞
典
で
意
味
を

調
べ
て
み
よ
う
。 

・
測
る
… 

 

・
計
る
… 

 

・
量
る
… 

 

◇ 

線
を
引
い
た
部
分
を(  

 
)

の
中
に
書
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
国
語
辞
典
で
調
べ
て
み
よ
う
。 

（ 
 
 

）
… 

（ 
 
 

）
… 



  
※ 
漢
字
の
意
味
は
、
自
分
が
引
い
た
漢
字
辞
典
で
確
か
め
て
ね
。 

               

※ 

熟
語
の
意
味
は
、
自
分
が
引
い
た
国
語
辞
典
で
確
か
め
て
ね
。 

                    

問
①
の
答
え 

ア 

量
る 

 

イ 

測
る 

 

ウ 

計
る 

 
エ 
⑷ 

《
ス
テ
ッ
プ
１
》
漢
字
辞
典
を
使
っ
た
漢
字
の
調
べ
方
（
小
学
校
四
年
） 

○
漢
字
辞
典
に
は
、
三
つ
の
さ
く
い
ん
が
つ
い
て
い
ま
す
。
漢
字
を
さ
が
す
と
き
に
は
、
そ
の
ど
れ
か
を
使
い
ま
す
。 

        

○
「
は
か
る
」
は
、
同
じ
訓
読
み
の
言
葉
な
の
で
、「
音
訓
さ
く
い
ん
」
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
に
も
、「
熱
い
」

と
「
暑
い
」、「
厚
い
」
や
、「
差
す
」
と
「
指
す
」
な
ど
、
同
じ
訓
を
も
っ
て
い
て
も
ち
が
う
意
味
や
ち
が
う
使
い
方
の

漢
字
が
あ
り
ま
す
。 

「
答
え
合
わ
せ
」
と
「
た
し
か
め
」
の
ペ
ー
ジ 

問
②
の
答
え 

（ 

酸
性 

）
と
（ 

賛
成 
） 

【
学
習
の
ま
と
め
】
◎
漢
字
に
も
、
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
り
、
文
や
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
ど
の
意
味
に
当
て
は
ま
る

か
を
考
え
ま
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
辞
典
を
使
い
、
言
葉
や
漢
字
を
正
し
く
使
え
る
よ
う
に
な
ろ
う
。 

で
き
た
人
は
表
の
問
②
へ
、
で
き

な
か
っ
た
人
は
《
ス
テ
ッ
プ
１
》
へ
！ 

答
え
の
順
番
は
、
問
い
ま
せ
ん
。 

で
き
な
か
っ
た
人
は
《
ス
テ
ッ
プ
２
》
へ
！ 

｢音訓さくいん｣で引く 

 漢字の読み方が分かっ

ているときは、「音訓さく

いん」を見ます。音訓さく

いんには、読み方が五十音

順にならんでいます。 

｢部首さくいん｣で引く 

 部首を手がかりにする

ときは、「部首さくいん」

を見ます。部首さくいんに

は、画数の少ないものから

順にならんでいます。 

｢総画さくいん｣で引く 

 漢字の読み方も部首も

分からないときは、「総画

さくいん」で調べます。総

画さくいんには、漢字が総

画数の少ないものから順

にならんでいます。 

《
ス
テ
ッ
プ
２
の
１
》
国
語
辞
典
の
「
見
出
し
語
」（
小
学
校
三
年
） 

○
「
見
出
し
語
」
は
、
五
十
音
順
に
な
ら
ん
で
い
ま
す
。 

 
 

✳
「
ひ
ろ
い
」
と
「
ふ
か
い
」
で
は
、
一
字
目 

 
 

の
「
ひ
」
と
「
ふ
」
を
く
ら
べ
て
、「
ひ
」
が 

 

先
に
な
り
ま
す
。 

 

✳
一
字
目
が
同
じ
の
「
ふ
か
い
」
と
「
ふ
と
い
」 

 

は
、
二
字
目
の
「
か
」
と
「
と
」
を
く
ら
べ
て 

 

「
か
」
が
先
に
な
り
ま
す
。 

《
ス
テ
ッ
プ
２
の
２
》
国
語
辞
典
を
使
っ
た
言
葉
の
意
味
の
調
べ
方
（
小
学
校
三
年
） 

○
多
く
の
国
語
辞
典
は
、
左
の
よ
う
な
示
し
方
を
し
て
い
ま
す
。 

      
 

 

先 
 

後 
 
 
 
 

○ひ
ろ
い 

 
 

は

○ひ
○ふ
へ
ほ 

 
 

↓ 
 
 
 
 

 
先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ふ

◇か
い 

 
◇か
き
く
け
こ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

↓ 
 
 
 

た
ち
つ
て

◇と 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふ

◇と
い 

 
 
 
 
 
 

後 

・
辞
典
に
示
さ
れ
て
い
る
意
味
の
う
ち
、
文
の
内
よ
う
か
ら
、
ど
の
意
味
が

当
て
は
ま
る
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

・
見
出
し
語
は
「
―
」
で

省
し
ょ
う

り
ゃ
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
で
す
。 

（
例
）
「
心
が

―
人
」 

○
問
題
に
あ
っ
た
「
酸
性
」
と
「
賛
成
」
は
、
ど
ち
ら
も
音
読
み
で
（
さ

ん
せ
い
）
と
読
み
ま
す
。
他
に
も
、
「
先
頭
」
と
「
銭
湯
」
や
、
「
功

績
」
と
「
鉱
石
」
な
ど
、
同
じ
音
を
も
つ
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
で

き
た
熟

じ
ゅ
く

語
が
あ
り
ま
す
。 


