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書写からひろがる, まなび, くらし

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
作
家
。「
リ
ラ
ッ
ク
マ
生
活
」
シ
リ
ー
ズ

の
ほ
か
、「
う
さ
ぎ
の
モ
フ
ィ
」、「
み
か
ん
ぼ
う
や
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
著
作
多
数
。
文
具
メ
ー
カ
ー

勤
務
を
経
て
フ
リ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
二
児
の
母
と
し
て
育
児
に
奮
闘
中
。

コ
ン
ド
ウ
ア
キ

書写的
生活

コンドウアキ●の

連載

第十一回

　日
常
生
活
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
正

し
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
自
分
の
気

持
ち
や
考
え
、
用
件
を
誰
か
に
正
し
く
伝
え
た
い
と
き
、
あ
な
た
な
ら
、
ど
ん
な
方
法
を

選
び
ま
す
か
。

Special Interview

一期一会を楽しむ
小学書写の授業を。
神戸女子短期大学幼児教育学科教授

山内有香子

本資料は , 一般社団法人教科書協会
「教科書発行者行動規範」に則り,
配布を許可されているものです。



　ま
た
、
書
写
の
授
業
が
苦
手
だ
と
い
う
声
を
、
現

場
で
よ
く
聞
き
ま
す
。自
分
の
文
字
に
自
信
が
な
く
て
、

苦
手
意
識
を
も
つ
先
生
は
案
外
多
い
の
で
す
。

  「
若
い
先
生
に
限
ら
ず
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
で
も
、  

　
書
写
の
授
業
が
苦
手
だ
と
い
う
方
は
た
く
さ
ん
い

　
ま
す
が
、
先
生
の
文
字
の
良
し
悪
し
だ
け
で
授
業

　
が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
時
間

　
の
間
に
、
先
生
が
一
度
も
筆
を
持
た
な
く
て
も
、

　
よ
い
授
業
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
伝
え
た

　
い
。
体
育
の
授
業
と
同
じ
。
先
生
が
必
ず
し
も
跳

　
び
箱
を
跳
ば
な
い
と
教
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な

　
い
。
子
ど
も
が
跳
べ
る
よ
う
に
指
導
で
き
れ
ば
い

　
い
で
す
よ
ね
。
書
写
指
導
も
、
子
ど
も
た
ち
が
学

　
べ
る
手
立
て
が
あ
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」

日本の伝統文様C O V E R  d e s i g n  A R T  W O R K

平仮名の形に気をつけて書こう
神奈川県横浜市立峯小学校教諭　北村しのぶ

指導のミカタ ❶

硬筆入門期の書写指導　～二年生の指導について～
滋賀県蒲生郡日野町立桜谷小学校講師　長井礼子

指導のミカタ ❷

第二回　東京都 台東区を行く
やすみりえ

やすみりえ の 五・七・五紀行

連載 第十一回

コンドウアキの書写的生活
コンドウアキ

一期一会を楽しむ小学書写の授業を。
神戸女子短期大学幼児教育学科教授　山内有香子

Special Interview

C O N T E N T S

Q. 「書く速さ」についてどのように指導しますか？
宮本榮信

書写のココが知りたい！

「語彙指導」と書写指導　連載 第二回
甲南女子大学人間科学部総合子ども学科教授　尾﨑靖二

これからの国語を考える

水書用筆・水書用紙って何？

特集
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書写力向上宣言
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土佐和紙 高知県いの町

世界一薄い手すき和紙を生む卓越した技術力の源とは

目指せ！ 文房四宝博士 ②
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20

広い海がもたらす恩恵を感じさせる柄。未来永劫

へと続く幸せへの願いが，無限に広がる波の文様

に込められていて，大変縁起のよいものとされて

います。

Special Interview

【青海波】せいがいは

一期一会を楽しむ
小学書写の授業を。

山内有香子
Yukako Yamauchi

神戸女子短期大学幼児教育学科教授

　教
育
現
場
で
は
、
書
写
の
授
業
が
苦
手
と
い
う
先

生
方
の
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
小

学
校
の
書
写
指
導
に
お
い
て
、
第
一
線
で
活
躍
さ
れ

て
き
た
山
内
先
生
に
、
長
年
現
場
で
培
っ
て
こ
ら
れ

た
経
験
に
よ
る
こ
だ
わ
り
や
現
場
で
の
取
り
組
み
な

ど
、
貴
重
な
お
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

神
戸
市
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
の
就
任
に
よ
り

授
業
の
動
画
を
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
配
信

　平
成
二
十
六
年
度
よ
り
神
戸
市
教
育
委
員
会
が
、

優
れ
た
教
育
指
導
力
を
有
す
る
教
員
を
、
神
戸
市
授

業
マ
イ
ス
タ
ー
と
し
て
認
定
す
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
。

認
定
さ
れ
た
教
員
の
授
業
は
、
学
校
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ

ト
を
通
し
て
神
戸
市
の
教
員
に
幅
広
く
配
信
し
、
授

業
力
向
上
の
一
つ
の
手
立
て
に
し
て
い
ま
す
。
山
内

先
生
は
神
戸
市
立
高
津
橋
小
学
校
に
勤
務
さ
れ
て
い

た
平
成
二
十
八
年
度
に
、
書
写
の
指
導
実
績
が
認
め

ら
れ
て
、神
戸
市
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
に
就
任
し
ま
し
た
。

「
こ
こ
数
年
、
若
い
先
生
が
急
激
に
増
え
、
日
々
の

　
教
育
活
動
の
な
か
で
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
に
学
ぶ
こ

　
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
神
戸
市

　
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
の
授
業
を
動
画
で
配
信
し
て
い

　
る
の
で
す
。
ど
の
先
生
も
、
学
校
の
デ
ス
ク
上
で

　
好
き
な
と
き
に
、
参
考
に
し
た
い
授
業
の
動
画
を

　
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
、
先
輩
の

　
授
業
を
見
た
り
、
自
分
で
授
業
を
公
開
し
た
り
し

　
て
い
く
の
が
理
想
的
で
す
が
、
毎
日
は
な
か
な
か

　
時
間
が
取
れ
な
い
の
が
現
状
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を

　
利
用
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
の
授

　
業
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。」

0203
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や
っ
た
！ 

で
き
た
！ 

と
い
う
達
成
感
を

子
ど
も
た
ち
に
味
わ
わ
せ
る
授
業
を

　で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
魅
力
的
に
感
じ
る
授
業
と

は
何
な
の
か
。
山
内
先
生
に
、
理
想
の
授
業
に
つ
い

て
尋
ね
て
み
る
と
、
達
成
感
の
あ
る
楽
し
さ
を
子
ど

も
た
ち
が
感
じ
ら
れ
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

い
い
ま
す
。

「
で
き
た
こ
と
の
喜
び
、
自
分
の
能
力
が
高
ま
っ

　
た
実
感…

。
子
ど
も
た
ち
が
変
化
を
感
じ
ら
れ
る

　
授
業
を
心
が
け
て
き
ま
し
た
。
書
写
の
授
業
は
実

　
技
教
科
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
達
成
感
を
味

　
わ
わ
せ
や
す
い
。
文
字
を
書
く
こ
と
は
、
見
て
わ

　
か
り
や
す
く
、
う
ま
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き

　
る
の
が
魅
力
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
時
間

　
で
ち
ょ
っ
と
気
を
つ
け
れ
ば
う
ま
く
書
け
る
と
感

　
じ
、
次
の
時
間
も
、
違
う
文
字
も
、
と
意
欲
を
も

　
た
せ
や
す
い
授
業
が
で
き
る
の
で
す
。」

　し
か
し
、
書
写
の
授
業
が
好
き
に
な
れ
な
い
子
ど

も
が
い
る
こ
と
も
。
き
れ
い
に
書
け
な
く
て
、
自
信

を
な
く
し
て
し
ま
い
、
苦
手
意
識
を
も
っ
て
し
ま
っ

た
と
し
た
ら…

。

「
ま
ず
、
何
と
比
べ
て
自
信
を
な
く
し
て
い
る
の
か

　
を
考
え
て
み
ま
す
。
教
科
書
の
お
手
本
と
？ 

ク
ラ

　
ス
の
友
達
と
？ 

書
道
教
室
に
通
っ
て
い
る
友
達
の

　
文
字
と
比
べ
た
ら
、
自
信
を
な
く
す
の
は
あ
た
り

　
ま
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
授
業
で
こ
だ

　
わ
っ
て
い
る
の
は
、
”他
人
と
比
べ
な
い”

と
い

　
う
と
こ
ろ
。
一
時
間
前
の
自
分
と
比
べ
て
、
成
長

　
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。『
”
は
ら
い”

の
筆
使

　
い
』『
へ
ん
と
つ
く
り
の
組
み
立
て
方
』
な
ど
と
、

　
ね
ら
い
を
も
っ
て
学
習
し
、
最
初
に
書
い
た
文

　
字
と
一
時
間
後
に
書
い
た
文
字
を
比
べ
た
ら
、
確

　
実
に
上
達
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
は
ず
で
す
。」

　教
室
で
掲
示
す
る
場
合
も
、最
初
に
書
い
た
文
字
と
、

う
ま
く
な
っ
た
文
字
の
二
種
類
の
掲
示
を
お
す
す
め

さ
れ
て
い
ま
す
。
教
室
に
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
場
合
は
、

そ
の
と
き
に
頑
張
っ
た
数
名
を
抜
粋
し
て
掲
示
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
か
。

「
書
写
の
学
習
は
作
品
づ
く
り
が
目
標
で
は
な
い
で

　
す
か
ら
、
掲
示
は
作
品
展
で
は
な
い
こ
と
を
意
識

　
し
た
い
で
す
ね
。
学
習
の
足
跡
が
わ
か
る
方
法
を

　
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。」

指
導
の
中
で
大
切
に
し
て
き
た
の
は

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
こ
と

　長
年
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
、
山
内
先
生
が
子
ど
も

た
ち
と
接
す
る
う
え
で
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
、

あ
ら
た
め
て
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

「
二
十
三
年
前
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た

　
こ
と
で
、
考
え
方
に
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

　
あ
の
地
震
が
、
も
し
学
校
に
い
る
と
き
に
起
こ
っ

　
て
い
た
ら
、
私
は
目
の
前
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を

　
守
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
今
の
私
な

　
ら
、
震
災
も
経
験
し
て
、
防
災
教
育
も
学
ん
だ
の

　
で
、
あ
の
と
き
よ
り
は
、
子
ど
も
た
ち
を
守
れ
る

　
か
も
し
れ
な
い
。」

震
災
の
経
験
を
通
し
て
、
教
員
と
し
て
の
確
固
た
る

考
え
方
に
行
き
つ
い
た
の
で
す
。

「
学
校
に
い
る
子
ど
も
た
ち
の
、
心
と
体
を
守
る
こ

　
と
を
第
一
に
考
え
て
い
ま
す
。
元
気
な
姿
そ
の
ま

　
ま
で
、
家
に
帰
っ
て
も
ら
う
の
が
最
も
大
切
な
こ

　
と
。
明
日
も
学
校
に
来
た
い
な
と
思
っ
て
、
笑
顔

　
で
帰
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
一
番
の
願
い
で
す
。」

　子
ど
も
た
ち
の
学
校
生
活
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
が
あ
り
ま
す
。
笑
顔
を
守
る
た
め
に
、教
員
に
と
っ

て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
っ
ぱ
り

授
業
の
お
も
し
ろ
さ
だ
と
い
い
ま
す
。

「
友
達
同
士
で
遊
ん
で
楽
し
む
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん

　
大
切
。
で
も
、
学
校
生
活
で
一
番
長
い
の
は
、
授

　
業
の
時
間
。
授
業
が
お
も
し
ろ
く
な
い
と
、
学
校

　
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ

　
か
っ
た
、
で
き
た
、
も
っ
と
や
り
た
い
、
と
思
え

　
る
授
業
を
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に

　
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。」

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
水
書
用
紙
を
は
じ
め

新
し
い
取
り
組
み
を
積
極
的
に

　年
々
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
進
化
を
遂
げ
て
、
種

類
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
う
ま
く
授
業
内
容
に
組

み
込
め
ば
、
多
く
の
学
習
効
果
が
出
ま
す
。
そ
の
取

り
入
れ
方
を
、
今
後
は
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
画
期
的
で
す
ね
。
書
写
の
授

　
業
で
筆
使
い
を
教
え
る
際
に
は
、
先
生
が
子
ど
も

　
た
ち
の
目
の
前
で
書
い
て
見
せ
る
の
が
一
番
で
す

　
が
、
三
十
〜
四
十
名
の
児
童
が
い
る
教
室
で
は
、

　
穂
先
ま
で
は
見
せ
に
く
い
。
全
員
に
マ
ン
ツ
ー
マ

　
ン
で
見
せ
る
の
も
難
し
い
。
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
教

　
科
書
の
動
画
を
使
え
ば
、
大
き
な
画
面
で
繰
り
返

　
し
確
認
す
る
こ
と
も
容
易
に
で
き
ま
す
。
書
く
こ

　
と
に
自
信
の
あ
る
先
生
、
自
信
の
な
い
先
生
、
ど

　
ち
ら
と
も
、
学
び
を
支
え
る
ツ
ー
ル
と
し
て
う
ま

　
く
使
っ
て
い
く
べ
き
で
す
。」

　学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
て
、
水
書
用
筆
や
水

書
用
紙
も
今
後
の
教
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
た
と
え
ば
、
低
学
年
で
の
”は
ね”

”は
ら
い”

の

　
指
導
に
、
こ
れ
ま
で
粘
土
や
絵
筆
を
使
っ
て
い
ま

　
し
た
。
こ
れ
を
、
水
書
用
筆
で
学
習
す
る
と
よ
い

　
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。
手
や
机
を
汚
さ
ず
に

　
学
習
で
き
る
の
も
、
嬉
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
今

　
後
の
実
践
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」

幼
小
連
携
に
こ
だ
わ
っ
た
教
育
を

大
学
教
授
の
立
場
か
ら
考
え
る

　平
成
三
十
年
度
よ
り
、
小
学
校
教
諭
か
ら
大
学
教

授
へ
転
身
を
遂
げ
た
山
内
先
生
。
こ
れ
ま
で
の
経
験

を
い
か
す
べ
く
、
幼
児
教
育
学
科
に
て
未
来
の
先
生

を
育
成
す
る
立
場
に
変
わ
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
や
保

育
園
の
保
育
内
容
を
指
導
し
な
が
ら
、
ゼ
ミ
で
は
絵

本
を
テ
ー
マ
に
、
学
生
た
ち
と
一
緒
に
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。

「
幼
小
連
携
の
大
切
さ
は
、
今
の
私
に
は
欠
か
せ
な

　
い
テ
ー
マ
。
幼
稚
園
や
保
育
園
の
後
に
、
子
ど
も

　
た
ち
が
進
学
す
る
小
学
校
の
こ
と
も
、
学
生
た
ち

　
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
指
導
を
心
が
け
て
い

　
ま
す
。
最
近
の
幼
稚
園
で
は
、
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
、

　
積
極
的
に
文
字
を
教
え
て
書
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ

　
が
増
え
て
い
ま
す
。
小
さ
く
て
力
の
弱
い
子
ど
も

　
の
手
に
合
う
筆
記
具
は
何
か
、
持
ち
方
の
指
導
は

　
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
現
場
の
状
況
が
気
に
な
り
ま

　
す
。
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、
自
分
に
何
が
で

　
き
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
で
す
。」

　山
内
先
生
が
研
究
と
教
育
の
両
輪
に
取
り
組
ま
れ

て
い
る
現
状
で
感
じ
る
こ
と
は
、
い
く
ら
研
究
を
進

め
て
も
、
現
場
の
実
践
な
く
し
て
は
教
育
の
世
界
は

成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
。
小
学
校
で
活
躍
さ
れ

る
先
生
方
へ
笑
顔
で
エ
ー
ル
を
送
ら
れ
ま
し
た
。

「
授
業
と
い
う
の
は
一
期
一
会
で
、
二
度
と
同
じ
授

　
業
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
ど
き
に
作
り
上
げ

　
る
の
が
授
業
。
と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
現

　
場
は
、
す
ば
ら
し
く
輝
か
し
い
。
先
生
方
に
は
自

　
分
の
仕
事
に
誇
り
を
も
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
学

　
ぶ
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
て
い
っ
て
ほ
し
い

　
で
す
ね
。」

小
学
校
教
諭
を
経
て
、
平
成
三
十
年

四
月
よ
り
神
戸
女
子
短
期
大
学
幼
児

教
育
学
科
教
授
に
就
任
。
神
戸
市
立

小
学
校
教
育
研
究
会
書
写
部
幹
事
、

兵
庫
県
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
事
務
局
を
歴

任
。
平
成
二
十
六
年
、
神
戸
市
教
育

実
践
功
労
賞
を
受
賞
。
平
成
二
十
八

年
、
神
戸
市
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
就
任
。

山
内
有
香
子

や
ま 

う
ち  

ゆ   

か   

こ
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や
っ
た
！ 

で
き
た
！ 

と
い
う
達
成
感
を

子
ど
も
た
ち
に
味
わ
わ
せ
る
授
業
を

　で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
魅
力
的
に
感
じ
る
授
業
と

は
何
な
の
か
。
山
内
先
生
に
、
理
想
の
授
業
に
つ
い

て
尋
ね
て
み
る
と
、
達
成
感
の
あ
る
楽
し
さ
を
子
ど

も
た
ち
が
感
じ
ら
れ
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

い
い
ま
す
。

「
で
き
た
こ
と
の
喜
び
、
自
分
の
能
力
が
高
ま
っ

　
た
実
感…

。
子
ど
も
た
ち
が
変
化
を
感
じ
ら
れ
る

　
授
業
を
心
が
け
て
き
ま
し
た
。
書
写
の
授
業
は
実

　
技
教
科
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
達
成
感
を
味

　
わ
わ
せ
や
す
い
。
文
字
を
書
く
こ
と
は
、
見
て
わ

　
か
り
や
す
く
、
う
ま
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き

　
る
の
が
魅
力
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
時
間

　
で
ち
ょ
っ
と
気
を
つ
け
れ
ば
う
ま
く
書
け
る
と
感

　
じ
、
次
の
時
間
も
、
違
う
文
字
も
、
と
意
欲
を
も

　
た
せ
や
す
い
授
業
が
で
き
る
の
で
す
。」

　し
か
し
、
書
写
の
授
業
が
好
き
に
な
れ
な
い
子
ど

も
が
い
る
こ
と
も
。
き
れ
い
に
書
け
な
く
て
、
自
信

を
な
く
し
て
し
ま
い
、
苦
手
意
識
を
も
っ
て
し
ま
っ

た
と
し
た
ら…

。

「
ま
ず
、
何
と
比
べ
て
自
信
を
な
く
し
て
い
る
の
か

　
を
考
え
て
み
ま
す
。
教
科
書
の
お
手
本
と
？ 

ク
ラ

　
ス
の
友
達
と
？ 

書
道
教
室
に
通
っ
て
い
る
友
達
の

　
文
字
と
比
べ
た
ら
、
自
信
を
な
く
す
の
は
あ
た
り

　
ま
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
授
業
で
こ
だ

　
わ
っ
て
い
る
の
は
、
”他
人
と
比
べ
な
い”

と
い

　
う
と
こ
ろ
。
一
時
間
前
の
自
分
と
比
べ
て
、
成
長

　
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。『
”
は
ら
い”

の
筆
使

　
い
』『
へ
ん
と
つ
く
り
の
組
み
立
て
方
』
な
ど
と
、

　
ね
ら
い
を
も
っ
て
学
習
し
、
最
初
に
書
い
た
文

　
字
と
一
時
間
後
に
書
い
た
文
字
を
比
べ
た
ら
、
確

　
実
に
上
達
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
は
ず
で
す
。」

　教
室
で
掲
示
す
る
場
合
も
、最
初
に
書
い
た
文
字
と
、

う
ま
く
な
っ
た
文
字
の
二
種
類
の
掲
示
を
お
す
す
め

さ
れ
て
い
ま
す
。
教
室
に
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
場
合
は
、

そ
の
と
き
に
頑
張
っ
た
数
名
を
抜
粋
し
て
掲
示
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
か
。

「
書
写
の
学
習
は
作
品
づ
く
り
が
目
標
で
は
な
い
で

　
す
か
ら
、
掲
示
は
作
品
展
で
は
な
い
こ
と
を
意
識

　
し
た
い
で
す
ね
。
学
習
の
足
跡
が
わ
か
る
方
法
を

　
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。」

指
導
の
中
で
大
切
に
し
て
き
た
の
は

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
こ
と

　長
年
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
、
山
内
先
生
が
子
ど
も

た
ち
と
接
す
る
う
え
で
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
、

あ
ら
た
め
て
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

「
二
十
三
年
前
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た

　
こ
と
で
、
考
え
方
に
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

　
あ
の
地
震
が
、
も
し
学
校
に
い
る
と
き
に
起
こ
っ

　
て
い
た
ら
、
私
は
目
の
前
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を

　
守
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
今
の
私
な

　
ら
、
震
災
も
経
験
し
て
、
防
災
教
育
も
学
ん
だ
の

　
で
、
あ
の
と
き
よ
り
は
、
子
ど
も
た
ち
を
守
れ
る

　
か
も
し
れ
な
い
。」

震
災
の
経
験
を
通
し
て
、
教
員
と
し
て
の
確
固
た
る

考
え
方
に
行
き
つ
い
た
の
で
す
。

「
学
校
に
い
る
子
ど
も
た
ち
の
、
心
と
体
を
守
る
こ

　
と
を
第
一
に
考
え
て
い
ま
す
。
元
気
な
姿
そ
の
ま

　
ま
で
、
家
に
帰
っ
て
も
ら
う
の
が
最
も
大
切
な
こ

　
と
。
明
日
も
学
校
に
来
た
い
な
と
思
っ
て
、
笑
顔

　
で
帰
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
一
番
の
願
い
で
す
。」

　子
ど
も
た
ち
の
学
校
生
活
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
が
あ
り
ま
す
。
笑
顔
を
守
る
た
め
に
、教
員
に
と
っ

