
一
年
生
で　

な
ら
う

　

か
ん
字
の　

れ
い
文　

一
ら
ん  

3

れ
い
文
①
〜
⑤ 

（
山
・
水
・
川
・
雨
）  

9

れ
い
文
⑥
〜
⑩ 

（
日
・
月
・
火
・
木
）  

17

れ
い
文
⑪
〜
⑮ 

（
人
・
大
・
天
・
立
・
犬
）  

25

れ
い
文
⑯
〜
⑳ 

（
手
・
足
・
耳
・
目
・
口
）  

33

れ
い
文
㉑
〜
㉕ 

（
上
・
下
・
右
・
左
）  

41

れ
い
文
㉖
〜
㉚ 

（
子
・
女
・
男
・
学
・
校
）  

49

れ
い
文
㉛
〜
35 

（
先
・
生
・
字
・
文
・
本
）  
57

れ
い
文
36
〜
40 

（
一
・
二
・
三
・
四
）  
65

れ
い
文
41
〜
45 

（
玉
・
円
・
金
・
貝
・
白
）  

73

れ
い
文
46
〜
50 

（
草
・
花
・
虫
・
田
・
町
）  

81

一
年
生
の　

ま
と
め
⑴
〜
⑹  

89

こ
た
え  

95

 

も　

く　

じ 

※ （　
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中
の　

か
ん
字
は　

で
き
か
た
に

つ
い
て　

か
い
て
あ
り
ま
す
。

本
書
の
特
徴
と
使
い
方

　

あ
な
た
は
漢
字
が
好
き
で
す
か
？　

本
書
は
次
の
四
つ
の
特
徴
で
、
漢

字
を
し
っ
か
り
学
べ
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。

○
例
文
の
中
で
漢
字
の
使
い
方
を
理
解
で
き
ま
す

　

漢
字
は
二
字
以
上
組
み
合
わ
せ
て
（
熟
語
）
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
し
、
文
章
の
中
で
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

本
は
、
そ
の
学
年
で
勉
強
す
る
漢
字
を
五
十
の
例
文
の
中
に
全
部
入
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
例
文
は
、
理
科
の
勉
強
や
社
会
科
の
知
識
も
入
れ
て
い

ま
す
。
わ
か
ら
な
い
言
葉
（
熟
語
）
が
出
て
き
た
ら
、
国
語
辞
典
で
調
べ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
知
識
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
ま
す
。

　

例
文
を
読
ん
だ
り
、
漢
字
を
書
い
た
り
す
る
う
ち
に
賢
く
な
っ
て
い
る

自
分
に
気
が
つ
く
で
し
ょ
う
。

○
五
つ
の
例
文
を
徹
底
反
復
学
習
で
無
理
な
く
定
着
さ
せ
ま
す

　

漢
字
は
一
度
書
い
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
だ
け
で
は
覚
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
本
で
は
五
つ
の
例
文
を
「
三
回
読
み
」「
な
ぞ
り
」「
読
み
が

な
」「
解
説
」「
難
し
い
文
字
の
書
き
取
り
（
二
回
）」「
全
文
書
き
取
り

（
二
回
）」
の
順
に
繰
り
返
し
練
習
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
無

理
な
く
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



　

本
書
は
ペ
ー
ジ
の
順
に
以
下
の
使
い
方
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一
． 
例
文
を
三
回
読
む
。
ま
ず
、
漢
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ

う
。

二
． 

漢
字
を
な
ぞ
る
。
漢
字
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
漢
字
の
形
・
読
み
方
を

確
か
め
ま
し
ょ
う
。

三
． 

読
み
が
な
を
書
く
。
漢
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
確
か
め
ま

し
ょ
う
。

四
． 

古
代
文
字
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
古
代
文
字
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど

の
説
明
を
読
ん
で
、
漢
字
の
で
き
方
な
ど
を
知
り
ま
し
ょ
う
。

五
． 

漢
字
を
書
く
。
ち
ゃ
ん
と
漢
字
の
形
を
覚
え
た
か
確
か
め
ま
し
ょ

う
。

六
． 

こ
の
本
の
終
わ
り
に
、
学
年
の
漢
字
を
全
部
使
っ
た
テ
ス
ト
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
テ
ス
ト
で
実
力
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

○
手
書
き
文
字
が
お
手
本
に
な
り
ま
す

　

こ
の
本
で
は
活
字
で
は
な
く
、
実
際
に
書
く
と
き
に
お
手
本
に
な
る
よ

う
な
文
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。
な
ぞ
っ
た
り
、
見
本
の
文
字
と
し
て
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。

○
古
代
文
字
の
解
説
が
あ
り
ま
す

　

漢
字
は
、
三
千
年
以
上
も
前
に
中
国
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今

も
日
本
や
中
国
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
は
長
い
間
使
っ
て
い
る
う
ち

に
、
書
き
や
す
い
字
、
速
く
書
け
る
字
、
美
し
い
字
が
い
ろ
い
ろ
発
明
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
字
の
形
が
変
わ
っ
て
き
ま

し
た
。

　

漢
字
を
勉
強
し
て
い
る
あ
な
た
に
、
古
代
文
字
に
ふ
れ
て
も
ら
っ
て
、

漢
字
が
さ
ら
に
好
き
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ
て
、「
漢
字
の
で

き
か
た
」
の
ペ
ー
ジ
を
作
り
ま
し
た
。

　
「
い
ぬ
」
の
漢
字
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
古
代
文
字
で
は
「

」
と

書
き
ま
し
た
。
犬
の
形
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
今
の
「
犬
」
の
方

が
書
き
や
す
い
で
す
ね
。「
や
ま
」
も
「

」
や
「

」（
二
字
と
も
古

代
文
字
）
よ
り
「
山
」
が
書
き
や
す
い
で
し
ょ
う
。
漢
字
も
一
字
一
字
、

意
味
や
読
み
方
、
書
き
方
を
覚
え
る
た
め
の
練
習
が
と
て
も
大
事
で
す

が
、
と
き
ど
き
、
昔
の
字
は
ど
ん
な
形
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
き
っ
と
漢
字
の
勉
強
が
今
ま
で
よ
り
も
っ
と
楽
し
く
な
り
ま

す
よ
。

 

桝
谷　

雄
三

＊
本
書
の
例
文
は
『
ス
ピ
ー
ド
学
習
漢
字
プ
リ
ン
ト
』

 

（
桝
谷
雄
三
著
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
Ａ　

二
〇
〇
九
年
）
の
例
文
を
再
編
集
致
し
ま
し
た
。


