
小
・
中
学
校
国
語
科
書
写
に
お
け
る
基
礎
的
研
究

望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る

今
日
的
課
題
と
指
導
法
に
つ
い
て

神

野

雄

二

一

は
じ
め
に

本
稿
は
︑
書
写
書
道
教
育
に
関
し
て
国
語
科
書
写
教
育
の
基
礎
基
本
の
視
点
に
立
っ
た

在
り
方
を
︑
実
態
調
査
を
通
し
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
中
で
も
︑
小
・
中
学
校
で
の
望

ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
と
指
導
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
︒
筆
者
は
か
つ
て
こ
れ
ま
で
執
筆
し
た
書
写
書
道
教
育
に
関
す
る
論
文
ま
た
関
係
資

料
を
纏

(１
)

め
た
︒

ま
ず
本
テ
ー
マ
に
関
す
る
学
習
指
導
要
領
の
関
係
個
所
を
抄
録

(２
)

す
る
︒

小
学
校
学
習
指
導
要
領

第
２
章

第
１
節

国
語

第
３

指
導
計
画
の
作
成
と
内

容
の
取
扱
い
２

第
２
の
各
学
年
の
内
容
の
︹
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関

す
る
事
項
︺
に
つ
い
て
は
︑
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
︒︵
２
︶﹁
硬
筆
を
使
用

す
る
書
写
の
指
導
は
各
学
年
で
行
い
︑
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
第
３
学
年
以
上

の
各
学
年
で
行
う
こ
と
︒
ま
た
︑
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書
写
の

能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導
し
︑
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
︑
各
学
年
年
間
30
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
こ
と
︒﹂
と
明
記
さ
れ
て
い

る
︒ま

た
︑
第
２

各
学
年
の
目
標
及
び
内
容

︹
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
︺

内
容

︹
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
︺︵
１
︶

ウ

文
字
に
関
す
る
事

項
︵
２
︶
に
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
︒

ア

姿
勢
や
筆
記
具
の
持
ち
方
を
正
し
く
し
︑
文
字
の
形
に
注
意
し
な
が
ら
︑
丁
寧
に

書
く
こ
と
︒

イ

点
画
の
長
短
や
方
向
︑
接
し
方
や
交
わ
り
方
な
ど
に
注
意
し
て
︑
筆
順
に
従
っ
て

文
字
を
正
し
く
書
く
こ
と
︒

ま
た
︑
中
学
校
国
語
科
書
写
に
お
け
る
指
導
は
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

中
学
校
学
習
指
導
要
領

第
２
章

第
１
節

国
語

第
３

指
導
計
画
の
作
成
と
内

容
の
取
扱
い

︵
２
︶︹
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
︺
の
︵
２
︶
に
示
す
事
項
に

つ
い
て
は
︑
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
︒

ア

文
字
を
正
し
く
整
え
て
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
︑
書
写

の
能
力
を
学
習
や
生
活
に
役
立
て
る
態
度
を
育
て
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
︒

イ

硬
筆
及
び
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
各
学
年
で
行
い
︑
毛
筆
を
使
用
す
る

書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
に
す
る
こ
と
︒

ウ

書
写
の
指
導
に
配
当
す
る
授
業
時
数
は
︑
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は
年
間
20

単
位
時
間
程
度
︑
第
３
学
年
で
は
年
間
10
単
位
時
間
程
度
と
す
る
こ
と
︒

二

筆
記
具
の
持
ち
方
に
関
す
る
先
行
研
究

筆
記
具
の
持
ち
方
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
け
る
︑
主
た
る
基
礎
資
料
・
文
献
を
挙
げ

る
︒

○
鈴
木
慶
子
著
﹃
文
字
を
手
書
き
さ
せ
る
教
育
︱
｢書
写
﹂
に
何
が
で
き
る
の
か
﹄︵
東
信

堂
︑
二
〇
一
五
年
八
月
︶

○
酒
井
直
美
﹁
書
字
の
姿
勢
・
用
具
の
持
ち
方
に
関
す
る
研
究
︵
２
︶︵﹃
書
写
書
道
教
育

研
究
﹄
第
八
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
一
九
九
四
年
三
月
︶

○
酒
井
直
美
﹁
書
字
の
姿
勢
に
関
す
る
考
察
︵
１
︶﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
の
探
求

久
米
公

先
生
御
退
官
記
念
論
集
﹄︑
一
九
九
六
年
二
月
︶

○
小
野
瀬
雅
人
﹁
幼
児
・
児
童
に
お
け
る
筆
記
具
の
持
ち
方
と
手
先
の
巧
緻
性
の
関
係
﹂

︵﹃
鳴
門
教
育
大
学
紀
要
﹄︵
教
育
科
学
編
︶
第
十
一
巻
︑
鳴
門
教
育
大
学
︑
一
九
九
六
年

三
月
︶

○
杉
﨑
哲
子﹁
書
写
用
具
の
多
様
化
に
対
応
し
た
執
筆
法
指
導
の
あ
り
方
に
関
す
る
考
察
﹂

︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
一
六
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
〇
二
年

三
月
︶

○
押
木
秀
樹
・
近
藤
聖
子
・
橋
本

愛
﹁
望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
と
そ
の
合
理
性
お

よ
び
検
証
方
法
に
つ
い
て
﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
一
七
号
︑
全
国
大
学
書
写
書