て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
っ
ぱ
り

授
業
の
お
も
し
ろ
さ
だ
と
い
い
ま
す
。

「
友
達
同
士
で
遊
ん
で
楽
し
む
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん

　
大
切
。
で
も
、
学
校
生
活
で
一
番
長
い
の
は
、
授

　
業
の
時
間
。
授
業
が
お
も
し
ろ
く
な
い
と
、
学
校

　
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ

　
か
っ
た
、
で
き
た
、
も
っ
と
や
り
た
い
、
と
思
え

　
る
授
業
を
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に

　
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。」

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
水
書
用
紙
を
は
じ
め

新
し
い
取
り
組
み
を
積
極
的
に

　年
々
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
進
化
を
遂
げ
て
、
種

類
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
う
ま
く
授
業
内
容
に
組

み
込
め
ば
、
多
く
の
学
習
効
果
が
出
ま
す
。
そ
の
取

り
入
れ
方
を
、
今
後
は
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
画
期
的
で
す
ね
。
書
写
の
授

　
業
で
筆
使
い
を
教
え
る
際
に
は
、
先
生
が
子
ど
も

　
た
ち
の
目
の
前
で
書
い
て
見
せ
る
の
が
一
番
で
す

　
が
、
三
十
〜
四
十
名
の
児
童
が
い
る
教
室
で
は
、

　
穂
先
ま
で
は
見
せ
に
く
い
。
全
員
に
マ
ン
ツ
ー
マ

　
ン
で
見
せ
る
の
も
難
し
い
。
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
教

　
科
書
の
動
画
を
使
え
ば
、
大
き
な
画
面
で
繰
り
返

　
し
確
認
す
る
こ
と
も
容
易
に
で
き
ま
す
。
書
く
こ

　
と
に
自
信
の
あ
る
先
生
、
自
信
の
な
い
先
生
、
ど

　
ち
ら
と
も
、
学
び
を
支
え
る
ツ
ー
ル
と
し
て
う
ま

　
く
使
っ
て
い
く
べ
き
で
す
。」

　学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
て
、
水
書
用
筆
や
水

書
用
紙
も
今
後
の
教
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
た
と
え
ば
、
低
学
年
で
の
”は
ね”

”は
ら
い”

の

　
指
導
に
、
こ
れ
ま
で
粘
土
や
絵
筆
を
使
っ
て
い
ま

　
し
た
。
こ
れ
を
、
水
書
用
筆
で
学
習
す
る
と
よ
い

　
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。
手
や
机
を
汚
さ
ず
に

　
学
習
で
き
る
の
も
、
嬉
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
今

　
後
の
実
践
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」

幼
小
連
携
に
こ
だ
わ
っ
た
教
育
を

大
学
教
授
の
立
場
か
ら
考
え
る

　平
成
三
十
年
度
よ
り
、
小
学
校
教
諭
か
ら
大
学
教

授
へ
転
身
を
遂
げ
た
山
内
先
生
。
こ
れ
ま
で
の
経
験

を
い
か
す
べ
く
、
幼
児
教
育
学
科
に
て
未
来
の
先
生

を
育
成
す
る
立
場
に
変
わ
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
や
保

育
園
の
保
育
内
容
を
指
導
し
な
が
ら
、
ゼ
ミ
で
は
絵

本
を
テ
ー
マ
に
、
学
生
た
ち
と
一
緒
に
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。

「
幼
小
連
携
の
大
切
さ
は
、
今
の
私
に
は
欠
か
せ
な

　
い
テ
ー
マ
。
幼
稚
園
や
保
育
園
の
後
に
、
子
ど
も

　
た
ち
が
進
学
す
る
小
学
校
の
こ
と
も
、
学
生
た
ち

　
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
指
導
を
心
が
け
て
い

　
ま
す
。
最
近
の
幼
稚
園
で
は
、
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
、

　
積
極
的
に
文
字
を
教
え
て
書
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ

　
が
増
え
て
い
ま
す
。
小
さ
く
て
力
の
弱
い
子
ど
も

　
の
手
に
合
う
筆
記
具
は
何
か
、
持
ち
方
の
指
導
は

　
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
現
場
の
状
況
が
気
に
な
り
ま

　
す
。
常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
、
自
分
に
何
が
で

　
き
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
で
す
。」

　山
内
先
生
が
研
究
と
教
育
の
両
輪
に
取
り
組
ま
れ

て
い
る
現
状
で
感
じ
る
こ
と
は
、
い
く
ら
研
究
を
進

め
て
も
、
現
場
の
実
践
な
く
し
て
は
教
育
の
世
界
は

成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
。
小
学
校
で
活
躍
さ
れ

る
先
生
方
へ
笑
顔
で
エ
ー
ル
を
送
ら
れ
ま
し
た
。

「
授
業
と
い
う
の
は
一
期
一
会
で
、
二
度
と
同
じ
授

　
業
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
ど
き
に
作
り
上
げ

　
る
の
が
授
業
。
と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
現

　
場
は
、
す
ば
ら
し
く
輝
か
し
い
。
先
生
方
に
は
自

　
分
の
仕
事
に
誇
り
を
も
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
学

　
ぶ
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
て
い
っ
て
ほ
し
い

　
で
す
ね
。」

小
学
校
教
諭
を
経
て
、
平
成
三
十
年

四
月
よ
り
神
戸
女
子
短
期
大
学
幼
児

教
育
学
科
教
授
に
就
任
。
神
戸
市
立

小
学
校
教
育
研
究
会
書
写
部
幹
事
、

兵
庫
県
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
事
務
局
を
歴

任
。
平
成
二
十
六
年
、
神
戸
市
教
育

実
践
功
労
賞
を
受
賞
。
平
成
二
十
八

年
、
神
戸
市
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
就
任
。

山
内
有
香
子

や
ま 

う
ち  

ゆ   

か   

こ

取材協力／神戸女子短期大学　http://www.yg.kobe-wu.ac.jp/jc 0405



　
こ
の
資
料
か
ら
推
測
す
る
と
、
一
分
間
に

書
く
標
準
的
な
文
字
数
は
、

・
低
学
年
で
　
十
二
字
〜
十
五
字
程
度

・
中
学
年
で
　
二
十
字
〜
二
十
五
字
程
度

・
高
学
年
で
　
三
十
字
〜
三
十
二
字
程
度

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
結

果
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
た
だ
、
書
く
文
字
の

大
き
さ
や
、
漢
字
と
仮
名
の
文
字
数
、
漢
字

で
も
画
数
の
多
い
文
字
と
少
な
い
文
字
な
ど

に
よ
っ
て
多
少
の
差
が
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
適
切
な
速
さ
で
書
く
一
つ
の

目
安
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
文
字
を
書
く
場
合
に
、
ど
の
程
度
の
速
さ

が
適
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
十
九
年
に
か
け
て
、

金
沢
大
学
が
石
川
県
内
の
小
学
校
の
児
童
を

対
象
に
調
査
し
た
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
一
分
間
に
ど
れ
だ
け
の
文
字
を
視
写
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
を
調
べ
た
も
の
で
す
。

「
書
く
速
さ
」

 
に
つ
い
て

 
ど
の
よ
う
に

 

指
導
し
ま
す
か
？

書
く
速
さ
は
さ
ま
ざ
ま

1

適
切
な
速
さ
と
は

2

聴
写
を
活
用
す
る
ポ
イ
ン
ト

4

書
写
の
コ
コ
が
知
り
た
い
！

❶
初
め
は
、
ゆ
っ
く
り
話
し
、
回
を
追
う
ご

　
と
に
少
し
ず
つ
速
く
し
、
ま
た
、
区
切
る

　
言
葉
も
量
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

　
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
適
切
な
速
さ
を

　
体
得
し
て
い
き
ま
す
。

❷
低
学
年
で
も
聴
写
は
可
能
で
す
。
簡
単
な

　
詩
や
、
短
い
文
を
使
い
ま
す
。

❸
高
学
年
に
な
る
と
、
回
数
ご
と
に
、
文
字

　
の
大
小
、
行
の
中
心
、
字
間
な
ど
の
配
列
の

　
指
導
事
項
を
重
ね
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
聴
写
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
た
だ
書
く
速

さ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
力
を
深

め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
小
学
校
に
お
け
る
書
写
指
導
は
、「
正
し

く
整
え
て
書
く
」
こ
と
が
目
標
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
単
に
「
時
間
的
な
速
さ
」
だ
け
を

求
め
る
も
の
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
状
況
に
応

じ
て
適
切
な
速
さ
で
書
け
る
よ
う
に
考
え

て
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
点
画
の
つ
な
が
り
を
考
え
て

リ
ズ
ム
よ
く
鉛
筆
を
運
ん
だ
り
、
文
章
を
視

写
す
る
と
き
は
一
つ
の
文
字
だ
け
を
見
な
い

で
、
言
葉
や
文
を
一
区
切
り
と
と
ら
え
て
書

い
た
り
す
る
の
も
工
夫
の
一
つ
で
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
練
習
の
積
み
重
ね
が
必
要

で
す
。

『
聴
写
』
を
活
用
し
て
試
し
て
み
ま
し
ょ
う

　
聴
写
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
用
語
だ
と
思
い

ま
す
が
、「
一
定
の
ス
ピ
ー
ド
で
話
さ
れ
、

あ
る
い
は
読
ま
れ
た
こ
と
を
聴
き
取
っ
て
、

文
字
で
書
き
分
け
る
活
動
」
の
こ
と
で
す
。

か
つ
て
、
学
習
指
導
要
領
（
昭
和
五
十
三
年

改
訂
）
の
国
語
科
「
表
現
」
の
指
導
事
項
と

し
て
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
聴
写
の
特
徴
は
、
文
字
の
想
起
力
、
速
写

力
、
集
中
力
な
ど
を
養
い
、
言
葉
の
力
を
高

め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
文

字
を
適
切
な
速
さ
で
書
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
場
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

元
千
早
赤
阪
村
立
千
早
小
学
校
校
長
。「
墨
童
書
道
会
」

主
宰
。
大
阪
府
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
大
阪
府
内

の
公
立
幼
・
小
・
中
の
校
園
長
、
大
阪
府
市
小
・
中
学

校
書
写
教
育
研
究
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。
日
本
文
教
出

版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編
集
委
員
。

宮
本
榮
信
（
墨
童
）

み
や 

も
と
し
げ
の
ぶ
　
　 ぼ
く
ど
う

　
文
字
を
書
く
と
き
、
い
つ
も
ゆ
っ
く
り
と

鉛
筆
を
動
か
し
て
書
く
児
童
、
さ
っ
さ
と
書

き
あ
げ
る
児
童
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
方
（
速
度
）
が
身
に

つ
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

授
業
の
な
か
で
視
写
を
す
る
と
、
全
員
が
書

き
終
え
る
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
を
要
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
日
常
の
書
字
活
動
の
な
か
で
は
、
書
く
目

的
や
場
面
な
ど
、
状
況
に
応
じ
て
書
く
速
さ

が
異
な
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
自
分
の
持
ち
物
に
名
前
を
書

い
た
り
、
目
上
の
人
に
手
紙
を
書
い
た
り
す

る
場
合
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
丁
寧
に
書
き
ま

す
。
一
方
、
人
の
話
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を

し
た
り
、
板
書
を
書
き
取
っ
た
り
す
る
場
合

は
、
あ
る
程
度
の
速
さ
で
書
き
ま
す
。

　
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
な
速
さ
で
書
く
習

慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。 Q.

一
回
目

二
回
目

三
回
目

聴
写
の
実
際

適
切
な
速
さ
で
書
く

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

　
　
　〜
聴
写
を
活
用
し
て
〜

3

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
／（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
／
め
を
／
つ

ぶ
っ
た
ま
ま
／（
テ
ン
）／
う
な
ず
き
ま
し
た
／（
マ

ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
／（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う
を

／
ば
た
り
と
／
と
り
お
と
し
ま
し
た
／（
マ
ル
）
あ

お
い
／
け
む
り
が
／（
テ
ン
）
／
ま
だ
／
つ
つ
ぐ
ち

か
ら
／
ほ
そ
く
／
で
て
い
ま
し
た
／
（
マ
ル
）

　ご
ん
は
、
ぐ
っ
た
り
と
目
を
つ
ぶ
っ
た

ま
ま
、
う
な
ず
き
ま
し
た
。

　兵
十
は
、
火
な
わ
じ
ゅ
う
を
ば
た
り
と

取
り
落
と
し
ま
し
た
。
青
い
け
む
り
が
、

ま
だ
つ
つ
口
か
ら
細
く
出
て
い
ま
し
た
。

❶ 

聴
写
す
る
原
文
（「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
四
年
）

❷ 

聴
写
の
方
法

● 

話
し
手
（
先
生
）
の
速
さ
に
合
わ
せ
て

　 

書
く
。

● 

知
っ
て
い
る
漢
字
は
使
う
。

● 

聴
き
も
ら
し
た
と
こ
ろ
は

ー
を
引
く
。

● 

消
し
ゴ
ム
は
使
わ
な
い
で
∥
で
し
る
す
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、
原
文
と
比
較
し
て
点

　 

検
す
る
。

❸ 

聴
写
す
る
（
原
文
を
三
回
書
く
）

　◆ 

言
葉
ご
と
に
区
切
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
話
す
。

◆ 

児
童
が
書
き
取
る
と
次
へ
移
る
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、原
文
と
比
べ
て
、誤
字
・

　 

脱
字
・
表
記
の
誤
り
な
ど
を
、
赤
ペ
ン
で

　 

修
正
す
る
。

◆ 

一
回
目
よ
り
区
切
る
言
葉
を
長
く
す
る
。

◆ 

原
文
を
四
分
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
話
す
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、
と
な
り
と
交
換
し
、
原

　 

文
と
比
べ
て
点
検
・
修
正
す
る
。

◆ 

区
切
る
言
葉
を
、
さ
ら
に
長
く
す
る
。

◆ 

原
文
を
三
分
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
話
す
。

● 

聴
写
文
を
原
文
と
比
べ
て
正
し
く
書
き

　 

取
っ
て
い
る
か
自
己
点
検
す
る
。

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
め
を
つ
ぶ
っ
た

　
ま
ま
（
テ
ン
）
う
な
ず
き
ま
し
た
（
マ
ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

　
ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う
を

　
ば
た
り
と
と
り
お
と
し
ま
し
た
（
マ
ル
）
／
あ
お

　
い
け
む
り
が
（
テ
ン
）
／
ま
だ
つ
つ
ぐ
ち
か
ら
ほ

　
そ
く
で
て
い
ま
し
た
（
マ
ル
）

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
／（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
／
め
を
つ
　

　
ぶ
っ
た
ま
ま（
テ
ン
）／
う
な
ず
き
ま
し
た（
マ
ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

　
ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う

　
を
／
ば
た
り
と
と
り
お
と
し
ま
し
た（
マ
ル
）／

　
あ
お
い
け
む
り
が
（
テ
ン
）
／
ま
だ
つ
つ
ぐ
ち
か

　
ら
／
ほ
そ
く
で
て
い
ま
し
た
（
マ
ル
）

◆
話
し
手
（
先
生
）

●
児
童

◎視写における 1 分間平均書字数データ

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

493

444

937

507

504

1011

420

442

862

517

471

988

462

380

842

430

411

841

12.32

13.93

13.08

15.31

16.51

15.91

20.01

21.60

20.83

24.24

26.20

25.17

28.53

30.20

29.28

30.14

32.43

31.26

2.0

2.4

2.0

3.2

3.6

3.2

3.8

2.4

2.4

5.6

6.8

5.6

6.2

5.8

5.8

7.6

2.4

2.4

28.6

31.2

31.2

32.5

35.4

35.4

44.0

43.6

44.0

59.0

44.0

59.0

52.6

48.6

52.6

59.8

63.4

63.4

１

２

３

４

５

６

男女学年 人数 平均書字数 最小書字数 最大書字数

「子どもの書字と発達」福村出版　金沢大学河野俊寛著より

（
総
字
数
六
十
六
字
、
内
漢
字
十
字
）

0607



　
こ
の
資
料
か
ら
推
測
す
る
と
、
一
分
間
に

書
く
標
準
的
な
文
字
数
は
、

・
低
学
年
で
　
十
二
字
〜
十
五
字
程
度

・
中
学
年
で
　
二
十
字
〜
二
十
五
字
程
度

・
高
学
年
で
　
三
十
字
〜
三
十
二
字
程
度

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
従
来
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
結

果
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
た
だ
、
書
く
文
字
の

大
き
さ
や
、
漢
字
と
仮
名
の
文
字
数
、
漢
字

で
も
画
数
の
多
い
文
字
と
少
な
い
文
字
な
ど

に
よ
っ
て
多
少
の
差
が
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
適
切
な
速
さ
で
書
く
一
つ
の

目
安
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
文
字
を
書
く
場
合
に
、
ど
の
程
度
の
速
さ

が
適
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
十
九
年
に
か
け
て
、

金
沢
大
学
が
石
川
県
内
の
小
学
校
の
児
童
を

対
象
に
調
査
し
た
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
一
分
間
に
ど
れ
だ
け
の
文
字
を
視
写
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
を
調
べ
た
も
の
で
す
。

「
書
く
速
さ
」

 

に
つ
い
て

 

ど
の
よ
う
に

 

指
導
し
ま
す
か
？

書
く
速
さ
は
さ
ま
ざ
ま

1

適
切
な
速
さ
と
は

2

聴
写
を
活
用
す
る
ポ
イ
ン
ト

4

書
写
の
コ
コ
が
知
り
た
い
！

❶
初
め
は
、
ゆ
っ
く
り
話
し
、
回
を
追
う
ご

　
と
に
少
し
ず
つ
速
く
し
、
ま
た
、
区
切
る

　
言
葉
も
量
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

　
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
適
切
な
速
さ
を

　
体
得
し
て
い
き
ま
す
。

❷
低
学
年
で
も
聴
写
は
可
能
で
す
。
簡
単
な

　
詩
や
、
短
い
文
を
使
い
ま
す
。

❸
高
学
年
に
な
る
と
、
回
数
ご
と
に
、
文
字

　
の
大
小
、
行
の
中
心
、
字
間
な
ど
の
配
列
の

　
指
導
事
項
を
重
ね
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
聴
写
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
た
だ
書
く
速

さ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
力
を
深

め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
小
学
校
に
お
け
る
書
写
指
導
は
、「
正
し

く
整
え
て
書
く
」
こ
と
が
目
標
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
単
に
「
時
間
的
な
速
さ
」
だ
け
を

求
め
る
も
の
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
状
況
に
応

じ
て
適
切
な
速
さ
で
書
け
る
よ
う
に
考
え

て
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
点
画
の
つ
な
が
り
を
考
え
て

リ
ズ
ム
よ
く
鉛
筆
を
運
ん
だ
り
、
文
章
を
視

写
す
る
と
き
は
一
つ
の
文
字
だ
け
を
見
な
い

で
、
言
葉
や
文
を
一
区
切
り
と
と
ら
え
て
書

い
た
り
す
る
の
も
工
夫
の
一
つ
で
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
練
習
の
積
み
重
ね
が
必
要

で
す
。

『
聴
写
』
を
活
用
し
て
試
し
て
み
ま
し
ょ
う

　
聴
写
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
用
語
だ
と
思
い

ま
す
が
、「
一
定
の
ス
ピ
ー
ド
で
話
さ
れ
、

あ
る
い
は
読
ま
れ
た
こ
と
を
聴
き
取
っ
て
、

文
字
で
書
き
分
け
る
活
動
」
の
こ
と
で
す
。

か
つ
て
、
学
習
指
導
要
領
（
昭
和
五
十
三
年

改
訂
）
の
国
語
科
「
表
現
」
の
指
導
事
項
と

し
て
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
聴
写
の
特
徴
は
、
文
字
の
想
起
力
、
速
写

力
、
集
中
力
な
ど
を
養
い
、
言
葉
の
力
を
高

め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
文

字
を
適
切
な
速
さ
で
書
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
場
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

元
千
早
赤
阪
村
立
千
早
小
学
校
校
長
。「
墨
童
書
道
会
」

主
宰
。
大
阪
府
教
育
委
員
会
指
導
主
事
、
大
阪
府
内

の
公
立
幼
・
小
・
中
の
校
園
長
、
大
阪
府
市
小
・
中
学

校
書
写
教
育
研
究
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。
日
本
文
教
出

版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編
集
委
員
。

宮
本
榮
信
（
墨
童
）

み
や 

も
と
し
げ
の
ぶ
　
　 ぼ
く
ど
う

　
文
字
を
書
く
と
き
、
い
つ
も
ゆ
っ
く
り
と

鉛
筆
を
動
か
し
て
書
く
児
童
、
さ
っ
さ
と
書

き
あ
げ
る
児
童
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
方
（
速
度
）
が
身
に

つ
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

授
業
の
な
か
で
視
写
を
す
る
と
、
全
員
が
書

き
終
え
る
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
時
間
を
要
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
日
常
の
書
字
活
動
の
な
か
で
は
、
書
く
目

的
や
場
面
な
ど
、
状
況
に
応
じ
て
書
く
速
さ

が
異
な
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
自
分
の
持
ち
物
に
名
前
を
書

い
た
り
、
目
上
の
人
に
手
紙
を
書
い
た
り
す

る
場
合
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
丁
寧
に
書
き
ま

す
。
一
方
、
人
の
話
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を

し
た
り
、
板
書
を
書
き
取
っ
た
り
す
る
場
合

は
、
あ
る
程
度
の
速
さ
で
書
き
ま
す
。

　
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
な
速
さ
で
書
く
習

慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。 Q.

