
国
語
の
学
習
に
つ
い
て

～
そ
の
一
「
辞
書
の
使
い
方
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
」
～

＊
国
語
総
合
Ａ
で
は
現
代
文
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
学
習
し
ま
す
。

１

国
語
辞
典

国
語
辞
典
は
現
代
語
の
漢
字
・
意
味
を
調
べ
る
た
め
の
辞
書
で
す
。
主
に
国
語
総
合
Ａ
の
授
業
で

使
う
辞
書
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
文
章
と
は
こ
れ
か
ら
（
高
校
を
卒
業
し
た

後
も
）
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
家
に
自
分
に
合
っ
た
国
語
辞
典
が
な

い
人
は
ぜ
ひ
一
冊
用
意
し
て
下
さ
い
。

ひ
き
方
は
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
の
語
彙
（
読
み
は
「
ご
い
」
、
意
味

は
「
あ
る
人
が
用
い
る
語
の
全
体
」
）
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
文
の
読
解
力
・
表
現
力

を
上
げ
て
い
く
た
め
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
今
回
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
「
世
界
は
常
に
更
新
さ

れ
て
い
る
」
の
意
味
調
べ
プ
リ
ン
ト
に
あ
る
言
葉
の
意
味
や
、
プ
リ
ン
ト
に
な
く
て
も
自
分
が
わ

か
り
に
く
い
と
思
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
、
ど
ん
ど
ん
辞
書
を
ひ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
回
数

を
重
ね
て
素
早
く
辞
書
を
ひ
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
国
語
や
英
語
で
は
効
率
的
な
学
習
の
第

一
歩
で
す
。
面
倒
が
ら
ず
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

＊
国
語
総
合
Ｂ
で
は
古
典
（
近
代
以
前
の
日
本
・
中
国
の
文
章
）
を
取
り
上
げ
て
学
習
し
ま
す
。

古
文
＝
日
本
の
古
典
、
漢
文
＝
中
国
の
古
典
（
日
本
の
古
典
の
文
法
に
合
わ
せ
て
読
み
ま
す
。
）

２

古
語
辞
典

入
学
前
に
全
員
同
じ
辞
書
（
電
子
辞
書
に
も
同
じ
古
語
辞
典
が
入
っ
て
い
ま
す
。
）
を
購
入
し
て

い
ま
す
の
で
、
国
語
総
合
Ｂ
の
授
業
に
は
必
ず
用
意
し
て
来
て
下
さ
い
。

五
十
音
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
国
語
辞
典
と
同
じ
で
す
が
、
か
な
づ
か
い
が
歴
史
的
か
な
づ
か

い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、

今
回
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
現
代
語
訳
（
自
分
で
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
で
よ

い
）
に
取
り
組
む
時
に
、
教
科
書
二
三
一
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
「
い
ら
へ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を

調
べ
る
と
き
に
は
、

①
「
い
ら
へ
」
は
動
詞
な
の
で
、
基
本
形
の
「
い
ら
ふ
」
に
す
る
。
（
こ
の
言
葉
を
発
音
す
る
と

き
に
は
「
い
ら
う
」
と
発
音
す
る
。
）

②
辞
書
で
「
い
ら
ふ
」
で
意
味
を
調
べ
る
。

意
味
は
「
答
え
る
。
返
答
す
る
。
」

同
じ
ペ
ー
ジ
の
六
行
目
「
笑
ふ
」
な
ど
も
普
段
の
言
葉
＝
現
代
語
で
は
「
わ
ら
う
」
と
発
音
し
て

い
ま
す
が
、
古
語
辞
典
を
引
く
と
き
に
は
「
笑
ふ
」
で
ひ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

３

漢
和
辞
典

主
に
漢
文
の
時
間
に
使
い
ま
す
。
漢
字
の
意
味
を
知
り
、
漢
字
力
を
つ
け
る
こ
と
は
現
代
文
の

読
解
に
も
と
て
も
役
に
立
つ
こ
と
で
す
。
国
語
辞
典
と
比
べ
て
少
し
ひ
く
の
に
手
間
が
か
か
り
ま

す
が
、
ぜ
ひ
使
っ
て
み
て
下
さ
い
。

例
え
ば
、

教
科
書
三
二
二
ペ
ー
ジ
に
「
転
禍
為
福
」
と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
の
「
転
」
と
い
う

字
を
漢
和
辞
典
で
調
べ
て
み
ま
す
。

①
漢
和
辞
典
は
Ａ
部
首
の
画
数
、
Ｂ
総
画
数
、
Ｃ
音
訓
の
三
つ
の
方
法
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
今
、
皆
さ
ん
は
こ
の
漢
字
の
音
読
み
が
「
テ
ン
」
で
あ
る
と
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
Ｃ
音

訓
で
調
べ
る
と
「
テ
ン
」
と
読
む
漢
字
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
こ
の
漢
字

が
載
っ
て
い
る
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
下
さ
い
。

②
そ
こ
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

・
総
画
数

十
八
画

・
部
首

車

・
読
み

音
読
み
「
テ
ン
」
、
訓
読
み
「
こ
ろ
（
が
る
）
、
こ
ろ
（
げ
る
）
、
こ
ろ
（
が
す
）
、

こ
ろ
（
ぶ
）
」

・
意
味

い
く
つ
か
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
当
て
は
ま
る
の
は
、
「
②
う
つ
る
。
こ

ろ
が
る
よ
う
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
う
つ
っ
て
い
く
。
ま
わ
り
舞
台
の
よ
う
み
次
々
と
か

わ
る
。
」
と
い
う
意
味
で
す
。

・
そ
の
他

こ
の
字
は
も
と
も
と
「
轉
」
と
い
う
字
で
す
が
、
「
專
」
の
部
分
に
は
「
ま
る
く

回
転
す
る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
「
轉
」
＝
「
転
」
は
車
の
よ

う
に
回
転
す
る
こ
と
。
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
や
、

難
読
語
「
転
寝
＝
う
た
た
ね
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
載
っ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

＊

言
葉
や
漢
字
の
意
味
は
使
う
辞
書
（
同
じ
国
語
辞
典
で
も
）
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
、

古
文
の
授
業
以
外
で
は
少
し
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
使
っ
て
い
る
辞
書
で
そ
れ
ぞ

れ
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
文
脈
に
よ
っ
て
ど
の
意
味
を
使
う
の
か
、
は
授
業
で
確
認
し
ま

し
ょ
う
。