一
回
目

二
回
目

三
回
目

聴
写
の
実
際

適
切
な
速
さ
で
書
く

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

　
　
　〜
聴
写
を
活
用
し
て
〜

3

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
／（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
／
め
を
／
つ

ぶ
っ
た
ま
ま
／（
テ
ン
）／
う
な
ず
き
ま
し
た
／（
マ

ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
／（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う
を

／
ば
た
り
と
／
と
り
お
と
し
ま
し
た
／（
マ
ル
）
あ

お
い
／
け
む
り
が
／（
テ
ン
）
／
ま
だ
／
つ
つ
ぐ
ち

か
ら
／
ほ
そ
く
／
で
て
い
ま
し
た
／
（
マ
ル
）

　ご
ん
は
、
ぐ
っ
た
り
と
目
を
つ
ぶ
っ
た

ま
ま
、
う
な
ず
き
ま
し
た
。

　兵
十
は
、
火
な
わ
じ
ゅ
う
を
ば
た
り
と

取
り
落
と
し
ま
し
た
。
青
い
け
む
り
が
、

ま
だ
つ
つ
口
か
ら
細
く
出
て
い
ま
し
た
。

❶ 

聴
写
す
る
原
文
（「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
四
年
）

❷ 

聴
写
の
方
法

● 

話
し
手
（
先
生
）
の
速
さ
に
合
わ
せ
て

　 

書
く
。

● 

知
っ
て
い
る
漢
字
は
使
う
。

● 

聴
き
も
ら
し
た
と
こ
ろ
は

ー
を
引
く
。

● 

消
し
ゴ
ム
は
使
わ
な
い
で
∥
で
し
る
す
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、
原
文
と
比
較
し
て
点

　 

検
す
る
。

❸ 

聴
写
す
る
（
原
文
を
三
回
書
く
）

　◆ 

言
葉
ご
と
に
区
切
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
話
す
。

◆ 

児
童
が
書
き
取
る
と
次
へ
移
る
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、原
文
と
比
べ
て
、誤
字
・

　 

脱
字
・
表
記
の
誤
り
な
ど
を
、
赤
ペ
ン
で

　 

修
正
す
る
。

◆ 

一
回
目
よ
り
区
切
る
言
葉
を
長
く
す
る
。

◆ 

原
文
を
四
分
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
話
す
。

● 

書
き
終
わ
る
と
、
と
な
り
と
交
換
し
、
原

　 

文
と
比
べ
て
点
検
・
修
正
す
る
。

◆ 

区
切
る
言
葉
を
、
さ
ら
に
長
く
す
る
。

◆ 

原
文
を
三
分
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
話
す
。

● 

聴
写
文
を
原
文
と
比
べ
て
正
し
く
書
き

　 

取
っ
て
い
る
か
自
己
点
検
す
る
。

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
め
を
つ
ぶ
っ
た

　
ま
ま
（
テ
ン
）
う
な
ず
き
ま
し
た
（
マ
ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

　
ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う
を

　
ば
た
り
と
と
り
お
と
し
ま
し
た
（
マ
ル
）
／
あ
お

　
い
け
む
り
が
（
テ
ン
）
／
ま
だ
つ
つ
ぐ
ち
か
ら
ほ

　
そ
く
で
て
い
ま
し
た
（
マ
ル
）

（
１
行
目
、
１
字
あ
け
て
）

　
ご
ん
は
／（
テ
ン
）
／
ぐ
っ
た
り
と
／
め
を
つ
　

　
ぶ
っ
た
ま
ま（
テ
ン
）／
う
な
ず
き
ま
し
た（
マ
ル
）

（
行
を
か
え
て
、
１
字
あ
け
て
）

　
ひ
ょ
う
じ
ゅ
う
は
（
テ
ン
）
／
ひ
な
わ
じ
ゅ
う

　
を
／
ば
た
り
と
と
り
お
と
し
ま
し
た（
マ
ル
）／

　
あ
お
い
け
む
り
が
（
テ
ン
）
／
ま
だ
つ
つ
ぐ
ち
か

　
ら
／
ほ
そ
く
で
て
い
ま
し
た
（
マ
ル
）

◆
話
し
手
（
先
生
）

●
児
童

◎視写における 1 分間平均書字数データ

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

男

女

全体

493

444

937

507

504

1011

420

442

862

517

471

988

462

380

842

430

411

841

12.32

13.93

13.08

15.31

16.51

15.91

20.01

21.60

20.83

24.24

26.20

25.17

28.53

30.20

29.28

30.14

32.43

31.26

2.0

2.4

2.0

3.2

3.6

3.2

3.8

2.4

2.4

5.6

6.8

5.6

6.2

5.8

5.8

7.6

2.4

2.4

28.6

31.2

31.2

32.5

35.4

35.4

44.0

43.6

44.0

59.0

44.0

59.0

52.6

48.6

52.6

59.8

63.4

63.4

１

２

３

４

５

６

男女学年 人数 平均書字数 最小書字数 最大書字数

「子どもの書字と発達」福村出版　金沢大学河野俊寛著より

（
総
字
数
六
十
六
字
、
内
漢
字
十
字
）

0607



「
語
彙
指
導
」
と
書
写
指
導

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第二回

調
べ
て
メ
モ
に
書
い
て
用
意
す
る
。
何
語
か
出
題
し
た
後
に
一

年
生
に
何
の
「
な
か
ま
」
な
の
か
を
答
え
さ
せ
る
。
上
位
語
を

考
え
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
を
子
ど
も
た
ち
に
事
前
に
用

意
さ
せ
る
。

　
一
年
生
に
出
題
す
る
の
で
、
い
い
加
減
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

事
前
の
準
備
が
大
切
に
な
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
集
め
や

ど
ん
な
「
な
か
ま
」
を
出
す
と
よ
い
か
と
考
え
る
。
　

　
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
主
体
的
な
語
彙
学
習
に
な
る
。

　
ク
ラ
ス
の
協
力
を
得
る
た
め
に
言
葉
集
め
カ
ー
ド
を
配
り
、

上
位
語
と
「
な
か
ま
」
の
言
葉
を
記
入
し
て
提
出
し
て
も
ら
う
。

ま
た
、
一
年
生
に
上
位
語
の
答
え
を
教
え
る
と
き
に
は
、
フ
ラ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
に
書
い
て
示
す
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
全
て
で

書
写
の
力
が
支
え
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
を
「
し
り
と
り
」
で
行
う
こ
と
も
楽
し
い
。
そ
の

際
、「
し
り
と
り
」（
安
野
光
雅
作
／
絵
『
こ
ど
も
の
と
も
』
福

音
館
書
店
二
〇
一
八
年
六
月
）
を
参
考
に
す
る
と
良
い
。
高
学
年

な
ら
、
絵
本
の
構
造
を
真
似
て
冊
子
を
作
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

 

　
手
書
き
の
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
協
同
で
漢
字
ク

イ
ズ
を
作
成
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
出
題
し
、

採
点
も
責
任
を
持
つ
。
ク
イ
ズ
の
内
容
は
、
な
か
ま
の
漢
字
（
類

義
語
）
と
反
対
の
漢
字
（
対
義
語
）
と
創
作
漢
字
の
三
種
類
だ
。

既
習
の
漢
字
が
基
本
だ
が
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
漢
字
辞

典
や
国
語
辞
典
を
駆
使
し
て
出
題
し
、
答
え
て
よ
い
（
な
か
ま

の
出
題
例  

東
ー
□
ー
南
ー
□
、
川
ー
□
ー
海
、
朝
ー
□
ー
夜
、

目
ー
口
ー
□
）。
反
対
の
漢
字
に
は
、
相
補
や
相
対
、
反
対
を
意

識
し
て
出
題
さ
せ
て
も
よ
い
。
創
作
漢
字
は
最
も
面
白
が
る
ク

イ
ズ
だ
。

　
こ
れ
ら
を
全
て
子
ど
も
た
ち
が
手
書
き
す
る
と
こ
ろ
に
緊
張

と
相
手
意
識
が
働
き
、
書
写
の
力
が
生
き
て
く
る
。

 

　
中
学
年
に
な
る
と
「
書
く
こ
と
」
が
頻
繁
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
際
、
漢
字
を
使
う
よ
う
に
指
導
す
る
。
教
科
書
の
後
ろ
に
は
、

既
習
の
漢
字
が
五
十
音
順
に
整
理
さ
れ
て
い
て
便
利
だ
。
こ
の

漢
字
コ
ー
ナ
ー
を
使
う
よ
う
に
指
示
す
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は

使
用
範
囲
を
含
め
て
直
接
聞
き
に
来
る
。
単
に
漢
字
を
書
け
ば

よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
語
彙
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
が
聞
き
に
来
る
漢
字
を
メ
モ
し
て
お

い
て
、
あ
る
程
度
た
ま
っ
た
一
学
期
の
終
わ
り
に
分
野
別
に
整

理
し
て
お
く
。
四
年
生
の
ク
ラ
ス
で
整
理
し
、
一
覧
表
に
し
た

も
の
は
、
次
の
通
り
だ
。

　
二
学
期
か
ら
は
、
こ
の
二
十
三
項
目
の
分
類
に
従
っ
て
ノ
ー

ト
を
作
り
、
ま
ず
ク
ラ
ス
で
確
認
し
た
漢
字
を
書
く
。
こ
の
ノ
ー

ト
を
辞
書
の
よ
う
に
作
文
を
書
く
と
き
に
傍
ら
に
置
い
て
活
用

す
る
。
そ
こ
へ
新
た
に
使
っ
た
漢
字
を
項
目
・
分
野
ご
と
に
書

き
足
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　
作
文
を
書
い
て
い
る
過
程
で
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
き
、
こ

の
ノ
ー
ト
を
分
野
ご
と
に
見
て
い
る
と
思
い
が
浮
か
ん
だ
り
、
思

い
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
言
葉
が
並
ん
で
い
る
の

で
語
彙
表
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

　
例
え
ば
、【
⑨
動
き
】
の
項
目
だ
と
、

「
見
る
・
言
う
・
帰
る
・
遊
ぶ
・
行
く
・
作
る
・
出
る
・
歩
く
・

食
べ
る
・
聞
く
・
会
う
・
合
う
・
開
け
る
・
走
る
・
持
つ
・
乗
る
・

死
ぬ
・
落
ち
る
・
直
す
・
使
う
・
飲
む
・
登
る
・
上
が
る
等
、
四

十
七
語
」
と
い
っ
た
具
合
だ
。

  

三
学
期
に
は
、
一
年
間
使
っ
た
項
目
ご
と
の
漢
字
を
全
員
で
出

し
合
い
、
ク
ラ
ス
の
作
文
用
漢
字
辞
典
を
完
成
さ
せ
る
。
こ
の
共

通
の
辞
書
と
自
分
の
辞
書
を
比
べ
た
り
、
自
分
の
使
用
し
た
漢
字

を
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
漢
字
使
用
の
特
徴

を
ふ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
文
用
漢
字
辞
典
は
次
の
学

年
で
も
大
い
に
活
用
さ
れ
る
。

　　
新
井
紀
子
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
中
学
一
年
生
の
教
科
書
は

定
義
文
が
も
の
す
ご
く
多
く
、
子
ど
も
た
ち
の
一
番
苦
手
な
タ

イ
プ
の
問
題
も
定
義
文
を
読
む
問
題
だ
そ
う
だ
（「
初
等
教
育
資

料
」
二
〇
一
八
年
四
月
号
　
文
部
科
学
省
）。

　
そ
こ
で
、
人
、
物
、
事
柄
に
関
わ
る
対
象
を
説
明
（
定
義
）
す

る
学
習
を
事
典
作
り
に
つ
な
げ
る
実
践
を
提
案
し
た
い
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
物
事
を
説
明
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

一
年
生
か
ら
触
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
の
言
語
活
動
例

に
も
「
仕
組
み
」
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
学
校

（
注
１
）
で
の
実
践
を
通
し
て
、
三
年
生
に
な
る
と
「
十
五
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
」（
注
２
）
を
理
解
語
彙
と
し
て
獲
得
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
四
年
生
に
な
る
と
、
十
五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

使
っ
て
様
々
な
対
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
説
明
力
は
全
教
科
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
必
要
な
も
の

で
あ
る
。

　
朝
の
会
な
ど
を
利
用
し
て
、
教
師
が
「
お
題
」
を
提
示
し
、
子

ど
も
た
ち
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
覧
表
を
参
考
に
し
て
、
百
字
原
稿
マ

ス
に
記
述
す
る
。
書
き
終
わ
る
と
ペ
ア
で
使
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
番

号
を
朱
書
き
し
て
確
認
す
る
。
教
師
は
、
み
ん
な
の
説
明
文
を
集

約
し
て
、
対
象
ご
と
に
使
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
発
表

す
る
。
対
象
に
は
、
よ
り
適
切
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
こ
と
を
発

見
す
る
。

　
大
阪
府
の
四
條
畷
市
立
岡
部
小
学
校
で
は
、
全
校
で
取
り
組
ん

で
、
毎
回
ク
ラ
ス
で
四
名
ず
つ
の
作
品
を
掲
示
し
て
交
流
し
て
い

る
。
学
力
や
記
述
力
が
顕
著
に
高
ま
っ
た
そ
う
だ
が
、
同
時
に
丁

寧
な
文
字
で
書
く
習
慣
も
育
成
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
四
年
生
の
取
り
組
み
だ
が
、
一
学
期
継
続
し
て
い
る
と

百
字
を
超
え
た
り
、
多
く
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
い
始
め
た
り
す
る
。

書
き
慣
れ
て
く
る
の
だ
。
同
時
に
、
文
字
も
少
し
乱
雑
に
な
っ
て
く

る
。
二
百
字
を
超
え
る
者
も
出
て
く
る
。
ほ
ぼ
全
員
が
超
え
る
よ

う
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
百
字
ま
で
短
く
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
。

記
述
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
対
象
を
説
明
す
る
の
に
、
よ
り
適

切
な
も
の
か
ど
う
か
を
考
え
、
判
断
さ
せ
て
朱
線
で
削
除
さ
せ
て

い
く
。
そ
う
や
っ
て
推
敲
し
た
も
の
を
百
字
原
稿
マ
ス
に
丁
寧
に

書
き
上
げ
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
一
年
間
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
に
つ
い
て
「
十

五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
有
力
な
道
具
と
し
て
活
用
し
て
、
自
分
な

り
に
定
義
し
て
き
た
も
の
を
五
十
音
順
に
綴
じ
て
私
家
版
国
語
辞

典
を
完
成
さ
せ
る
。

  

完
成
し
た
も
の
を
級
友
と
交
流
し
て
、
そ
の
違
い
や
個
性
を
楽
し

ん
だ
ら
、
市
販
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
典
と
読
み
比
べ
て
、
ど
の
よ

う
に
構
成
、
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
自
分
た
ち
と
の
違
い
か
ら
「
批

判
的
」
に
読
み
取
ら
せ
、
そ
の
活
用
の
仕
方
を
考
え
さ
せ
る
。

　
今
回
は
、
中
学
年
で
の
語
彙
指
導
の
可
能
性
を
、
子
ど
も
主
体

の
取
り
組
み
を
中
心
に
考
え
、
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

1
「
ひ
ら
が
な
先
生
」

4
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
説
明
事
典
の
作
成

2
漢
字
ク
イ
ズ
作
り

3
ク
ラ
ス
専
用
の
作
文
用
漢
字
辞
典
の
作
成

甲
南
女
子
大
学
教
授
・
交
野
市
教
育
委
員
。
教
育

委
員
会
指
導
主
事
、
四
條
畷
市
・
交
野
市
の
小
学

校
長
、
中
央
教
育
審
議
会
教
科
別
専
門
部
会
委
員
、

学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
作
成
協
力
者
等
を

歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編

集
委
員
。

注
１
　
私
が
か
つ
て
校
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
四
條
畷
市
立
岡
部
小
学
校
、
田
原
小

　
　
　
学
校
、
交
野
市
立
私
市
小
学
校
と
、
記
述
力
調
査
で
お
世
話
に
な
っ
た
吹
田
市

　
　
　
立
佐
竹
台
小
学
校
、
高
野
台
小
学
校
、
枚
方
市
立
五
常
小
学
校
、
開
成
小
学
校

　
　
　
で
実
感
し
た
。

注
２
　
従
来
、
速
水
博
氏
は
十
種
類
、
樺
島
忠
夫
氏
は
十
一
種
類
、
中
西
一
弘
氏
は
十

　
　
　
箇
条
、
小
田
迪
夫
氏
は
十
二
種
類
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
井
上
一
郎
氏
は
い

　
　
　
ろ
い
ろ
と
考
察
さ
れ
、
最
終
的
に
十
五
項
目
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
結
論
づ
け

　
　
　
ら
れ
た
。
私
は
、
井
上
一
郎
氏
の
十
五
項
目
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

尾
﨑
靖
二

お
ざ
き 

や
す  

じ

①  

学
校

④  

時
間

⑦  

自
然

　

⑩  

道
具

⑬  

食
べ
物

⑯  

色

　

⑲  

病
院（
病
気
）

㉒  

物

②  

勉
強

⑤  

気
持
ち

⑧  

体

⑪  

場
所（
建
物
）
　

⑭  

様
子（
人
間
・
程
度
）

⑰  

動
物

⑳  

ス
ポ
ー
ツ

㉓  

そ
の
他

③  

向
き

　

⑥  

考
え

⑨  

動
き

⑫  

人
間

⑮  

名
前（
人
・
地
名
）

⑱  

仕
事（
店
）

㉑  

方
法

●
拙
著
『
た
の
し
く
は
ず
む
国
語
　
こ
と
ば
の
力
』
フ
ォ
ー
ラ
ム
Ａ
　
一
九
九
七
年

　
前
回
は
、
低
学
年
の
語
彙
指
導
に
つ
い
て
、「
話
す
こ
と
」「
読

む
こ
と
」
の
実
践
を
通
し
て
考
え
た
。

  

第
二
回
は
、
中
学
年
で
の
語
彙
指
導
の
可
能
性
を
、
子
ど
も
主

体
の
取
り
組
み
を
中
心
に
提
案
し
て
み
た
い
。

  

か
つ
て
、「
線   

」
第
七
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
発
行
）
誌
上

で
「
漢
字
先
生
」
の
取
り
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
あ
る
が
、
そ
の
ひ
ら
が
な
版
で
あ
る
。　

ま
ず
、「
ひ
ら
が
な

五
十
音
表
」
を
用
意
す

る
。
子
ど
も
た
ち
は
、

朝
の
会
な
ど
に
一
年
生

の
教
室
に
行
き
、
指
示

棒
で
「
五
十
音
表
」
の

な
か
か
ら
、
一
字
ず
つ

指
し
て
言
葉
を
作
る
。

言
葉
が
で
き
た
ら
、「
さ

ん
、
は
い
」
と
声
を
掛

け
て
一
年
生
に
一
斉
に

そ
の
言
葉
を
声
に
出
さ

せ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、

目
だ
け
で
読
む
こ
と
を

徹
底
さ
せ
る
。
子
ど
も

た
ち
は
、
そ
の
言
葉
を

語
彙
と
し
て
一
年
生
が

認
識
で
き
る
よ
う
に

「
な
か
ま
」
の
言
葉
を

Line

◎
ひ
ら
が
な
五
十
音
表

❶ 

内
容

❷ 

成
分

❸ 

分
類

❹ 

形
態

❺ 

構
造

❻ 

理
由

❼ 

機
能

❽ 

目
的

❾ 

方
法

 

分
布

 

変
容

 

問
題
論

 

歴
史

 

反
応

 

関
連

そ
れ
は
、
何
で
す
か

そ
れ
は
、
何
で
で
き
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
な
か
ま
に
入
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
形
を
し
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
は
た
ら
き
を
し
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
使
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
使
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
何
が
問
題
と
な
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
で
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
か
か
わ
り
ま
す
か

対
象
を
説
明
す
る
た
め
の
１５
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

0809



「
語
彙
指
導
」
と
書
写
指
導

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第二回

調
べ
て
メ
モ
に
書
い
て
用
意
す
る
。
何
語
か
出
題
し
た
後
に
一

年
生
に
何
の
「
な
か
ま
」
な
の
か
を
答
え
さ
せ
る
。
上
位
語
を

考
え
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
を
子
ど
も
た
ち
に
事
前
に
用

意
さ
せ
る
。

　
一
年
生
に
出
題
す
る
の
で
、
い
い
加
減
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

事
前
の
準
備
が
大
切
に
な
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
集
め
や

ど
ん
な
「
な
か
ま
」
を
出
す
と
よ
い
か
と
考
え
る
。
　

　
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
主
体
的
な
語
彙
学
習
に
な
る
。

　
ク
ラ
ス
の
協
力
を
得
る
た
め
に
言
葉
集
め
カ
ー
ド
を
配
り
、

上
位
語
と
「
な
か
ま
」
の
言
葉
を
記
入
し
て
提
出
し
て
も
ら
う
。

ま
た
、
一
年
生
に
上
位
語
の
答
え
を
教
え
る
と
き
に
は
、
フ
ラ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
に
書
い
て
示
す
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
全
て
で

書
写
の
力
が
支
え
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
を
「
し
り
と
り
」
で
行
う
こ
と
も
楽
し
い
。
そ
の

際
、「
し
り
と
り
」（
安
野
光
雅
作
／
絵
『
こ
ど
も
の
と
も
』
福

音
館
書
店
二
〇
一
八
年
六
月
）
を
参
考
に
す
る
と
良
い
。
高
学
年

な
ら
、
絵
本
の
構
造
を
真
似
て
冊
子
を
作
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

 

　
手
書
き
の
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
協
同
で
漢
字
ク

イ
ズ
を
作
成
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
出
題
し
、

採
点
も
責
任
を
持
つ
。
ク
イ
ズ
の
内
容
は
、
な
か
ま
の
漢
字
（
類

義
語
）
と
反
対
の
漢
字
（
対
義
語
）
と
創
作
漢
字
の
三
種
類
だ
。

既
習
の
漢
字
が
基
本
だ
が
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
漢
字
辞

典
や
国
語
辞
典
を
駆
使
し
て
出
題
し
、
答
え
て
よ
い
（
な
か
ま

の
出
題
例  

東
ー
□
ー
南
ー
□
、
川
ー
□
ー
海
、
朝
ー
□
ー
夜
、

目
ー
口
ー
□
）。
反
対
の
漢
字
に
は
、
相
補
や
相
対
、
反
対
を
意

識
し
て
出
題
さ
せ
て
も
よ
い
。
創
作
漢
字
は
最
も
面
白
が
る
ク

イ
ズ
だ
。

　
こ
れ
ら
を
全
て
子
ど
も
た
ち
が
手
書
き
す
る
と
こ
ろ
に
緊
張

と
相
手
意
識
が
働
き
、
書
写
の
力
が
生
き
て
く
る
。

 

　
中
学
年
に
な
る
と
「
書
く
こ
と
」
が
頻
繁
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
際
、
漢
字
を
使
う
よ
う
に
指
導
す
る
。
教
科
書
の
後
ろ
に
は
、

既
習
の
漢
字
が
五
十
音
順
に
整
理
さ
れ
て
い
て
便
利
だ
。
こ
の

漢
字
コ
ー
ナ
ー
を
使
う
よ
う
に
指
示
す
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は

使
用
範
囲
を
含
め
て
直
接
聞
き
に
来
る
。
単
に
漢
字
を
書
け
ば

よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
語
彙
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
が
聞
き
に
来
る
漢
字
を
メ
モ
し
て
お

い
て
、
あ
る
程
度
た
ま
っ
た
一
学
期
の
終
わ
り
に
分
野
別
に
整

理
し
て
お
く
。
四
年
生
の
ク
ラ
ス
で
整
理
し
、
一
覧
表
に
し
た

も
の
は
、
次
の
通
り
だ
。

　
二
学
期
か
ら
は
、
こ
の
二
十
三
項
目
の
分
類
に
従
っ
て
ノ
ー

ト
を
作
り
、
ま
ず
ク
ラ
ス
で
確
認
し
た
漢
字
を
書
く
。
こ
の
ノ
ー

ト
を
辞
書
の
よ
う
に
作
文
を
書
く
と
き
に
傍
ら
に
置
い
て
活
用

す
る
。
そ
こ
へ
新
た
に
使
っ
た
漢
字
を
項
目
・
分
野
ご
と
に
書

き
足
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　
作
文
を
書
い
て
い
る
過
程
で
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
と
き
、
こ

の
ノ
ー
ト
を
分
野
ご
と
に
見
て
い
る
と
思
い
が
浮
か
ん
だ
り
、
思

い
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
言
葉
が
並
ん
で
い
る
の

で
語
彙
表
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

　
例
え
ば
、【
⑨
動
き
】
の
項
目
だ
と
、

「
見
る
・
言
う
・
帰
る
・
遊
ぶ
・
行
く
・
作
る
・
出
る
・
歩
く
・

食
べ
る
・
聞
く
・
会
う
・
合
う
・
開
け
る
・
走
る
・
持
つ
・
乗
る
・

死
ぬ
・
落
ち
る
・
直
す
・
使
う
・
飲
む
・
登
る
・
上
が
る
等
、
四

十
七
語
」
と
い
っ
た
具
合
だ
。

  

三
学
期
に
は
、
一
年
間
使
っ
た
項
目
ご
と
の
漢
字
を
全
員
で
出

し
合
い
、
ク
ラ
ス
の
作
文
用
漢
字
辞
典
を
完
成
さ
せ
る
。
こ
の
共

通
の
辞
書
と
自
分
の
辞
書
を
比
べ
た
り
、
自
分
の
使
用
し
た
漢
字

を
マ
ー
キ
ン
グ
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
漢
字
使
用
の
特
徴

を
ふ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
文
用
漢
字
辞
典
は
次
の
学

年
で
も
大
い
に
活
用
さ
れ
る
。

　　
新
井
紀
子
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
中
学
一
年
生
の
教
科
書
は

定
義
文
が
も
の
す
ご
く
多
く
、
子
ど
も
た
ち
の
一
番
苦
手
な
タ

イ
プ
の
問
題
も
定
義
文
を
読
む
問
題
だ
そ
う
だ
（「
初
等
教
育
資

料
」
二
〇
一
八
年
四
月
号
　
文
部
科
学
省
）。

　
そ
こ
で
、
人
、
物
、
事
柄
に
関
わ
る
対
象
を
説
明
（
定
義
）
す

る
学
習
を
事
典
作
り
に
つ
な
げ
る
実
践
を
提
案
し
た
い
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
物
事
を
説
明
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

一
年
生
か
ら
触
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
の
言
語
活
動
例

に
も
「
仕
組
み
」
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
学
校

（
注
１
）
で
の
実
践
を
通
し
て
、
三
年
生
に
な
る
と
「
十
五
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
」（
注
２
）
を
理
解
語
彙
と
し
て
獲
得
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
四
年
生
に
な
る
と
、
十
五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

使
っ
て
様
々
な
対
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
説
明
力
は
全
教
科
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
必
要
な
も
の

で
あ
る
。

　
朝
の
会
な
ど
を
利
用
し
て
、
教
師
が
「
お
題
」
を
提
示
し
、
子

ど
も
た
ち
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
覧
表
を
参
考
に
し
て
、
百
字
原
稿
マ

ス
に
記
述
す
る
。
書
き
終
わ
る
と
ペ
ア
で
使
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
番

号
を
朱
書
き
し
て
確
認
す
る
。
教
師
は
、
み
ん
な
の
説
明
文
を
集

約
し
て
、
対
象
ご
と
に
使
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
発
表

す
る
。
対
象
に
は
、
よ
り
適
切
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
こ
と
を
発

見
す
る
。

　
大
阪
府
の
四
條
畷
市
立
岡
部
小
学
校
で
は
、
全
校
で
取
り
組
ん

で
、
毎
回
ク
ラ
ス
で
四
名
ず
つ
の
作
品
を
掲
示
し
て
交
流
し
て
い

る
。
学
力
や
記
述
力
が
顕
著
に
高
ま
っ
た
そ
う
だ
が
、
同
時
に
丁

寧
な
文
字
で
書
く
習
慣
も
育
成
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
四
年
生
の
取
り
組
み
だ
が
、
一
学
期
継
続
し
て
い
る
と

百
字
を
超
え
た
り
、
多
く
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
い
始
め
た
り
す
る
。

書
き
慣
れ
て
く
る
の
だ
。
同
時
に
、
文
字
も
少
し
乱
雑
に
な
っ
て
く

る
。
二
百
字
を
超
え
る
者
も
出
て
く
る
。
ほ
ぼ
全
員
が
超
え
る
よ

う
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
百
字
ま
で
短
く
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
。

記
述
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
対
象
を
説
明
す
る
の
に
、
よ
り
適

切
な
も
の
か
ど
う
か
を
考
え
、
判
断
さ
せ
て
朱
線
で
削
除
さ
せ
て

い
く
。
そ
う
や
っ
て
推
敲
し
た
も
の
を
百
字
原
稿
マ
ス
に
丁
寧
に

書
き
上
げ
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
一
年
間
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
に
つ
い
て
「
十

五
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
有
力
な
道
具
と
し
て
活
用
し
て
、
自
分
な

り
に
定
義
し
て
き
た
も
の
を
五
十
音
順
に
綴
じ
て
私
家
版
国
語
辞

典
を
完
成
さ
せ
る
。

  

完
成
し
た
も
の
を
級
友
と
交
流
し
て
、
そ
の
違
い
や
個
性
を
楽
し

ん
だ
ら
、
市
販
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
典
と
読
み
比
べ
て
、
ど
の
よ

う
に
構
成
、
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
自
分
た
ち
と
の
違
い
か
ら
「
批

判
的
」
に
読
み
取
ら
せ
、
そ
の
活
用
の
仕
方
を
考
え
さ
せ
る
。

　
今
回
は
、
中
学
年
で
の
語
彙
指
導
の
可
能
性
を
、
子
ど
も
主
体

の
取
り
組
み
を
中
心
に
考
え
、
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

1
「
ひ
ら
が
な
先
生
」

4
「
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
」
説
明
事
典
の
作
成

2
漢
字
ク
イ
ズ
作
り

3
ク
ラ
ス
専
用
の
作
文
用
漢
字
辞
典
の
作
成

甲
南
女
子
大
学
教
授
・
交
野
市
教
育
委
員
。
教
育

委
員
会
指
導
主
事
、
四
條
畷
市
・
交
野
市
の
小
学

校
長
、
中
央
教
育
審
議
会
教
科
別
専
門
部
会
委
員
、

学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
作
成
協
力
者
等
を

歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編

集
委
員
。

注
１
　
私
が
か
つ
て
校
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
四
條
畷
市
立
岡
部
小
学
校
、
田
原
小

　
　
　
学
校
、
交
野
市
立
私
市
小
学
校
と
、
記
述
力
調
査
で
お
世
話
に
な
っ
た
吹
田
市

　
　
　
立
佐
竹
台
小
学
校
、
高
野
台
小
学
校
、
枚
方
市
立
五
常
小
学
校
、
開
成
小
学
校

　
　
　
で
実
感
し
た
。

注
２
　
従
来
、
速
水
博
氏
は
十
種
類
、
樺
島
忠
夫
氏
は
十
一
種
類
、
中
西
一
弘
氏
は
十

　
　
　
箇
条
、
小
田
迪
夫
氏
は
十
二
種
類
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
井
上
一
郎
氏
は
い

　
　
　
ろ
い
ろ
と
考
察
さ
れ
、
最
終
的
に
十
五
項
目
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
結
論
づ
け

　
　
　
ら
れ
た
。
私
は
、
井
上
一
郎
氏
の
十
五
項
目
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

尾
﨑
靖
二

お
ざ
き 

や
す  

じ

①  

学
校

④  

時
間

⑦  

自
然

　

⑩  

道
具

⑬  

食
べ
物

⑯  

色

　

⑲  

病
院（
病
気
）

㉒  

物

②  

勉
強

⑤  

気
持
ち

⑧  

体

⑪  

場
所（
建
物
）
　

⑭  

様
子（
人
間
・
程
度
）

⑰  

動
物

⑳  

ス
ポ
ー
ツ

㉓  

そ
の
他

③  

向
き

　

⑥  

考
え

⑨  

動
き

⑫  

人
間

⑮  

名
前（
人
・
地
名
）

⑱  

仕
事（
店
）

㉑  

方
法

●
拙
著
『
た
の
し
く
は
ず
む
国
語
　
こ
と
ば
の
力
』
フ
ォ
ー
ラ
ム
Ａ
　
一
九
九
七
年

　
前
回
は
、
低
学
年
の
語
彙
指
導
に
つ
い
て
、「
話
す
こ
と
」「
読

む
こ
と
」
の
実
践
を
通
し
て
考
え
た
。

  

第
二
回
は
、
中
学
年
で
の
語
彙
指
導
の
可
能
性
を
、
子
ど
も
主

体
の
取
り
組
み
を
中
心
に
提
案
し
て
み
た
い
。

  

か
つ
て
、「
線   

」
第
七
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
発
行
）
誌
上

で
「
漢
字
先
生
」
の
取
り
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
あ
る
が
、
そ
の
ひ
ら
が
な
版
で
あ
る
。　

ま
ず
、「
ひ
ら
が
な

五
十
音
表
」
を
用
意
す

る
。
子
ど
も
た
ち
は
、

朝
の
会
な
ど
に
一
年
生

の
教
室
に
行
き
、
指
示

棒
で
「
五
十
音
表
」
の

な
か
か
ら
、
一
字
ず
つ

指
し
て
言
葉
を
作
る
。

言
葉
が
で
き
た
ら
、「
さ

ん
、
は
い
」
と
声
を
掛

け
て
一
年
生
に
一
斉
に

そ
の
言
葉
を
声
に
出
さ

せ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、

目
だ
け
で
読
む
こ
と
を

徹
底
さ
せ
る
。
子
ど
も

た
ち
は
、
そ
の
言
葉
を

語
彙
と
し
て
一
年
生
が

認
識
で
き
る
よ
う
に

「
な
か
ま
」
の
言
葉
を

Line

◎
ひ
ら
が
な
五
十
音
表

❶ 

内
容

❷ 

成
分

❸ 

分
類

❹ 

形
態

❺ 

構
造

❻ 

理
由

❼ 

機
能

❽ 

目
的

❾ 

方
法

 

分
布

 

変
容

 
問
題
論

 

歴
史

 

反
応

 

関
連

そ
れ
は
、
何
で
す
か

そ
れ
は
、
何
で
で
き
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
な
か
ま
に
入
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
形
を
し
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
は
た
ら
き
を
し
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
使
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
使
い
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
何
が
問
題
と
な
り
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
で
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
か

そ
れ
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
か
か
わ
り
ま
す
か

対
象
を
説
明
す
る
た
め
の
１５
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

0809



　は
じ
め
は
、
山
内
有
香
子
先
生
の
実
技
指
導
か

ら
。
教
科
書
の
題
材
を
使
い
、
硬
筆
・
毛
筆
そ
れ

ぞ
れ
の
授
業
の
流
れ
や
指
導
方
法
を
ご
紹
介
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　手
本
と
試
し
書
き
の
違
い
を
考
え
さ
せ
る
発
問

や
、
書
き
出
し
や
筆
順
を
想
起
さ
せ
る
点
画
ピ
ー

ス
な
ど
、
指
導
方
法
に
は
、
ど
ん
な
先
生
方
も
取

り
組
め
、
児
童
が
主
体
的
に
学
ぶ
力
を
つ
け
ら

れ
る
工
夫
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た 

、「
水
書
用
筆

等
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ポ

イ
ン
ト
を
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　続
い
て
、
宮
本
榮
信
先
生
に
、
先
生
方
が
日
々

感
じ
て
い
る
書
写
へ
の
疑
問
に
お
答
え
い
た
だ
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
注
目

点
に
つ
い
て
も
ご
説
明
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　筆
記
具
の
持
ち
方
や
書
く
姿
勢
、書
写
の
原
理
・

原
則
に
関
す
る
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
日
常
生
活
で
児
童
に
接
す
る
際
の
心
が
け

な
ど
に
つ
い
て
も
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
指

導
の
基
礎
・
基
本
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
時

間
と
な
り
ま
し
た
。

　新
し
い
学
習
指
導
要
領
解
説

　国
語
編
に
、「
水

書
用
筆
等
」
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

水
書
用
筆
と
は
、
ど
ん
な
用
具
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　水
で
文
字
を
書
く
た
め
の
筆
は
、
主
に
二
種
類

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
穂
先
に
水
を
含
ま
せ
て
書

く
筆
、
も
う
一
つ
は
、
軸
の
部
分
に
水
を
入
れ
て

書
く
筆
で
す
。
墨
で
衣
服
な
ど
を
汚
す
心
配
が
な

く
、
筆
の
弾
力
性
を
気
軽
に
体
感
で
き
ま
す
。

　硬
筆
は
、
筆
圧
を
変
化
さ
せ
る
点
画
の
指
導
が

難
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
硬
筆
の
筆
跡
で
は
視
認

し
づ
ら
い
の
で
す
が
、
水
書
用
筆
は
わ
か
り
や
す

く
、
児
童
自
身
の
理
解
に
も
、
先
生
が
評
価
す
る

際
に
も
役
立
ち
ま
す
。

「
書
写
指
導
の
ミ
カ
タ
」 

セ
ミ
ナ
ー
レ
ポ
ー
ト

去
る
二
月
四
日
、
昨
年
に
続
き
、
第
二
回
小
学
書
写
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
多
く
の
ご
来
場
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

使
っ
て
み
た
い
！ 

指
導
の
て
だ
て
２

講話

書
写
力
向
上
宣
言

実技指
導

　こ
の
度
は
、
た
く
さ
ん
の
先

生
方
の
ご
臨
席
を
賜
り
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

　実
践
に
い
か
し
た
い
、
学
校

で
も
広
め
た
い
、
次
回
は
若
い

先
生
を
誘
っ
て
来
た
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
反
響
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
書
写
指
導
の

あ
り
方
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、

普
段
の
自
ら
の
書
字
活
動
を
省

み
る
機
会
に
な
っ
た
と
い
う
感

想
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　今
後
も
引
き
続
き
、
書
写
セ

ミ
ナ
ー
の
企
画
・
実
施
を
し
て

い
き
ま
す
。
詳
細
は
、
追
っ
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
次
回
も

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

実
技
指
導

書
写
学
習
の
課
題 

〜
こ
こ
が
知
り
た
い
〜

講
話

水書用筆・水書用紙って何？

☆ 「線 Line」No.10 には, 水書用筆と水書用紙を使用した「指導のミカタ」を掲載しています。バックナンバーをご入用の方は,

　弊社編集部小学書写係, または, 各地区営業担当までお問い合わせください。〔編集部直通 TEL：０６ー６６９５ー２０９０〕

一
．
水
書
用
筆
の
種
類
と
特
性

二
．
水
書
用
紙
の
特
性

三
．
日
常
に
い
き
る
書
写
指
導

特 集

　水
書
用
筆
と
あ
わ
せ
て
使
用
す
る
水
書
用
紙
は
、

水
に
濡
れ
る
と
色
が
変
わ
り
、
乾
く
と
元
に
戻
る

特
性
を
も
ち
ま
す
。
水
書
用
筆
で
書
い
た
部
分
は
、

時
間
が
経
つ
こ
と
に
よ
り
筆
跡
が
消
え
る
た
め
、

繰
り
返
し
練
習
で
き
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
特
性
を
い
か
し
て
繰
り
返
し
練
習

す
る
こ
と
は
、「
硬
筆
で
適
切
に
運
筆
す
る
習

慣
の
定
着
に
つ
な

が
る
」
と
新
し
い

学
習
指
導
要
領
解

説
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　水
書
用
筆
は
、

日
常
に
い
か
せ
る

書
写
の
能
力
を
育

成
す
る
た
め
の
筆

記
具
と
し
て
、
大

き
な
注
目
と
期
待

を
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
常
に
い

き
る
書
写
指
導
を
、

低
学
年
か
ら
始
め

る
た
め
に
、
水
書

用
筆
を
使
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

●
筆
跡
比
較
の
例

フェルトペン

水書用筆

約1分後約1分
30秒後

商品協力／株式会社 呉竹, 株式会社 墨運堂 1011



　は
じ
め
は
、
山
内
有
香
子
先
生
の
実
技
指
導
か

ら
。
教
科
書
の
題
材
を
使
い
、
硬
筆
・
毛
筆
そ
れ

ぞ
れ
の
授
業
の
流
れ
や
指
導
方
法
を
ご
紹
介
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　手
本
と
試
し
書
き
の
違
い
を
考
え
さ
せ
る
発
問

や
、
書
き
出
し
や
筆
順
を
想
起
さ
せ
る
点
画
ピ
ー

ス
な
ど
、
指
導
方
法
に
は
、
ど
ん
な
先
生
方
も
取

り
組
め
、
児
童
が
主
体
的
に
学
ぶ
力
を
つ
け
ら

れ
る
工
夫
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た 

、「
水
書
用
筆

等
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ポ

イ
ン
ト
を
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　続
い
て
、
宮
本
榮
信
先
生
に
、
先
生
方
が
日
々

感
じ
て
い
る
書
写
へ
の
疑
問
に
お
答
え
い
た
だ
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
注
目

点
に
つ
い
て
も
ご
説
明
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　筆
記
具
の
持
ち
方
や
書
く
姿
勢
、書
写
の
原
理
・

原
則
に
関
す
る
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
日
常
生
活
で
児
童
に
接
す
る
際
の
心
が
け

な
ど
に
つ
い
て
も
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
指

導
の
基
礎
・
基
本
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
時

間
と
な
り
ま
し
た
。

　新
し
い
学
習
指
導
要
領
解
説

　国
語
編
に
、「
水

書
用
筆
等
」
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

水
書
用
筆
と
は
、
ど
ん
な
用
具
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　水
で
文
字
を
書
く
た
め
の
筆
は
、
主
に
二
種
類

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
穂
先
に
水
を
含
ま
せ
て
書

く
筆
、
も
う
一
つ
は
、
軸
の
部
分
に
水
を
入
れ
て

書
く
筆
で
す
。
墨
で
衣
服
な
ど
を
汚
す
心
配
が
な

く
、
筆
の
弾
力
性
を
気
軽
に
体
感
で
き
ま
す
。

　硬
筆
は
、
筆
圧
を
変
化
さ
せ
る
点
画
の
指
導
が

難
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
硬
筆
の
筆
跡
で
は
視
認

し
づ
ら
い
の
で
す
が
、
水
書
用
筆
は
わ
か
り
や
す

く
、
児
童
自
身
の
理
解
に
も
、
先
生
が
評
価
す
る

際
に
も
役
立
ち
ま
す
。

「
書
写
指
導
の
ミ
カ
タ
」 

セ
ミ
ナ
ー
レ
ポ
ー
ト

去
る
二
月
四
日
、
昨
年
に
続
き
、
第
二
回
小
学
書
写
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
多
く
の
ご
来
場
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

使
っ
て
み
た
い
！ 

指
導
の
て
だ
て
２

講話

書
写
力
向
上
宣
言

実技指
導

　こ
の
度
は
、
た
く
さ
ん
の
先

生
方
の
ご
臨
席
を
賜
り
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

　実
践
に
い
か
し
た
い
、
学
校

で
も
広
め
た
い
、
次
回
は
若
い

先
生
を
誘
っ
て
来
た
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
反
響
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
書
写
指
導
の

あ
り
方
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、

普
段
の
自
ら
の
書
字
活
動
を
省

み
る
機
会
に
な
っ
た
と
い
う
感

想
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　今
後
も
引
き
続
き
、
書
写
セ

ミ
ナ
ー
の
企
画
・
実
施
を
し
て

い
き
ま
す
。
詳
細
は
、
追
っ
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
次
回
も

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

実
技
指
導

書
写
学
習
の
課
題 

〜
こ
こ
が
知
り
た
い
〜

講
話

水書用筆・水書用紙って何？

☆ 「線 Line」No.10 には, 水書用筆と水書用紙を使用した「指導のミカタ」を掲載しています。バックナンバーをご入用の方は,

　弊社編集部小学書写係, または, 各地区営業担当までお問い合わせください。〔編集部直通 TEL：０６ー６６９５ー２０９０〕

一
．
水
書
用
筆
の
種
類
と
特
性

二
．
水
書
用
紙
の
特
性

三
．
日
常
に
い
き
る
書
写
指
導

特 集

　水
書
用
筆
と
あ
わ
せ
て
使
用
す
る
水
書
用
紙
は
、

水
に
濡
れ
る
と
色
が
変
わ
り
、
乾
く
と
元
に
戻
る

特
性
を
も
ち
ま
す
。
水
書
用
筆
で
書
い
た
部
分
は
、

時
間
が
経
つ
こ
と
に
よ
り
筆
跡
が
消
え
る
た
め
、

繰
り
返
し
練
習
で
き
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
特
性
を
い
か
し
て
繰
り
返
し
練
習

す
る
こ
と
は
、「
硬
筆
で
適
切
に
運
筆
す
る
習

慣
の
定
着
に
つ
な

が
る
」
と
新
し
い

学
習
指
導
要
領
解

説
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

　水
書
用
筆
は
、

日
常
に
い
か
せ
る

書
写
の
能
力
を
育

成
す
る
た
め
の
筆

記
具
と
し
て
、
大

き
な
注
目
と
期
待

を
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
常
に
い

き
る
書
写
指
導
を
、

低
学
年
か
ら
始
め

る
た
め
に
、
水
書

用
筆
を
使
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

●
筆
跡
比
較
の
例

フェルトペン

水書用筆

約1分後約1分
30秒後

商品協力／株式会社 呉竹, 株式会社 墨運堂 1011



平仮名の形に
気をつけて書こう
神奈川県横浜市立峯小学校教諭
北村しのぶ

指 導 の

ミカタ

1
一
単
位
時
間
の
学
習
の
流
れ

1

記
具
が
毛
筆
か
ら
硬
筆
に
変
わ
っ
た
頃
、
日
本

で
は
毛
筆
を
使
っ
た
教
育
が
減
少
し
た
時
期
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
の
よ
う
に
再
び
毛

筆
に
よ
る
指
導
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
毛
筆
に
よ
る
指
導
を
行
わ
な
く
な
っ

て
か
ら
、
子
ど
も
の
書
字
に
問
題
が
現
れ
始
め

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
毛
筆
学
習
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
、「
硬
筆
に
い

か
す
毛
筆
の
授
業
」
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
方
、
硬
筆
は
掲
示
を
し
た
り
展
示
会

に
出
し
た
り
す
る
た
め
に
、「
文
字
を
丁
寧
に
書

く
時
間
」
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

硬
筆
の
指
導
も
、
毛
筆
の
指
導
と
同
じ
よ
う
に
、

自
分
の
文
字
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ど
う
書
け

ば
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
文
字
に
な
る
の
か
、

考
え
な
が
ら
行
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

硬
筆
は
日
常
生
活
で
最
も
よ
く
使
っ
て
い
る

筆
記
具
だ
か
ら
こ
そ
、
き
ち
ん
と
指
導
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
指
導
を

じ
っ
く
り
で
き
る
時
期
が
一
、
二
年
生
だ
と
思

い
ま
す
。
特
に
、
一
年
生
の
初
め
の
、
国
語
の

平
仮
名
の
指
導
と
重
複
さ
せ
て
指
導
が
で
き
る

た
め
、
関
連
さ
せ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

国
語
の
授
業
と
横
断
的
に
硬
筆
の
指
導
を
す
る

こ
と
で
、
平
仮
名
の
学
習
を
し
た
と
き
に
、「
こ

れ
は
折
り
返
し
だ
ね
」「
こ
の
む
す
び
は
縦
長
三

角
だ
ね
」
と
、
書
写
の
時
間
に
指
導
し
た
こ
と

を
つ
ぶ
や
く
児
童
の
姿
を
今
後
も
目
指
し
て
、

指
導
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
形
を
気
に
す
る
こ
と
で
、
ま
す
の
真
ん
中
に

文
字
を
書
く
児
童
も
増
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
国
語
の
授
業
で
平
仮
名
を
学
習
し
た
と

き
に
、
お
手
本
の
文
字
を
線
で
囲
い
、
外
形
を

確
か
め
る
児
童
も
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
普
段
の
授
業
の
中
で
も
「
こ
の
文

字
は
○
○
の
形
だ
ね
」
と
、
外
形
を
意
識
す
る

姿
や
、
一
ま
す
い
っ
ぱ
い
に
文
字
を
書
い
て
い
た

児
童
が
、
外
形
を
意
識
し
て
、
ノ
ー
ト
に
記
録

す
る
姿
に
期
待
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
実
践
で
は
、
外
形
を
考
え
る
こ
と
で
、

外
形
へ
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し

ま
し
た
が
、
児
童
に
よ
っ
て
は
、
ま
と
め
書
き

の
と
き
に
自
分
の
文
字
を
な
か
な
か
修
正
で
き

ず
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
が
同
じ
に
な
っ

て
い
る
児
童
も
い
ま
し
た
。
実
態
に
も
よ
り
ま

す
が
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
だ
け
で
な
く
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
、
書
く
量
を
も
っ
と

確
保
す
る
必
要
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
こ
の
文
字
は
こ
の
外
形
」
と
、
答
え

を
出
す
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
方
が
よ
り
読

み
や
す
い
か
、
思
考
す
る
過
程
を
大
切
に
し
ま

し
た
が
、
形
に
こ
だ
わ
る
児
童
も
い
ま
す
。
算

数
の
よ
う
に
答
え
が
出
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、

「
ど
の
形
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
文
字
が
あ
る

こ
と
」
や
、「
ど
っ
ち
の
形
に
も
当
て
は
ま
る

こ
え
て
き
ま
す
が
、
ド
キ
ド
キ
し
た
ま
ま
次
の

過
程
に
移
り
ま
す
。

❸
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
合
っ
た

　形
（
お
う
ち
）
を
知
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
外
形
を
示
し
た
「
お
う
ち
」
の
登

場
で
す
。
児
童
は
す
ぐ
に
、
お
う
ち
の
中
の
形

が
違
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
文

字
に
は
、
そ
の
文
字
に
合
っ
た
「
住
み
や
す
い

お
う
ち
」が
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
本
時
で
は
、

「
こ
」
と
い
う
文
字
を
例
と
し
て
扱
い
ま
し
た
。

だ
い
た
い
四
角
、
横
長
の
四
角
、
縦
長
の
四
角
、

逆
三
角
形
、
三
角
形
、「
こ
」
の
外
形
は
、
ど
の

お
う
ち
か
を
考
え
ま
す
。
こ
の
と
き
、
教
師
が
す

べ
て
の
お
う
ち
に
、
ペ
ン
で
「
こ
」
と
書
く
こ

と
で
、「
横
長
の
四
角
だ
と
ぺ
っ
ち
ゃ
ん
こ
だ

よ
」「
三
角
形
の
お
う
ち
は
、
上
が
短
く
な
っ
て

お
か
し
い
」
と
、
児
童
の
外
形
の
気
づ
き
に
つ

な
が
り
ま
す
。
最
後
は
、
だ
い
た
い
四
角
か
縦

長
の
四
角
で
悩
み
ま
し
た
が
、
教
科
書
の
平
仮

名
五
十
音
表
を
使
っ
て
、
字
形
を
確
認
し
、
だ

い
た
い
四
角
の
「
こ
」
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

悩
ん
だ
と
き
は
、
教
科
書
を
見
て
確
認
す
る
よ

う
に
伝
え
ま
し
た
。

　
書
写
の
学
習
と
い
わ
れ
る
と
、
毛
筆
学
習
を

思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
用
し

て
い
る
の
は
硬
筆
が
ほ
と
ん
ど
。
硬
筆
に
つ
な

が
る
毛
筆
学
習
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
硬

筆
学
習
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
特
に
、
平
仮
名
を

一
つ
一
つ
丁
寧
に
学
習
す
る
一
年
生
の
こ
の
時

期
に
、
硬
筆
の
基
本
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る

こ
と
は
、
今
後
の
学
習
だ
け
で
な
く
、
生
涯
の

書
字
活
動
に
お
い
て
も
大
切
で
す
。
私
も
ま
だ

ま
だ
硬
筆
指
導
に
つ
い
て
は
勉
強
中
で
す
が
、

少
し
で
も
先
生
方
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
、

今
回
は
、
実
践
し
た
硬
筆
学
習
の
授
業
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

❶
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
す
る
。

　「
足
ペ
ッ
タ
ン
、
背
筋
ピ
ン
、
お
腹
と
背
中
に

グ
ー
一
つ
」
の
合
図
で
姿
勢
を
整
え
、
号
令
を

か
け
た
ら
、
ま
ず
は
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
し

ま
す
。
本
時
は
、「
平
仮
名
の
形
に
気
を
つ
け
て

書
こ
う
」
と
い
う
、
外
形
の
学
習
で
す
。
こ
の

と
き
は
、
ま
だ
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る

一
年
生
。
す
ぐ
に
試
し
書
き
に
移
り
ま
す
。

❷
試
し
書
き
を
す
る
。

　
何
も
見
な
い
で
、
用
意
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
「
い
も
」「
ふ
ね
」
と
書
き
ま
す
。
教
師
が
見

本
を
示
す
と
真
似
を
し
て
し
ま
い
、
自
分
が
普

段
書
い
て
い
る
文
字
に
対
す
る
課
題
を
も
ち
に

く
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

拡
大
し
、「
こ
こ
に
書
き
ま
す
」
と
、
書
く
場
所

を
示
し
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
『
い
も
』
？
」「
ど

う
し
て
『
ふ
ね
』
？
」
そ
ん
な
つ
ぶ
や
き
も
聞

2
成
果
と
課
題

❹
他
の
文
字
で
も
考
え
る
。

　
外
形
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
、「
他

の
文
字
は
ど
う
だ
ろ
う
ね
」
と
発
問
を
し
ま
す
。

児
童
は
次
々
と
、
文
字
の
外
形
を
伝
え
よ
う
と

す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
一
人
に
一
枚
は
配
れ
る

よ
う
に
五
十
音
の
カ
ー
ド
を
用
意
し
ま
し
た
。

児
童
は
自
分
に
配
ら
れ
た
文
字
に
合
っ
た
外
形

を
考
え
、
黒
板
に
貼
っ
て
い
き
ま
す
。
迷
っ
て

い
る
児
童
に
は
、
教
科
書
の
平
仮
名
五
十
音
表

を
見
せ
た
り
、友
達
に
聞
い
た
り
し
て
も
よ
い
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
声
を
掛
け
た
り
し
ま
し
た
。
一
枚

貼
り
終
わ
っ
た
児
童
に
は
、
二
枚
目
の
カ
ー
ド

を
渡
し
、
ク
ラ
ス
で
五
十
音
す
べ
て
の
外
形
を

黒
板
に
貼
り
ま
し
た
。

❺
全
体
で
共
有
す
る
。

　
黒
板
に
貼
っ
た
文
字
を
全
体
で
眺
め
な
が
ら
、

確
認
を
し
て
い
き
ま
す
。
ど
の
形
に
入
る
の
か

悩
ん
だ
文
字
は
、
み
ん
な
で
考
え
ま
す
。
こ
の

と
き
、
外
形
に
つ
い
て
、「
こ
れ
が
正
解
」
と
い

う
よ
う
に
答
え
を
出
す
の
で
は
な
く
、「
こ
っ
ち

の
お
う
ち
の
方
が
き
れ
い
に
見
え
る
」「
こ
っ
ち

の
お
う
ち
で
も
よ

さ
そ
う
」
と
、
外

形
に
注
目
し
て
、

ど
ち
ら
の
方
が
よ

り
読
み
や
す
い
か
、

思
考
す
る
過
程
を

大
切
に
し
ま
し
た
。

　
本
時
で
は
、
児

童
か
ら
出
な
か
っ

た
外
形
が
あ
り
ま

し
た（「
て
」「
な
」は
逆
三
角
形
、「
ふ
」は
三
角
形
、

「
つ
」
は
横
長
、
四
つ
の
文
字
の
形
）。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
教
師
か
ら
示
し
ま
し
た
。

4
硬
筆
学
習
の
大
切
さ

3
支
援

「
お
う
ち
」
の
効
果
と
作
り
方

文
字
が
あ
る
こ
と
」
を
、
事
前
に
話
し
て
お
く

必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
多
く
の
文
字
で
考
え
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
、
五
十
音
す
べ
て
を
考
え
ま
し
た
が
、

考
え
る
文
字
が
多
く
、一
つ
一
つ
の
文
字
を
じ
っ

く
り
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
も

感
じ
ま
す
。「
こ
の
文
字
は
、
ど
っ
ち
か
な
あ
」

「
こ
っ
ち
の
お
う
ち
の
方
が
き
れ
い
に
見
え
る
」

と
、
丁
寧
に
そ
の
文
字
と
向
き
合
う
時
間
に
す

る
の
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
外
形
を
「
お
う
ち
」
に
例
え
る
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
字
に
は
、
字
形
が
整
っ
て
見
え
る

形
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ

ま
す
。
児
童
は
、
自
分
に
任
さ
れ
た
文
字
が
ど

の
外
形
（
お
う
ち
）
な
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、

お
う
ち
に
文
字
を
当
て
た
り
、
近
く
で
確
認
し

た
り
し
な
が
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
　

　「
お
う
ち
」
は
ラ
ミ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
マ
ー
カ
ー
を
使
え
ば
何
度
も

書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
形
を
捉
え
ら
れ
な

い
児
童
に
は
、
そ
の
文
字
を
書
い
て
あ
げ
る
と

わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
日
常
の
筆
記
具
は
硬
筆
な
の
に
、
学
校
教
育

で
は
毛
筆
に
よ
る
指
導
が
今
で
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
毛
筆
を
使
っ
て
書
く
こ
と
で
、

文
字
を
正
し
く
丁
寧
に
、
そ
し
て
滑
ら
か
に
書

け
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
常
の
筆

❻
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

　
一
通
り
、
外
形
に
つ
い
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
、

ま
と
め
書
き
を
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
も
う
一

度
、「
い（
横
長
の
四
角
）」「
も（
縦
長
の
四
角
）」

「
ふ
（
三
角
形
）」「
ね
（
だ
い
た
い
四
角
）」
の

外
形
を
確
認
し
ま
す
。

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
、
試
し
書
き
の
と
き
の
自

分
が
書
い
た
文
字
を
見

て
、「
こ
こ
は
こ
う
だ
っ

た
か
ら
、
こ
う
や
っ
て

書
こ
う
」
と
、
自
分
な

り
の
課
題
を
も
ち
、
外

形
を
意
識
し
な
が
ら
ま

と
め
書
き
を
し
て
い
き

ま
す
。

　
普
段
は
外
形
を
気
に
し
て
文
字
を
書
い
て
い

な
か
っ
た
児
童
も
、
今
回
の
授
業
を
通
し
て
外

形
の
こ
と
を
知
り
、
意
識
が
高
ま
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ま
と
め
書
き
か

ら
は
、
文
字
を
囲
っ
て
、
ど
の
形
に
書
け
ば
よ

い
の
か
確
か
め
な
が
ら
書
く
児
童
の
姿
も
見
ら

れ
ま
し
た
。
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平仮名の形に
気をつけて書こう
神奈川県横浜市立峯小学校教諭
北村しのぶ

指 導 の

ミカタ

1
一
単
位
時
間
の
学
習
の
流
れ

1

記
具
が
毛
筆
か
ら
硬
筆
に
変
わ
っ
た
頃
、
日
本

で
は
毛
筆
を
使
っ
た
教
育
が
減
少
し
た
時
期
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
の
よ
う
に
再
び
毛

筆
に
よ
る
指
導
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
毛
筆
に
よ
る
指
導
を
行
わ
な
く
な
っ

て
か
ら
、
子
ど
も
の
書
字
に
問
題
が
現
れ
始
め

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
毛
筆
学
習
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
、「
硬
筆
に
い

か
す
毛
筆
の
授
業
」
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
方
、
硬
筆
は
掲
示
を
し
た
り
展
示
会

に
出
し
た
り
す
る
た
め
に
、「
文
字
を
丁
寧
に
書

く
時
間
」
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

硬
筆
の
指
導
も
、
毛
筆
の
指
導
と
同
じ
よ
う
に
、

自
分
の
文
字
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ど
う
書
け

ば
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
文
字
に
な
る
の
か
、

考
え
な
が
ら
行
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

硬
筆
は
日
常
生
活
で
最
も
よ
く
使
っ
て
い
る

筆
記
具
だ
か
ら
こ
そ
、
き
ち
ん
と
指
導
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
指
導
を

じ
っ
く
り
で
き
る
時
期
が
一
、
二
年
生
だ
と
思

い
ま
す
。
特
に
、
一
年
生
の
初
め
の
、
国
語
の

平
仮
名
の
指
導
と
重
複
さ
せ
て
指
導
が
で
き
る

た
め
、
関
連
さ
せ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

国
語
の
授
業
と
横
断
的
に
硬
筆
の
指
導
を
す
る

こ
と
で
、
平
仮
名
の
学
習
を
し
た
と
き
に
、「
こ

れ
は
折
り
返
し
だ
ね
」「
こ
の
む
す
び
は
縦
長
三

角
だ
ね
」
と
、
書
写
の
時
間
に
指
導
し
た
こ
と

を
つ
ぶ
や
く
児
童
の
姿
を
今
後
も
目
指
し
て
、

指
導
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
形
を
気
に
す
る
こ
と
で
、
ま
す
の
真
ん
中
に

文
字
を
書
く
児
童
も
増
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
国
語
の
授
業
で
平
仮
名
を
学
習
し
た
と

き
に
、
お
手
本
の
文
字
を
線
で
囲
い
、
外
形
を

確
か
め
る
児
童
も
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
普
段
の
授
業
の
中
で
も
「
こ
の
文

字
は
○
○
の
形
だ
ね
」
と
、
外
形
を
意
識
す
る

姿
や
、
一
ま
す
い
っ
ぱ
い
に
文
字
を
書
い
て
い
た

児
童
が
、
外
形
を
意
識
し
て
、
ノ
ー
ト
に
記
録

す
る
姿
に
期
待
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
実
践
で
は
、
外
形
を
考
え
る
こ
と
で
、

外
形
へ
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し

ま
し
た
が
、
児
童
に
よ
っ
て
は
、
ま
と
め
書
き

の
と
き
に
自
分
の
文
字
を
な
か
な
か
修
正
で
き

ず
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
が
同
じ
に
な
っ

て
い
る
児
童
も
い
ま
し
た
。
実
態
に
も
よ
り
ま

す
が
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
だ
け
で
な
く
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
、
書
く
量
を
も
っ
と

確
保
す
る
必
要
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
こ
の
文
字
は
こ
の
外
形
」
と
、
答
え

を
出
す
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
方
が
よ
り
読

み
や
す
い
か
、
思
考
す
る
過
程
を
大
切
に
し
ま

し
た
が
、
形
に
こ
だ
わ
る
児
童
も
い
ま
す
。
算

数
の
よ
う
に
答
え
が
出
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、

「
ど
の
形
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
文
字
が
あ
る

こ
と
」
や
、「
ど
っ
ち
の
形
に
も
当
て
は
ま
る

こ
え
て
き
ま
す
が
、
ド
キ
ド
キ
し
た
ま
ま
次
の

過
程
に
移
り
ま
す
。

❸
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
合
っ
た

　形
（
お
う
ち
）
を
知
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
外
形
を
示
し
た
「
お
う
ち
」
の
登

場
で
す
。
児
童
は
す
ぐ
に
、
お
う
ち
の
中
の
形

が
違
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
文

字
に
は
、
そ
の
文
字
に
合
っ
た
「
住
み
や
す
い

お
う
ち
」が
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
本
時
で
は
、

「
こ
」
と
い
う
文
字
を
例
と
し
て
扱
い
ま
し
た
。

だ
い
た
い
四
角
、
横
長
の
四
角
、
縦
長
の
四
角
、

逆
三
角
形
、
三
角
形
、「
こ
」
の
外
形
は
、
ど
の

お
う
ち
か
を
考
え
ま
す
。
こ
の
と
き
、
教
師
が
す

べ
て
の
お
う
ち
に
、
ペ
ン
で
「
こ
」
と
書
く
こ

と
で
、「
横
長
の
四
角
だ
と
ぺ
っ
ち
ゃ
ん
こ
だ

よ
」「
三
角
形
の
お
う
ち
は
、
上
が
短
く
な
っ
て

お
か
し
い
」
と
、
児
童
の
外
形
の
気
づ
き
に
つ

な
が
り
ま
す
。
最
後
は
、
だ
い
た
い
四
角
か
縦

長
の
四
角
で
悩
み
ま
し
た
が
、
教
科
書
の
平
仮

名
五
十
音
表
を
使
っ
て
、
字
形
を
確
認
し
、
だ

い
た
い
四
角
の
「
こ
」
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

悩
ん
だ
と
き
は
、
教
科
書
を
見
て
確
認
す
る
よ

う
に
伝
え
ま
し
た
。

　
書
写
の
学
習
と
い
わ
れ
る
と
、
毛
筆
学
習
を

思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
用
し

て
い
る
の
は
硬
筆
が
ほ
と
ん
ど
。
硬
筆
に
つ
な

が
る
毛
筆
学
習
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
硬

筆
学
習
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
特
に
、
平
仮
名
を

一
つ
一
つ
丁
寧
に
学
習
す
る
一
年
生
の
こ
の
時

期
に
、
硬
筆
の
基
本
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る

こ
と
は
、
今
後
の
学
習
だ
け
で
な
く
、
生
涯
の

書
字
活
動
に
お
い
て
も
大
切
で
す
。
私
も
ま
だ

ま
だ
硬
筆
指
導
に
つ
い
て
は
勉
強
中
で
す
が
、

少
し
で
も
先
生
方
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
、

今
回
は
、
実
践
し
た
硬
筆
学
習
の
授
業
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

❶
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
す
る
。

　「
足
ペ
ッ
タ
ン
、
背
筋
ピ
ン
、
お
腹
と
背
中
に

グ
ー
一
つ
」
の
合
図
で
姿
勢
を
整
え
、
号
令
を

か
け
た
ら
、
ま
ず
は
本
時
の
め
あ
て
を
確
認
し

ま
す
。
本
時
は
、「
平
仮
名
の
形
に
気
を
つ
け
て

書
こ
う
」
と
い
う
、
外
形
の
学
習
で
す
。
こ
の

と
き
は
、
ま
だ
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る

一
年
生
。
す
ぐ
に
試
し
書
き
に
移
り
ま
す
。

❷
試
し
書
き
を
す
る
。

　
何
も
見
な
い
で
、
用
意
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
「
い
も
」「
ふ
ね
」
と
書
き
ま
す
。
教
師
が
見

本
を
示
す
と
真
似
を
し
て
し
ま
い
、
自
分
が
普

段
書
い
て
い
る
文
字
に
対
す
る
課
題
を
も
ち
に

く
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

拡
大
し
、「
こ
こ
に
書
き
ま
す
」
と
、
書
く
場
所

を
示
し
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
『
い
も
』
？
」「
ど

う
し
て
『
ふ
ね
』
？
」
そ
ん
な
つ
ぶ
や
き
も
聞

2
成
果
と
課
題

❹
他
の
文
字
で
も
考
え
る
。

　
外
形
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
、「
他

の
文
字
は
ど
う
だ
ろ
う
ね
」
と
発
問
を
し
ま
す
。

児
童
は
次
々
と
、
文
字
の
外
形
を
伝
え
よ
う
と

す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
一
人
に
一
枚
は
配
れ
る

よ
う
に
五
十
音
の
カ
ー
ド
を
用
意
し
ま
し
た
。

児
童
は
自
分
に
配
ら
れ
た
文
字
に
合
っ
た
外
形

を
考
え
、
黒
板
に
貼
っ
て
い
き
ま
す
。
迷
っ
て

い
る
児
童
に
は
、
教
科
書
の
平
仮
名
五
十
音
表

を
見
せ
た
り
、友
達
に
聞
い
た
り
し
て
も
よ
い
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
声
を
掛
け
た
り
し
ま
し
た
。
一
枚

貼
り
終
わ
っ
た
児
童
に
は
、
二
枚
目
の
カ
ー
ド

を
渡
し
、
ク
ラ
ス
で
五
十
音
す
べ
て
の
外
形
を

黒
板
に
貼
り
ま
し
た
。

❺
全
体
で
共
有
す
る
。

　
黒
板
に
貼
っ
た
文
字
を
全
体
で
眺
め
な
が
ら
、

確
認
を
し
て
い
き
ま
す
。
ど
の
形
に
入
る
の
か

悩
ん
だ
文
字
は
、
み
ん
な
で
考
え
ま
す
。
こ
の

と
き
、
外
形
に
つ
い
て
、「
こ
れ
が
正
解
」
と
い

う
よ
う
に
答
え
を
出
す
の
で
は
な
く
、「
こ
っ
ち

の
お
う
ち
の
方
が
き
れ
い
に
見
え
る
」「
こ
っ
ち

の
お
う
ち
で
も
よ

さ
そ
う
」
と
、
外

形
に
注
目
し
て
、

ど
ち
ら
の
方
が
よ

り
読
み
や
す
い
か
、

思
考
す
る
過
程
を

大
切
に
し
ま
し
た
。

　
本
時
で
は
、
児

童
か
ら
出
な
か
っ

た
外
形
が
あ
り
ま

し
た（「
て
」「
な
」は
逆
三
角
形
、「
ふ
」は
三
角
形
、

「
つ
」
は
横
長
、
四
つ
の
文
字
の
形
）。
そ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
教
師
か
ら
示
し
ま
し
た
。

4
硬
筆
学
習
の
大
切
さ

3
支
援

「
お
う
ち
」
の
効
果
と
作
り
方

文
字
が
あ
る
こ
と
」
を
、
事
前
に
話
し
て
お
く

必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
多
く
の
文
字
で
考
え
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
、
五
十
音
す
べ
て
を
考
え
ま
し
た
が
、

考
え
る
文
字
が
多
く
、一
つ
一
つ
の
文
字
を
じ
っ

く
り
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
も

感
じ
ま
す
。「
こ
の
文
字
は
、
ど
っ
ち
か
な
あ
」

「
こ
っ
ち
の
お
う
ち
の
方
が
き
れ
い
に
見
え
る
」

と
、
丁
寧
に
そ
の
文
字
と
向
き
合
う
時
間
に
す

る
の
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
外
形
を
「
お
う
ち
」
に
例
え
る
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
字
に
は
、
字
形
が
整
っ
て
見
え
る

形
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ

ま
す
。
児
童
は
、
自
分
に
任
さ
れ
た
文
字
が
ど

の
外
形
（
お
う
ち
）
な
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、

お
う
ち
に
文
字
を
当
て
た
り
、
近
く
で
確
認
し

た
り
し
な
が
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
　

　「
お
う
ち
」
は
ラ
ミ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
マ
ー
カ
ー
を
使
え
ば
何
度
も

書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
外
形
を
捉
え
ら
れ
な

い
児
童
に
は
、
そ
の
文
字
を
書
い
て
あ
げ
る
と

わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
日
常
の
筆
記
具
は
硬
筆
な
の
に
、
学
校
教
育

で
は
毛
筆
に
よ
る
指
導
が
今
で
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
毛
筆
を
使
っ
て
書
く
こ
と
で
、

文
字
を
正
し
く
丁
寧
に
、
そ
し
て
滑
ら
か
に
書

け
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
常
の
筆

❻
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

　
一
通
り
、
外
形
に
つ
い
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
、

ま
と
め
書
き
を
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
も
う
一

度
、「
い（
横
長
の
四
角
）」「
も（
縦
長
の
四
角
）」

「
ふ
（
三
角
形
）」「
ね
（
だ
い
た
い
四
角
）」
の

外
形
を
確
認
し
ま
す
。

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
、
試
し
書
き
の
と
き
の
自

分
が
書
い
た
文
字
を
見

て
、「
こ
こ
は
こ
う
だ
っ

た
か
ら
、
こ
う
や
っ
て

書
こ
う
」
と
、
自
分
な

り
の
課
題
を
も
ち
、
外

形
を
意
識
し
な
が
ら
ま

と
め
書
き
を
し
て
い
き

ま
す
。

　
普
段
は
外
形
を
気
に
し
て
文
字
を
書
い
て
い

な
か
っ
た
児
童
も
、
今
回
の
授
業
を
通
し
て
外

形
の
こ
と
を
知
り
、
意
識
が
高
ま
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ま
と
め
書
き
か

ら
は
、
文
字
を
囲
っ
て
、
ど
の
形
に
書
け
ば
よ

い
の
か
確
か
め
な
が
ら
書
く
児
童
の
姿
も
見
ら

れ
ま
し
た
。
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書
写
も
技
能
教
科
の
一
つ
で
す
。
体
育
科
の

よ
う
に
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
線
遊
び
を
取

り
入
れ
、
鉛
筆
を
正
し
く
持
ち
手
を
滑
ら
せ
て

書
く
こ
と
や
本
時
の
ね
ら
い
を
習
得
し
や
す
く

す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
子
ど
も
た
ち
が
喜

ん
で
取
り
組
め
る
も
の
を
用
意
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

❷
点
画
、
間
隔
、
傾
き
や
長
さ
を

　主
体
的
に
学
ぶ
学
習

　
書
写
学
習
も
他
教
科
と
同
様
、
子
ど
も
自
ら

が
考
え
、
友
達
同
士
で
見
つ
け
る
こ
と
を
大
切

に
し
た
授
業
づ
く
り
を
疎
か
に
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
と
き
に
は
、
間
違
っ
た
文
字
を
提
示
し

て
、「
ど
こ
が
お
か
し
い
の
か
な
」
と
投
げ
か
け

た
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
問
題
を
解
決
し
て

い
け
る
展
開
を
仕
組
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
主
体

的
・
対
話
的
な
学
び
の
授
業
を
し
て
い
く
こ
と

で
、
よ
り
確
か
な
文
字
感
覚
が
養
わ
れ
る
と
考

え
ま
す
。

　
常
に
、
私
た
ち
指
導
者
は
、
子
ど
も
た
ち
が

楽
し
く
感
じ
、「
次
の
学
習
が
楽
し
み
だ
な
」

「
も
っ
と
書
き
た
い
な
」
と
関
心
・
意
欲
を
示

し
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
」
と
考
え
、
導

き
出
せ
る
授
業
を
仕
組
み
、
子
ど
も
た
ち
が
硬

筆
書
写
の
基
本
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

最
後
に

　「
文
字
を
書
く
」
こ
と
は
、
一
生
続
き
ま
す
。

書
く
こ
と
を
生
涯
の
仕
事
と
捉
え
、
小
学
校
六

年
間
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
整
っ
た
文

字
へ
の
あ
こ
が
れ
」を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ

て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
意
外
に
見
落
と
し
が
ち
な
の
が
、

練
習
用
紙
や
手
本
、
反
対
の
手
の
置
き
方
で
す
。

練
習
用
紙
は
書
く
手
の
方
の
胸
の
前
に
。
手
本

は
書
く
手
と
反
対
の
方
に
。
空
い
た
手
を
し
っ

か
り
置
く
こ
と
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
姿
勢
と

と
も
に
お
さ
え
た
い
事
項
で
す
。

❶
正
し
い
字
形
を
正
確
に
書
く
た
め
に

　
本
時
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
導
入

で
線
遊
び
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

硬筆入門期の書写指導
～二年生の指導について～
滋賀県蒲生郡日野町立桜谷小学校講師
長井礼子

指 導 の

ミカタ
2

も
鉛
筆
の
持
ち
方
同
様
、
合
い
言
葉
を
言
い
な

が
ら
学
習
を
始
め
る
こ
と
で
、
教
室
全
体
が
ぴ

し
っ
と
引
き
締
ま
り
、
学
習
へ
の
心
構
え
も
う

ま
れ
ま
す
。
授
業
の
途
中
で
、
姿
勢
や
持
ち
方

が
崩
れ
て
き
た
と
感
じ
た
ら
、
そ
の
都
度
、
合

い
言
葉
を
つ
ぶ
や
く
こ
と
で
、
気
持
ち
も
切
り

　
ま
た
、
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
教
科
書
の
イ
ラ

ス
ト
を
使
っ
て
、「
足
ぴ
た
、
背
中
ぴ
ん
、
椅
子

に
深
く
腰
掛
け
て
、
背
中
と
お
な
か
に
グ
ー
一

個
」
な
ど
、
号
令
を
掛
け
て
い
つ
も
学
習
を
ス

タ
ー
ト
す
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
も
、
習
慣

づ
け
に
な
っ
て
よ
い
方
法
と
考
え
ま
す
。
姿
勢

1
楽
し
く
、
て
い
ね
い
に
、

根
気
よ
く

て
書
こ
う
と
す
る
の
で
、
点
画
等
の
指
導
に
適

し
て
い
ま
す
。フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
書
い
た
あ
と
は
、

必
ず
鉛
筆
に
戻
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

❷
鉛
筆
の
持
ち
方
と
姿
勢
に
つ
い
て

　
書
写
の
研
究
会
（
硬
筆
部
会
）
の
場
で
、
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
聞
か
れ
る
の
が
、「
鉛
筆

の
持
ち
方
が
直
ら
な
い
」
と
い
う
指
導
者
の
声

で
す
。
入
学
前
に
身
に
付
け
た
持
ち
方
が
癖
に

な
っ
て
い
て
、
正
し
い
持
ち
方
を
教
え
て
も
、

な
か
な
か
身
に
付
か
な
く
て
困
っ
た
と
い
う
経

験
は
、低
学
年
を
担
任
し
た
者
な
ら
誰
し
も
も
っ

た
こ
と
の
あ
る
共
通
の
悩
み
で
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
入
学
時
、
補
助
ク
リ
ッ
プ
を
は
め
て
書
い
て

い
た
子
ど
も
た
ち
も
、
二
年
生
に
な
る
と
い
つ

の
ま
に
か
使
わ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
に
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、
使
い
に
く
い

と
感
じ
て
い
た
り
、付
け
替
え
る
の
が
面
倒
だ
っ

た
り
し
て
、
何
と
な
く
使
わ
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
指
導
者
も
、
一
年

生
の
と
き
ほ
ど
、
声
を
掛
け
な
く
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
使
わ
な
く
て
も
正
し
く
持
て
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
子
ど
も
も
い
ま
す
。

　
私
は
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
も
、
補
助
ク

リ
ッ
プ
は
、
必
要
な
と
き
に
使
わ
せ
て
い
ま
す
。

事
務
用
の
も
の
で
す
が
、
は
め
や
す
く
、
使
い

　
二
年
生
に
な
る
と
文
字
が
雑
に
な
る
な
ど
、

整
っ
た
文
字
を
書
け
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り

ま
す
。

　
一
年
生
の
と
き
に
比
べ
て
書
く
量
が
増
え
た

こ
と
で
崩
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
や
、
字
形
を
整

え
て
書
く
技
能
が
十
分
に
身
に
つ
か
な
い
ま
ま

崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
実

際
、
二
年
生
を
担
任
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、

整
っ
た
文
字
を
書
け
な
い
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
ど
の
子
も
整
っ
た
文
字
を
書
き
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。
硬
筆
文
字
に
つ
い
て
ア
ン

ケ
ー
ト
を
と
っ
た
結
果
、「
大
人
に
な
っ
た
ら
文

字
を
き
れ
い
に
書
き
た
い
」
と
全
員
が
答
え
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
に
「
上
手
に
書

け
た
」
と
い
う
満
足
感
や
達
成
感
を
味
わ
わ
せ

て
や
る
こ
と
が
、
私
た
ち
指
導
者
の
使
命
で
あ

り
、
喜
び
で
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。

❶
筆
記
具
に
つ
い
て
　

　
硬
筆
の
筆
記
具
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
ず
、

毎
日
使
っ
て
い
る
の
が
、
鉛
筆
で
す
。
二
年
生

に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
鉛
筆
を
持
っ
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
で
き
る
だ
け
芯
の
柔
ら
か

い
も
の
を
す
す
め
て
い
ま
す
。Ｂ
や
２
Ｂ
が
ほ
と

ん
ど
で
す
が
、
書
写
の
時
間
に
は
、
４
Ｂ
で
書

か
せ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
最
初
、
太

い
芯
に
驚
き
ま
し
た
が
、「
書
き
や
す
い
」
と
好

評
で
し
た
。
柔
ら
か
い
芯
で
書
く
と
余
計
な
力

を
入
れ
ず
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
お
す

す
め
で
す
。

　
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
も
緊
張
感
を
う
み
、
集
中
し

や
す
い
の
で
す
す
ん
で
借
り
に
き
ま
す
。
こ
の

ク
リ
ッ
プ
は
身
近
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
お
す

す
め
で
す
。
今
ま
で
、
輪
ゴ
ム
や
洗
濯
ば
さ
み

な
ど
い
ろ
い
ろ
試
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
使
い
に
く
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
指
導

者
が
、
子
ど
も
た
ち
に
合
っ
た
も
の
を
見
つ
け
、

根
気
よ
く
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
日
頃
か
ら
、
鉛
筆
の
持
ち
方
に
意
識

を
向
け
、
時
に
は
子
ど
も
た
ち
を
ほ
め
る
こ
と

も
忘
れ
ず
、
声
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方
を
定
着
さ
せ
る
に

は
、
日
々
の
授
業
の
前
に
持
ち
方
チ
ェ
ッ
ク
を

し
ま
す
。
例
①
②
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
楽
し
い
合
い
言
葉
を
使
っ

て
定
着
を
図
り
ま
す
。

2
書
写
力
を

き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る

例①
ク
ジ
ャ
ク
の
頭
を
作
っ
て
、
反
対
の
手
で
鉛

　
筆
を
持
っ
て
い
き
、
野
菜
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
む

　
し
ゃ
む
し
ゃ
（
指
先
を
動
か
す
事
を
意
識
し

　
た
や
り
方
）。

②
親
指
と
ひ
と
さ
し
指
で
、Ｏ
Ｋ
マ
ー
ク
を
作

　
る
。
中
指
か
ら
後
三
本
は
、
丸
め
て
、
こ
の

　
指
の
な
か
に
、
ハ
ム
ス
タ
ー
に
触
れ
る
よ
う

　
に
ふ
わ
っ
と
持
ち
ま
し
ょ
う
（
柔
ら
か
く
持

　
つ
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
や
り
方
）。

【
は
ら
い
の
練
習
】

◆
王
様
に
ひ
げ
　
◆
ほ
う
き
の
毛

◆
線
香
花
火
　
な
ど

【
そ
り
の
練
習
】

◆
楕
円
形
に
は
ね
を
書
く
　
な
ど
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書
写
も
技
能
教
科
の
一
つ
で
す
。
体
育
科
の

よ
う
に
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
線
遊
び
を
取

り
入
れ
、
鉛
筆
を
正
し
く
持
ち
手
を
滑
ら
せ
て

書
く
こ
と
や
本
時
の
ね
ら
い
を
習
得
し
や
す
く

す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
子
ど
も
た
ち
が
喜

ん
で
取
り
組
め
る
も
の
を
用
意
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

❷
点
画
、
間
隔
、
傾
き
や
長
さ
を

　主
体
的
に
学
ぶ
学
習

　
書
写
学
習
も
他
教
科
と
同
様
、
子
ど
も
自
ら

が
考
え
、
友
達
同
士
で
見
つ
け
る
こ
と
を
大
切

に
し
た
授
業
づ
く
り
を
疎
か
に
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
と
き
に
は
、
間
違
っ
た
文
字
を
提
示
し

て
、「
ど
こ
が
お
か
し
い
の
か
な
」
と
投
げ
か
け

た
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
問
題
を
解
決
し
て

い
け
る
展
開
を
仕
組
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
主
体

的
・
対
話
的
な
学
び
の
授
業
を
し
て
い
く
こ
と

で
、
よ
り
確
か
な
文
字
感
覚
が
養
わ
れ
る
と
考

え
ま
す
。

　
常
に
、
私
た
ち
指
導
者
は
、
子
ど
も
た
ち
が

楽
し
く
感
じ
、「
次
の
学
習
が
楽
し
み
だ
な
」

「
も
っ
と
書
き
た
い
な
」
と
関
心
・
意
欲
を
示

し
、「
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
」
と
考
え
、
導

き
出
せ
る
授
業
を
仕
組
み
、
子
ど
も
た
ち
が
硬

筆
書
写
の
基
本
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

最
後
に

　「
文
字
を
書
く
」
こ
と
は
、
一
生
続
き
ま
す
。

書
く
こ
と
を
生
涯
の
仕
事
と
捉
え
、
小
学
校
六

年
間
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
整
っ
た
文

字
へ
の
あ
こ
が
れ
」を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
っ

て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
意
外
に
見
落
と
し
が
ち
な
の
が
、

練
習
用
紙
や
手
本
、
反
対
の
手
の
置
き
方
で
す
。

練
習
用
紙
は
書
く
手
の
方
の
胸
の
前
に
。
手
本

は
書
く
手
と
反
対
の
方
に
。
空
い
た
手
を
し
っ

か
り
置
く
こ
と
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
姿
勢
と

と
も
に
お
さ
え
た
い
事
項
で
す
。

❶
正
し
い
字
形
を
正
確
に
書
く
た
め
に

　
本
時
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
導
入

で
線
遊
び
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

硬筆入門期の書写指導
～二年生の指導について～
滋賀県蒲生郡日野町立桜谷小学校講師
長井礼子

指 導 の

ミカタ
2

も
鉛
筆
の
持
ち
方
同
様
、
合
い
言
葉
を
言
い
な

が
ら
学
習
を
始
め
る
こ
と
で
、
教
室
全
体
が
ぴ

し
っ
と
引
き
締
ま
り
、
学
習
へ
の
心
構
え
も
う

ま
れ
ま
す
。
授
業
の
途
中
で
、
姿
勢
や
持
ち
方

が
崩
れ
て
き
た
と
感
じ
た
ら
、
そ
の
都
度
、
合

い
言
葉
を
つ
ぶ
や
く
こ
と
で
、
気
持
ち
も
切
り

　
ま
た
、
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
教
科
書
の
イ
ラ

ス
ト
を
使
っ
て
、「
足
ぴ
た
、
背
中
ぴ
ん
、
椅
子

に
深
く
腰
掛
け
て
、
背
中
と
お
な
か
に
グ
ー
一

個
」
な
ど
、
号
令
を
掛
け
て
い
つ
も
学
習
を
ス

タ
ー
ト
す
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
も
、
習
慣

づ
け
に
な
っ
て
よ
い
方
法
と
考
え
ま
す
。
姿
勢

1
楽
し
く
、
て
い
ね
い
に
、

根
気
よ
く

て
書
こ
う
と
す
る
の
で
、
点
画
等
の
指
導
に
適

し
て
い
ま
す
。フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
書
い
た
あ
と
は
、

必
ず
鉛
筆
に
戻
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

❷
鉛
筆
の
持
ち
方
と
姿
勢
に
つ
い
て

　
書
写
の
研
究
会
（
硬
筆
部
会
）
の
場
で
、
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
聞
か
れ
る
の
が
、「
鉛
筆

の
持
ち
方
が
直
ら
な
い
」
と
い
う
指
導
者
の
声

で
す
。
入
学
前
に
身
に
付
け
た
持
ち
方
が
癖
に

な
っ
て
い
て
、
正
し
い
持
ち
方
を
教
え
て
も
、

な
か
な
か
身
に
付
か
な
く
て
困
っ
た
と
い
う
経

験
は
、低
学
年
を
担
任
し
た
者
な
ら
誰
し
も
も
っ

た
こ
と
の
あ
る
共
通
の
悩
み
で
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
入
学
時
、
補
助
ク
リ
ッ
プ
を
は
め
て
書
い
て

い
た
子
ど
も
た
ち
も
、
二
年
生
に
な
る
と
い
つ

の
ま
に
か
使
わ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
に
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、
使
い
に
く
い

と
感
じ
て
い
た
り
、付
け
替
え
る
の
が
面
倒
だ
っ

た
り
し
て
、
何
と
な
く
使
わ
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
指
導
者
も
、
一
年

生
の
と
き
ほ
ど
、
声
を
掛
け
な
く
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
使
わ
な
く
て
も
正
し
く
持
て
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
子
ど
も
も
い
ま
す
。

　
私
は
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
も
、
補
助
ク

リ
ッ
プ
は
、
必
要
な
と
き
に
使
わ
せ
て
い
ま
す
。

事
務
用
の
も
の
で
す
が
、
は
め
や
す
く
、
使
い

　
二
年
生
に
な
る
と
文
字
が
雑
に
な
る
な
ど
、

整
っ
た
文
字
を
書
け
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り

ま
す
。

　
一
年
生
の
と
き
に
比
べ
て
書
く
量
が
増
え
た

こ
と
で
崩
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
や
、
字
形
を
整

え
て
書
く
技
能
が
十
分
に
身
に
つ
か
な
い
ま
ま

崩
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
実

際
、
二
年
生
を
担
任
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、

整
っ
た
文
字
を
書
け
な
い
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
ど
の
子
も
整
っ
た
文
字
を
書
き
た
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。
硬
筆
文
字
に
つ
い
て
ア
ン

ケ
ー
ト
を
と
っ
た
結
果
、「
大
人
に
な
っ
た
ら
文

字
を
き
れ
い
に
書
き
た
い
」
と
全
員
が
答
え
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
に
「
上
手
に
書

け
た
」
と
い
う
満
足
感
や
達
成
感
を
味
わ
わ
せ

て
や
る
こ
と
が
、
私
た
ち
指
導
者
の
使
命
で
あ

り
、
喜
び
で
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。

❶
筆
記
具
に
つ
い
て
　

　
硬
筆
の
筆
記
具
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
ず
、

毎
日
使
っ
て
い
る
の
が
、
鉛
筆
で
す
。
二
年
生

に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
鉛
筆
を
持
っ
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
で
き
る
だ
け
芯
の
柔
ら
か

い
も
の
を
す
す
め
て
い
ま
す
。Ｂ
や
２
Ｂ
が
ほ
と

ん
ど
で
す
が
、
書
写
の
時
間
に
は
、
４
Ｂ
で
書

か
せ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
最
初
、
太

い
芯
に
驚
き
ま
し
た
が
、「
書
き
や
す
い
」
と
好

評
で
し
た
。
柔
ら
か
い
芯
で
書
く
と
余
計
な
力

を
入
れ
ず
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
お
す

す
め
で
す
。

　
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
も
緊
張
感
を
う
み
、
集
中
し

や
す
い
の
で
す
す
ん
で
借
り
に
き
ま
す
。
こ
の

ク
リ
ッ
プ
は
身
近
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
お
す

す
め
で
す
。
今
ま
で
、
輪
ゴ
ム
や
洗
濯
ば
さ
み

な
ど
い
ろ
い
ろ
試
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
使
い
に
く
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
指
導

者
が
、
子
ど
も
た
ち
に
合
っ
た
も
の
を
見
つ
け
、

根
気
よ
く
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
日
頃
か
ら
、
鉛
筆
の
持
ち
方
に
意
識

を
向
け
、
時
に
は
子
ど
も
た
ち
を
ほ
め
る
こ
と

も
忘
れ
ず
、
声
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方
を
定
着
さ
せ
る
に

は
、
日
々
の
授
業
の
前
に
持
ち
方
チ
ェ
ッ
ク
を

し
ま
す
。
例
①
②
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
楽
し
い
合
い
言
葉
を
使
っ

て
定
着
を
図
り
ま
す
。

2
書
写
力
を

き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る

例①
ク
ジ
ャ
ク
の
頭
を
作
っ
て
、
反
対
の
手
で
鉛

　
筆
を
持
っ
て
い
き
、
野
菜
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
む

　
し
ゃ
む
し
ゃ
（
指
先
を
動
か
す
事
を
意
識
し

　
た
や
り
方
）。

②
親
指
と
ひ
と
さ
し
指
で
、Ｏ
Ｋ
マ
ー
ク
を
作

　
る
。
中
指
か
ら
後
三
本
は
、
丸
め
て
、
こ
の

　
指
の
な
か
に
、
ハ
ム
ス
タ
ー
に
触
れ
る
よ
う

　
に
ふ
わ
っ
と
持
ち
ま
し
ょ
う
（
柔
ら
か
く
持

　
つ
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
や
り
方
）。

【
は
ら
い
の
練
習
】

◆
王
様
に
ひ
げ
　
◆
ほ
う
き
の
毛

◆
線
香
花
火
　
な
ど

【
そ
り
の
練
習
】

◆
楕
円
形
に
は
ね
を
書
く
　
な
ど
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は
い 

ふ
う
や
な
ぎ

だ   

る

川
柳
作
家
。
神
戸
市
出
身
。
恋

を
詠
ん
だ
作
品
が
幅
広
い
世
代

か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
。
多
数

の
公
募
川
柳
の
選
者
・
監
修
を

務
め
る
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
へ

の
川
柳
教
室
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
。
文
化
庁
文
化
審
議

会
委
員
。（
一
社
）
全
日
本
川
柳

協
会
会
員
。

や
す
み
り
え

　
川
柳
は
、
浅
草
で
産
声
を
あ
げ
、
上

野
で
文
芸
と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。

訪
れ
た
の
は
、
川
柳
発
祥
の
地
と
し
て
、

文
化
の
足
跡
が
残
る
東
京
都
台
東
区
。

今
年
は
初
代
川
柳
生
誕
三
百
年
で
あ

り
、「
十
六
代
目
　
尾
藤
川
柳
」
が
誕

生
し
た
記
念
す
べ
き
年
で
す
。

　
ま
ず
は
、
京
成
上
野
駅
の
近
く
に

あ
る
「
誹
風
柳
多
留
発
祥
の
地
」
に
て
、

尾
藤
先
生
に
川
柳
発
祥
の
話
を
伺
い

ま
し
た
。
近
く
の「
上
野
東
照
宮
」で
は
、

村
田
周
魚
や
尾
藤
三
柳
の
句
碑
を
見

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
川
柳
文
化
の
祖
と
な
っ
た

柄
井
川
柳
が
門
前
名
主
を
し
て
い
た

「
天
台
宗
龍
宝
寺
」
を
訪
問
。
初
代

川
柳
の
墓
や
句
碑
、
川
柳
会
館
な
ど
、

ゆ
か
り
の
史
跡
を
巡
り
ま
し
た
。

　第一回の五・七・五紀行にてご紹介
した「川柳公園」に, 私も句碑を建立さ
せていただきました。「まなうらのいつで
も逢える天の川」という句は, 昨年に亡
くなった母を想い, 作句しました。昨年
の秋ごろに句碑建立の話をいただき, 母
を見送った年でもあったので, この句を
刻むことにしました。

や
す
み
り
え

東
京
都 

台
東
区
を
行
く

五
・
七
・
五
紀
行

第二回

色
の
あ
ひ
る
が
目
を
引
く
碑
は
、
江

戸
か
ら
続
く
川
柳
「
誹
風
柳
多
留
発

祥
の
地
」
を
記
念
し
た
も
の
。
十
六
代
目
　
川

柳
を
襲
名
さ
れ
た
尾
藤
先
生
も
、
建
立
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
刻
ま
れ
た
句
は
、「
木
綿
」

こ
と「
呉
陵
軒
可
有
」と
い
う
人
の
作
品
で
す
。

「
羽
の
あ
る
い
い
わ
け
ほ
ど
は
あ
ひ
る
と

ぶ
」
は
、
あ
ひ
る
だ
っ
て
羽
が
あ
る
か
ら
飛

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
川
柳
だ
っ
て
文
芸
で

あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
作
品
で
世
間
を
唸

ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
気
込
み
を

表
し
て
い
ま
す
。

　
上
野
界
隈
は
、
最
初
に
川
柳
が
栄
え
た
地

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ゆ
か
り
の
旧
跡
や
句

碑
が
た
く
さ
ん
あ
る
場
所
。
上
野
東
照
宮
の

金

川柳人が世に送り出す句は
長い時間を経て, 新たな魅力が生まれます。

やすみりえ

蔵

TOKYO
Taito-ku

の

やすみりえ 五・七・五紀行の

東
京
都 

台
東
区

天
台
宗
龍
宝
寺

　
川
柳
会
館
は
、
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
雰
囲
気
の
建
物
。
中
に
は
初
代
川
柳

を
描
い
た
掛
け
軸
が
あ
り
、
壁
に
は
「
初
代

川
柳
立
机
二
百
五
十
年
記
念
奉
納
作
品
」
が

額
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
選
句
と
し
て

選
ば
れ
た
も
の
で
、
一
つ
一
つ
の
句
を
拝
読

す
る
と
、
現
代
の
時
流
に
合
っ
た
句
が
見
ら

れ
ま
す
が
、
何
年
後
、
何
十
年
後
に
な
れ
ば
、

ま
た
違
っ
た
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
こ
れ
も
川
柳
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ

だ
と
思
い
ま
す
。

境
内
に
は
、
尾
藤
先
生
の
お
父
様
で
あ
る
尾

藤
三
柳
、
川
柳
を
内
外
に
発
信
し
た
「
川
柳

き
や
り
吟
社
」
の
村
田
周
魚
な
ど
の
句
碑
も
。

　
上
野
公
園
内
に
も
著
名
な
川
柳
人
の
句
碑

が
あ
る
の
で
、
台
東
区
の
川
柳
散
歩
の
目
的

地
と
し
て
巡
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
　

　
台
東
区
は
川
柳
行
事
や
川
柳
会
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
ま
す
。
天
台
宗
龍

宝
寺
門
前
の
区
道
は
、
二
〇
〇
九
年
に
「
川

柳
横
丁
」
と
い
う
道
路
愛
称
を
登
録
。
近
く

に
は
、
柳
多
留
最
中
の
和
菓
子
店
が
あ
り
、

町
は
川
柳
一
色
で
す
。
川
柳
発
祥
の
地
を
一

度
訪
れ
て
み
る
と
、
川
柳
の
新
し
い
魅
力
を

再
発
見
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

上
野
公
園

岡山県久米南町にある川柳公園に
句碑を建立しました！

上野公園
天台宗
龍宝寺

（右）川柳とは文芸名ですが, 元になったのは人名。十六代目　川柳を襲名された尾藤先生と一緒に「誹風柳多留発祥の地」へ。
（左上）選句集「誹風柳多留」が世に出て, 十七音独立文芸が確立され, 作品のおもしろさが江戸庶民に受け入れられたという。
（左下）川柳公論の出版をはじめ, 学問としての川柳学を樹立した尾藤三柳の句碑。「乱世を酌む友あまたあり酌まむ」という一句。

D
A
T
A

上
野
公
園

● 

住
　
　
所

● 

ア
ク
セ
ス

※

「
誹
風
柳
多
留
発
祥
の
地
」
は
京
成
上
野
駅
改
札
を
出
て
す
ぐ

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園

Ｊ
Ｒ
各
線
・
東
京
メ
ト
ロ
各
線
上
野
駅

下
車
、
京
成
本
線
京
成
上
野
駅
下
車
徒

歩
す
ぐ

天
台
宗
龍
宝
寺

● 

住
　
　
所

● 

ア
ク
セ
ス

東
京
都
台
東
区
蔵
前
４ｰ

３
６ｰ

７

東
京
メ
ト
ロ
各
線
蔵
前
駅
下
車

徒
歩
５
分

前
駅
か
ら
五
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ

に
、
初
代
川
柳
の
墓
が
あ
る
「
天
台

宗
龍
宝
寺
」
が
あ
り
ま
す
。
初
代
川
柳
辞
世

句
碑
「
木
枯
や
跡
で

芽
を
吹
け
川
柳
」
な

ど
、
初
代
川
柳
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
現
存

し
ま
す
。
境
内
に
は
、

川
柳
会
館
が
あ
っ
て
、

初
代
川
柳
の
命
日
に

あ
た
る
九
月
二
十
三
日
は
、
川
柳
忌
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
に
は
句
会
と
法
要
が

行
わ
れ
、
私
も
以
前
に
参
加
し
ま
し
た
。
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は
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だ   
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川
柳
作
家
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や
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催
。
文
化
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化
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会
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。（
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社
）
全
日
本
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会
会
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。

や
す
み
り
え

　
川
柳
は
、
浅
草
で
産
声
を
あ
げ
、
上

野
で
文
芸
と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。

訪
れ
た
の
は
、
川
柳
発
祥
の
地
と
し
て
、

文
化
の
足
跡
が
残
る
東
京
都
台
東
区
。

今
年
は
初
代
川
柳
生
誕
三
百
年
で
あ

り
、「
十
六
代
目
　
尾
藤
川
柳
」
が
誕

生
し
た
記
念
す
べ
き
年
で
す
。

　
ま
ず
は
、
京
成
上
野
駅
の
近
く
に

あ
る
「
誹
風
柳
多
留
発
祥
の
地
」
に
て
、

尾
藤
先
生
に
川
柳
発
祥
の
話
を
伺
い

ま
し
た
。
近
く
の「
上
野
東
照
宮
」で
は
、

村
田
周
魚
や
尾
藤
三
柳
の
句
碑
を
見

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
川
柳
文
化
の
祖
と
な
っ
た

柄
井
川
柳
が
門
前
名
主
を
し
て
い
た

「
天
台
宗
龍
宝
寺
」
を
訪
問
。
初
代

川
柳
の
墓
や
句
碑
、
川
柳
会
館
な
ど
、

ゆ
か
り
の
史
跡
を
巡
り
ま
し
た
。

　第一回の五・七・五紀行にてご紹介
した「川柳公園」に, 私も句碑を建立さ
せていただきました。「まなうらのいつで
も逢える天の川」という句は, 昨年に亡
くなった母を想い, 作句しました。昨年
の秋ごろに句碑建立の話をいただき, 母
を見送った年でもあったので, この句を
刻むことにしました。

や
す
み
り
え

東
京
都 

台
東
区
を
行
く

五
・
七
・
五
紀
行

第二回

色
の
あ
ひ
る
が
目
を
引
く
碑
は
、
江

戸
か
ら
続
く
川
柳
「
誹
風
柳
多
留
発

祥
の
地
」
を
記
念
し
た
も
の
。
十
六
代
目
　
川

柳
を
襲
名
さ
れ
た
尾
藤
先
生
も
、
建
立
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
刻
ま
れ
た
句
は
、「
木
綿
」

こ
と「
呉
陵
軒
可
有
」と
い
う
人
の
作
品
で
す
。

「
羽
の
あ
る
い
い
わ
け
ほ
ど
は
あ
ひ
る
と

ぶ
」
は
、
あ
ひ
る
だ
っ
て
羽
が
あ
る
か
ら
飛

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
川
柳
だ
っ
て
文
芸
で

あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
作
品
で
世
間
を
唸

ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
気
込
み
を

表
し
て
い
ま
す
。

　
上
野
界
隈
は
、
最
初
に
川
柳
が
栄
え
た
地

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ゆ
か
り
の
旧
跡
や
句

碑
が
た
く
さ
ん
あ
る
場
所
。
上
野
東
照
宮
の

金

川柳人が世に送り出す句は
長い時間を経て, 新たな魅力が生まれます。

やすみりえ

蔵

TOKYO
Taito-ku

の

やすみりえ 五・七・五紀行の

東
京
都 

台
東
区

天
台
宗
龍
宝
寺

　
川
柳
会
館
は
、
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
雰
囲
気
の
建
物
。
中
に
は
初
代
川
柳

を
描
い
た
掛
け
軸
が
あ
り
、
壁
に
は
「
初
代

川
柳
立
机
二
百
五
十
年
記
念
奉
納
作
品
」
が

額
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
選
句
と
し
て

選
ば
れ
た
も
の
で
、
一
つ
一
つ
の
句
を
拝
読

す
る
と
、
現
代
の
時
流
に
合
っ
た
句
が
見
ら

れ
ま
す
が
、
何
年
後
、
何
十
年
後
に
な
れ
ば
、

ま
た
違
っ
た
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
こ
れ
も
川
柳
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ

だ
と
思
い
ま
す
。

境
内
に
は
、
尾
藤
先
生
の
お
父
様
で
あ
る
尾

藤
三
柳
、
川
柳
を
内
外
に
発
信
し
た
「
川
柳

き
や
り
吟
社
」
の
村
田
周
魚
な
ど
の
句
碑
も
。

　
上
野
公
園
内
に
も
著
名
な
川
柳
人
の
句
碑

が
あ
る
の
で
、
台
東
区
の
川
柳
散
歩
の
目
的

地
と
し
て
巡
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
　

　
台
東
区
は
川
柳
行
事
や
川
柳
会
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
ま
す
。
天
台
宗
龍

宝
寺
門
前
の
区
道
は
、
二
〇
〇
九
年
に
「
川

柳
横
丁
」
と
い
う
道
路
愛
称
を
登
録
。
近
く

に
は
、
柳
多
留
最
中
の
和
菓
子
店
が
あ
り
、

町
は
川
柳
一
色
で
す
。
川
柳
発
祥
の
地
を
一

度
訪
れ
て
み
る
と
、
川
柳
の
新
し
い
魅
力
を

再
発
見
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

上
野
公
園

岡山県久米南町にある川柳公園に
句碑を建立しました！

上野公園
天台宗
龍宝寺

（右）川柳とは文芸名ですが, 元になったのは人名。十六代目　川柳を襲名された尾藤先生と一緒に「誹風柳多留発祥の地」へ。
（左上）選句集「誹風柳多留」が世に出て, 十七音独立文芸が確立され, 作品のおもしろさが江戸庶民に受け入れられたという。
（左下）川柳公論の出版をはじめ, 学問としての川柳学を樹立した尾藤三柳の句碑。「乱世を酌む友あまたあり酌まむ」という一句。

D
A
T
A

上
野
公
園

● 

住
　
　
所

● 

ア
ク
セ
ス

※
「
誹
風
柳
多
留
発
祥
の
地
」
は
京
成
上
野
駅
改
札
を
出
て
す
ぐ

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園

Ｊ
Ｒ
各
線
・
東
京
メ
ト
ロ
各
線
上
野
駅

下
車
、
京
成
本
線
京
成
上
野
駅
下
車
徒

歩
す
ぐ

天
台
宗
龍
宝
寺

● 

住
　
　
所

● 

ア
ク
セ
ス

東
京
都
台
東
区
蔵
前
４ｰ

３
６ｰ

７

東
京
メ
ト
ロ
各
線
蔵
前
駅
下
車

徒
歩
５
分

前
駅
か
ら
五
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ

に
、
初
代
川
柳
の
墓
が
あ
る
「
天
台

宗
龍
宝
寺
」
が
あ
り
ま
す
。
初
代
川
柳
辞
世

句
碑
「
木
枯
や
跡
で

芽
を
吹
け
川
柳
」
な

ど
、
初
代
川
柳
に
ま

つ
わ
る
史
跡
も
現
存

し
ま
す
。
境
内
に
は
、

川
柳
会
館
が
あ
っ
て
、

初
代
川
柳
の
命
日
に

あ
た
る
九
月
二
十
三
日
は
、
川
柳
忌
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
に
は
句
会
と
法
要
が

行
わ
れ
、
私
も
以
前
に
参
加
し
ま
し
た
。
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■博物館の玄関にある, 吉井源太のマスコット。

■原料を溶かしたすき槽から, 簀桁という道具を使って紙料を汲みあげすく, 溜めすき。紙すき体験400円（入館料別途）。■簀桁を横に振りなが
ら紙料が均等になるようすくい, 水分が落ちるのを待つ。■この簀桁はハガキ6枚, 名刺 5枚用。■ぎゅっと圧縮をかけたら和紙が簀桁からはがれ
る。特殊な機械で乾燥させること30分。完成品は持ち帰りOK。

世
界
一
薄
い
手
す
き
和
紙
を
生
む

卓
越
し
た
技
術
力
の
源
と
は

流
し
す
き
が
あ
り
、
流
し
す
き
は
月
一
回
限
定

の
体
験
で
あ
る
こ
と
と
、
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク

が
必
要
。「
社
会
見
学
で
訪
れ
る
小
学
校
三
年

生
か
ら
五
年
生
に
、
紙
す
き
体
験
は
大
好
評
で

す
。
溜
め
す
き
は
原
料
を
溶
か
し
た
す
き
槽（
ぶ

ね
）
か
ら
簀
桁
（
す
け
た
）
と
い
う
道
具
で
紙

料
を
汲
み
あ
げ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
揺
り
動
か
し

な
が
ら
、
和
紙
を
す
く
と
い
う
も
の
。
単
純
作

業
な
が
ら
力
の
加
減
で
風
合
い
が
異
な
る
の
で
、

人
そ
れ
ぞ
れ
趣
き
の
異
な
る
も
の
が
で
き
あ
が

り
ま
す
。
所
要
時
間
は
四
十
分
ほ
ど
で
、
小
学

生
が
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
な
が
ら
体
験
し
て
い

ま
す
よ
」。
し
っ
か
り
乾
燥
さ
せ
た
ら
、
は
が

き
八
枚
も
し
く
は
色
紙
二
枚
が
で
き
あ
が
り
ま

す
。
自
分
で
す
い
た
世
界
に
一
つ
だ
け
の
和
紙

へ
の
愛
情
も
ひ
と
し
お
で
、
何
に
使
う
か
を
考

え
る
の
も
貴
重
な
時
間
に
な
り
ま
す
。「
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
な
和
紙
と

い
え
ば
、
書
写
の
授
業
で
使
う
半
紙
を
は
じ
め
、

工
作
や
ち
ぎ
り
絵
で
使
う
色
と
り
ど
り
の
和
紙

で
す
ね
。
用
途
に
よ
っ
て
原
料
や
工
程
が
変
わ

る
こ
と
や
同
じ
和
紙
と
い
っ
て
も
風
合
い
が
異

な
る
こ
と
を
見
て
触
っ
て
、
体
験
し
て
知
る
こ

と
で
、
思
い
入
れ
も
ひ
と
し
お
で
す
」。
　
　

　
古
く
は
衣
食
住
で
暮
ら
し
の
シ
ー
ン
を
彩
っ

て
い
た
和
紙
。
現
在
、
身
の
ま
わ
り
を
見
渡
せ

ば
洋
紙
が
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
近
で
は

若
手
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
よ
る
お
し
ゃ
れ
な
和
紙

製
品
も
増
え
て
い
て
、
和
紙
が
懐
か
し
く
も
新

し
い
も
の
と
し
て
身
近
に
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。

人
の
手
で
長
い
工
程
を
経
て
一
枚
一
枚
仕
上
げ

て
い
く
手
す
き
和
紙
は
、
日
本
が
世
界
に
誇
る

伝
統
的
工
芸
品
で
あ
り
、
後
世
に
も
伝
え
て
い

き
た
い
日
本
の
文
化
の
一
つ
で
す
。

薄
い
手
す
き
和
紙
「
土
佐
典
具
帖
紙
（
と
さ
て

ん
ぐ
じ
ょ
う
し
）」
。
厚
さ
は
〇
．〇
三
ｍ
ｍ
に

も
関
わ
ら
ず
、
均
等
で
破
れ
に
く
い
こ
と
が
特

徴
で
、
主
に
文
化
財
の
修
復
や
美
術
工
芸
品
に

使
用
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
世
界
中
か
ら

の
オ
フ
ァ
ー
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
高
知
と
紙
の
歴
史
は
古
く
、
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
平
安
時
代
。『
土
佐
日
記
』
で
有
名
な
歌
人

紀
貫
之
が
、
土
佐
の
国
司
と
し
て
製
紙
業
を
推

奨
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
江
戸

時
代
に
は
土
佐
七
色
和
紙（
と
さ
な
な
い
ろ
が

み
）
を
創
製
し
、
幕
府
へ
献
上
し
た
こ
と
か
ら
、

土
佐
和
紙
の
名
が
広
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
土

佐
和
紙
の
功
労
者
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
明

治
時
代
の
吉
井
源
太
。
典
具
帖
紙
や
コ
ッ
ピ
ー

紙
な
ど
二
十
八
種
類
も
の
紙
を
考
案
し
た
り
、

製
紙
用
具
を
改
良
し
、
生
産
性
を
数
倍
向
上
さ

せ
た
り
と
、
国
内
外
の
博
覧
会
で
優
秀
な
賞
を

受
賞
し
輸
出
に
も
貢
献
す
る
な
ど
、
そ
の
業
績

は
世
界
レ
ベ
ル
で
認
め
ら
れ
、
今
で
も
土
佐
和

紙
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
和
紙
の
原
料
と
な
る
の
は
、
コ
ウ
ゾ
、
ミ
ツ

マ
タ
、
ガ
ン
ピ
な
ど
。
そ
れ
を
栽
培
、
収
穫
、

そ
し
て
煮
て
繊
維
質
を
取
り
出
し
、
水
洗
い
、

漂
白
、
ち
り
を
取
り
除
き
、
繊
維
を
溶
か
し
て

紙
料
を
作
り
ま
す
。
こ
の
紙
料
が
紙
質
を
決

め
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
、
紙
料
を
使
っ
て
紙
す

き
を
し
、
和
紙
を
形
成
し
ま
す
。

　「
一
人
前
の
紙
す
き
職
人
に
な
る
に
は
十
年

も
か
か
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
紙
す
き
体
験
な

ら
職
人
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が
ら
簡
単
に
で

き
ま
す
よ
」
と
話
す
の
は
紙
の
博
物
館
技
術
員

の
北
岡
さ
ん
。
紙
す
き
体
験
に
は
溜
め
す
き
と

　『
仁
淀(

に
よ
ど)

ブ
ル
ー
』
と
呼
ば
れ
る
透

明
度
の
高
い
水
質
か
ら
『
奇
跡
の
清
流
』
と
称

さ
れ
、
全
国
か
ら
熱
視
線
を
集
め
て
い
る
仁
淀

川
。
そ
の
美
し
い
水
が
流
れ
る
い
の
町
に
は
、

良
質
で
豊
か
な
石
灰
や
製
紙
原
料
に
恵
ま
れ
た

こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
よ
り
紙
の
町
と
し
て
栄

え
て
き
ま
し
た
。
高
知
県
の
手
す
き
和
紙
で
あ

る
土
佐
和
紙
は
、
国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
も
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
土
佐
和
紙
の
歴
史
と

用
具
や
製
作
工
程
を
見
学
、
紙
す
き
体
験
な
ど

が
で
き
る
「
い
の
町
紙
の
博
物
館
」
を
訪
れ
て

き
ま
し
た
。

　
や
さ
し
く
温
か
み
の
あ
る
風
合
い
と
優
れ
た

性
質
の
土
佐
和
紙
は
、
約
三
百
種
類
と
い
う
豊

富
さ
が
特
徴
で
す
。
障
子
や
ふ
す
ま
紙
な
ど
の

建
具
を
は
じ
め
、
版
画
、
水
墨
画
、
日
本
画
な

ど
の
絵
画
用
紙
、
美
術
品
や
書
物
の
修
復
紙
に

至
る
ま
で
、
幅
広
い
用
途
に
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
特
に
、
土
佐
和
紙
を
代
表
し
、
国
の
重
要

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
が
世
界
一

土
佐
和
紙
（
高
知
県 

い
の
町
）

12

3

4

910

568

7

1214

13

目指せ！
文房四宝博士

2

DATA

いの町紙の博物館

　越
前
和
紙
、
美
濃
和
紙
と
並
ぶ
三
大
和
紙

の
一
つ
で
あ
る
土
佐
和
紙
。
そ
の
土
佐
和
紙

発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
い
の

町
で
す
。
今
回
は
「
い
の
町
紙
の
博
物
館
」
を

訪
れ
、
展
示
や
紙
す
き
体
験
を
楽
し
み
な
が

ら
和
紙
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

■路面電車の伊野駅は, かつて和紙などの輸送に利用する貨物電車用に作られた軌道。■透明度の高い仁淀川。

●住所：高知県吾川郡いの町幸町 110-1
●電話：088-893-0886
●入館料：500円 , 小・中・高生 100円
●開館時間：9:00 ～ 17:00
　（紙すき体験は 16:00 まで）
●休館日：月曜（祝日の場合は翌日休み）

高知県 いの町

■ベテランの職人による流しすきの実演。きめの細かい薄い紙や半紙
に適した技法。毎月第 1日曜日は体験も実施（有料）。■溜めすきの完
成品。■「カゲロウの羽」とも呼ばれる世界一薄い手すき紙である土佐
典具帖紙は, 薄さと透明感, 強さを兼ね備えた世界に誇る和紙。■職人
が流しすきした商品を購入することもできる。

1 2

43

109

11

■紙すきに必要な用具や製作の様子を展示する。■ミュージアムショップでは半紙の販売も。■半紙用の切本（断裁用の板）。12 13 14

5

8

7

6

11
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■博物館の玄関にある, 吉井源太のマスコット。

■原料を溶かしたすき槽から, 簀桁という道具を使って紙料を汲みあげすく, 溜めすき。紙すき体験400円（入館料別途）。■簀桁を横に振りなが
ら紙料が均等になるようすくい, 水分が落ちるのを待つ。■この簀桁はハガキ6枚, 名刺 5枚用。■ぎゅっと圧縮をかけたら和紙が簀桁からはがれ
る。特殊な機械で乾燥させること30分。完成品は持ち帰りOK。

世
界
一
薄
い
手
す
き
和
紙
を
生
む

卓
越
し
た
技
術
力
の
源
と
は

流
し
す
き
が
あ
り
、
流
し
す
き
は
月
一
回
限
定

の
体
験
で
あ
る
こ
と
と
、
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク

が
必
要
。「
社
会
見
学
で
訪
れ
る
小
学
校
三
年

生
か
ら
五
年
生
に
、
紙
す
き
体
験
は
大
好
評
で

す
。
溜
め
す
き
は
原
料
を
溶
か
し
た
す
き
槽（
ぶ

ね
）
か
ら
簀
桁
（
す
け
た
）
と
い
う
道
具
で
紙

料
を
汲
み
あ
げ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
揺
り
動
か
し

な
が
ら
、
和
紙
を
す
く
と
い
う
も
の
。
単
純
作

業
な
が
ら
力
の
加
減
で
風
合
い
が
異
な
る
の
で
、

人
そ
れ
ぞ
れ
趣
き
の
異
な
る
も
の
が
で
き
あ
が

り
ま
す
。
所
要
時
間
は
四
十
分
ほ
ど
で
、
小
学

生
が
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
な
が
ら
体
験
し
て
い

ま
す
よ
」。
し
っ
か
り
乾
燥
さ
せ
た
ら
、
は
が

き
八
枚
も
し
く
は
色
紙
二
枚
が
で
き
あ
が
り
ま

す
。
自
分
で
す
い
た
世
界
に
一
つ
だ
け
の
和
紙

へ
の
愛
情
も
ひ
と
し
お
で
、
何
に
使
う
か
を
考

え
る
の
も
貴
重
な
時
間
に
な
り
ま
す
。「
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
な
和
紙
と

い
え
ば
、
書
写
の
授
業
で
使
う
半
紙
を
は
じ
め
、

工
作
や
ち
ぎ
り
絵
で
使
う
色
と
り
ど
り
の
和
紙

で
す
ね
。
用
途
に
よ
っ
て
原
料
や
工
程
が
変
わ

る
こ
と
や
同
じ
和
紙
と
い
っ
て
も
風
合
い
が
異

な
る
こ
と
を
見
て
触
っ
て
、
体
験
し
て
知
る
こ

と
で
、
思
い
入
れ
も
ひ
と
し
お
で
す
」。
　
　

　
古
く
は
衣
食
住
で
暮
ら
し
の
シ
ー
ン
を
彩
っ

て
い
た
和
紙
。
現
在
、
身
の
ま
わ
り
を
見
渡
せ

ば
洋
紙
が
あ
ふ
れ
て
い
る
も
の
の
、
最
近
で
は

若
手
ク
リ
エ
イ
タ
ー
に
よ
る
お
し
ゃ
れ
な
和
紙

製
品
も
増
え
て
い
て
、
和
紙
が
懐
か
し
く
も
新

し
い
も
の
と
し
て
身
近
に
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。

人
の
手
で
長
い
工
程
を
経
て
一
枚
一
枚
仕
上
げ

て
い
く
手
す
き
和
紙
は
、
日
本
が
世
界
に
誇
る

伝
統
的
工
芸
品
で
あ
り
、
後
世
に
も
伝
え
て
い

き
た
い
日
本
の
文
化
の
一
つ
で
す
。

薄
い
手
す
き
和
紙
「
土
佐
典
具
帖
紙
（
と
さ
て

ん
ぐ
じ
ょ
う
し
）」
。
厚
さ
は
〇
．〇
三
ｍ
ｍ
に

も
関
わ
ら
ず
、
均
等
で
破
れ
に
く
い
こ
と
が
特

徴
で
、
主
に
文
化
財
の
修
復
や
美
術
工
芸
品
に

使
用
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
世
界
中
か
ら

の
オ
フ
ァ
ー
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
高
知
と
紙
の
歴
史
は
古
く
、
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
平
安
時
代
。『
土
佐
日
記
』
で
有
名
な
歌
人

紀
貫
之
が
、
土
佐
の
国
司
と
し
て
製
紙
業
を
推

奨
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
江
戸

時
代
に
は
土
佐
七
色
和
紙（
と
さ
な
な
い
ろ
が

み
）
を
創
製
し
、
幕
府
へ
献
上
し
た
こ
と
か
ら
、

土
佐
和
紙
の
名
が
広
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
土

佐
和
紙
の
功
労
者
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
明

治
時
代
の
吉
井
源
太
。
典
具
帖
紙
や
コ
ッ
ピ
ー

紙
な
ど
二
十
八
種
類
も
の
紙
を
考
案
し
た
り
、

製
紙
用
具
を
改
良
し
、
生
産
性
を
数
倍
向
上
さ

せ
た
り
と
、
国
内
外
の
博
覧
会
で
優
秀
な
賞
を

受
賞
し
輸
出
に
も
貢
献
す
る
な
ど
、
そ
の
業
績

は
世
界
レ
ベ
ル
で
認
め
ら
れ
、
今
で
も
土
佐
和

紙
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
和
紙
の
原
料
と
な
る
の
は
、
コ
ウ
ゾ
、
ミ
ツ

マ
タ
、
ガ
ン
ピ
な
ど
。
そ
れ
を
栽
培
、
収
穫
、

そ
し
て
煮
て
繊
維
質
を
取
り
出
し
、
水
洗
い
、

漂
白
、
ち
り
を
取
り
除
き
、
繊
維
を
溶
か
し
て

紙
料
を
作
り
ま
す
。
こ
の
紙
料
が
紙
質
を
決

め
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
、
紙
料
を
使
っ
て
紙
す

き
を
し
、
和
紙
を
形
成
し
ま
す
。

　「
一
人
前
の
紙
す
き
職
人
に
な
る
に
は
十
年

も
か
か
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
紙
す
き
体
験
な

ら
職
人
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が
ら
簡
単
に
で

き
ま
す
よ
」
と
話
す
の
は
紙
の
博
物
館
技
術
員

の
北
岡
さ
ん
。
紙
す
き
体
験
に
は
溜
め
す
き
と

　『
仁
淀(

に
よ
ど)

ブ
ル
ー
』
と
呼
ば
れ
る
透

明
度
の
高
い
水
質
か
ら
『
奇
跡
の
清
流
』
と
称

さ
れ
、
全
国
か
ら
熱
視
線
を
集
め
て
い
る
仁
淀

川
。
そ
の
美
し
い
水
が
流
れ
る
い
の
町
に
は
、

良
質
で
豊
か
な
石
灰
や
製
紙
原
料
に
恵
ま
れ
た

こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
よ
り
紙
の
町
と
し
て
栄

え
て
き
ま
し
た
。
高
知
県
の
手
す
き
和
紙
で
あ

る
土
佐
和
紙
は
、
国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
も
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
土
佐
和
紙
の
歴
史
と

用
具
や
製
作
工
程
を
見
学
、
紙
す
き
体
験
な
ど

が
で
き
る
「
い
の
町
紙
の
博
物
館
」
を
訪
れ
て

き
ま
し
た
。

　
や
さ
し
く
温
か
み
の
あ
る
風
合
い
と
優
れ
た

性
質
の
土
佐
和
紙
は
、
約
三
百
種
類
と
い
う
豊

富
さ
が
特
徴
で
す
。
障
子
や
ふ
す
ま
紙
な
ど
の

建
具
を
は
じ
め
、
版
画
、
水
墨
画
、
日
本
画
な

ど
の
絵
画
用
紙
、
美
術
品
や
書
物
の
修
復
紙
に

至
る
ま
で
、
幅
広
い
用
途
に
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
特
に
、
土
佐
和
紙
を
代
表
し
、
国
の
重
要

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
が
世
界
一

土
佐
和
紙
（
高
知
県 

い
の
町
）
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目指せ！
文房四宝博士
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DATA

いの町紙の博物館

　越
前
和
紙
、
美
濃
和
紙
と
並
ぶ
三
大
和
紙

の
一
つ
で
あ
る
土
佐
和
紙
。
そ
の
土
佐
和
紙

発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
い
の

町
で
す
。
今
回
は
「
い
の
町
紙
の
博
物
館
」
を

訪
れ
、
展
示
や
紙
す
き
体
験
を
楽
し
み
な
が

ら
和
紙
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

■路面電車の伊野駅は, かつて和紙などの輸送に利用する貨物電車用に作られた軌道。■透明度の高い仁淀川。

●住所：高知県吾川郡いの町幸町 110-1
●電話：088-893-0886
●入館料：500円 , 小・中・高生 100円
●開館時間：9:00 ～ 17:00
　（紙すき体験は 16:00 まで）
●休館日：月曜（祝日の場合は翌日休み）

高知県 いの町

■ベテランの職人による流しすきの実演。きめの細かい薄い紙や半紙
に適した技法。毎月第 1日曜日は体験も実施（有料）。■溜めすきの完
成品。■「カゲロウの羽」とも呼ばれる世界一薄い手すき紙である土佐
典具帖紙は, 薄さと透明感, 強さを兼ね備えた世界に誇る和紙。■職人
が流しすきした商品を購入することもできる。

1 2

43

109

11

■紙すきに必要な用具や製作の様子を展示する。■ミュージアムショップでは半紙の販売も。■半紙用の切本（断裁用の板）。12 13 14
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書写からひろがる, まなび, くらし

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
作
家
。「
リ
ラ
ッ
ク
マ
生
活
」
シ
リ
ー
ズ

の
ほ
か
、「
う
さ
ぎ
の
モ
フ
ィ
」、「
み
か
ん
ぼ
う
や
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
著
作
多
数
。
文
具
メ
ー
カ
ー

勤
務
を
経
て
フ
リ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
二
児
の
母
と
し
て
育
児
に
奮
闘
中
。

コ
ン
ド
ウ
ア
キ

書写的
生活

コンドウアキ●の

連載

第十一回

　日
常
生
活
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
正

し
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
自
分
の
気

持
ち
や
考
え
、
用
件
を
誰
か
に
正
し
く
伝
え
た
い
と
き
、
あ
な
た
な
ら
、
ど
ん
な
方
法
を

選
び
ま
す
か
。

Special Interview

一期一会を楽しむ
小学書写の授業を。
神戸女子短期大学幼児教育学科教授

山内有香子

本資料は , 一般社団法人教科書協会
「教科書発行者行動規範」に則り,
配布を許可されているものです。