道
教
育
学
会
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︶

○
小
林
比
出
代
﹁
左
利
き
者
の
望
ま
し
い
硬
筆
筆
記
具
の
持
ち
方
に
関
す
る
文
献
的
考
察

小・中学校国語科書写における基礎的研究
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九

熊
本
大
学
教
育
実
践
研
究

熊
本
大
学
教
育
学
部

増
刊
号
︑
九
五
︱
一
〇
二
︑
二
〇
一
八



︱
書
写
教
育
の
見
地
か
ら
︱
︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
〇
号
︑
全
国
大
学
書
写
書

道
教
育
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
三
月
︶

○
齋
木
久
美
・
橋
本
浩
志
﹁
中
学
生
の
書
字
姿
勢
お
よ
び
筆
記
具
の
持
ち
方
の
適
正
化
を

目
指
す
研
究
︱
カ
ー
ボ
ン
紙
法
の
導
入
に
よ
る
筆
圧
を
意
識
さ
せ
る
取
り
組
み
を
通
し

て
︱
﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
一
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇

〇
七
年
三
月
︶

○
小
林
比
出
代
﹁
未
就
学
児
の
硬
筆
筆
記
具
の
持
ち
方
と
書
か
れ
た
点
画
の
発
達
段
階
に

お
け
る
変
化
﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
五
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑

二
〇
一
一
年
三
月
︶

○
廣
瀬
裕
之
・
橋
本
修
左
﹁
硬
筆
書
写
に
お
け
る
縦
書
き
と
横
書
き
に
関
す
る
研
究
︱
持

ち
方
と
文
字
の
質
や
姿
勢
と
の
関
係
︱
﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
六
号
︑
全
国

大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶

○
杉
﨑
哲
子
・
滝
本
貢
悦
﹁
硬
筆
書
字
に
お
け
る
﹁
持
ち
方
﹂
と
﹁
書
き
進
め
方
﹂
と
の

相
関
性
﹂︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
八
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二

〇
一
四
年
三
月
︶

○
清
水
文
博
﹁
学
校
で
使
用
さ
れ
た
筆
記
具
の
歴
史
︱
筆
記
具
の
学
習
の
見
地
か
ら
︱
﹂

︵﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
九
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
一
五
年

三
月
︶

○
杉
﨑
哲
子
﹁
毛
筆
把
持
に
よ
る
硬
筆
の
﹁
持
ち
方
﹂
改
善
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
﹂︵﹃
書

写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
九
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︶

○
杉
﨑
哲
子
﹁
左
手
書
字
に
お
け
る
﹁
持
ち
方
﹂
と
﹁
書
き
進
め
方
﹂
と
の
相
関
性
﹂︵﹃
書

写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
三
〇
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︶

○
加
藤
達
成
監
修
﹃
書
写
・
書
道
教
育
史
資
料
﹄︵
全
三
巻
︶︵
東
京
法
令
出
版
株
式
会
社
︑

一
九
八
四
年
︶

近
三
〇
年
に
お
け
る
本
題
目
に
関
わ
る
主
た
る
文
献
・
資
料
を
取
り
上
げ
た
︒

酒
井
氏
が
︑
一
九
九
四
年
に
指
摘
し
た
以
下
の
提
言
は
︑
そ
の
後
あ
る
程
度
漸
進
し
て

は
い
る
も
の
の
︑
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
言
え
る
︒

大
正
期
に
お
い
て
︑
硬
筆
用
具
が
一
般
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
︑
硬
筆
書
教
授

の
研
究
︑
実
践
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
硬
筆
用
具
が
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
段
階
に
お
い
て
︑
用
具
の
持
ち
方
に
つ
い
て
は
︑
英
習
字

の
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
示
さ
れ
た
欧
米
に
お
け
る
硬
筆
用
具
の
持
ち
方
を
受
け
継
ぐ
と

思
わ
れ
る
も
の
と
︑
用
具
の
性
質
な
ど
を
考
慮
し
︑
自
己
の
経
験
な
ど
を
基
に
考
案

し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
が
示
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
持
ち
方
が
何
故
よ

い
持
ち
方
な
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
具
体
的
且
つ
科
学
的
に
解
明
さ

れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
現
在
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
書
字
の

姿
勢
・
用
具
の
持
ち
方
の
指
導
が
充
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
因
で
あ
り
︑
更

に
︑
乱
れ
の
一
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

姿
勢
に
つ
い
て
は
︑
書
写
教
育
の
立
場
か
ら
の
科
学
的
な
研
究
は
欠
落
し
て
い
る

が
︑
医
学
的
な
立
場
や
学
校
用
家
具
研
究
の
立
場
か
ら
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
明
治
期
か
ら

研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
こ
れ
ら
︑
他
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を
︑
書

写
教
育
の
立
場
か
ら
見
直
し
︑
取
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒

今
後
は
︑
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
︑
現
在
よ
い
︵
正
し
い
︶
と
さ
れ
て
い
る

書
字
の
姿
勢
・
用
具
の
持
ち
方
に
つ
い
て
見
直
し
︑
具
体
的
且
つ
科
学
的
に
姿
勢
・

用
具
の
持
ち
方
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒︵
酒
井
直
美
﹁
書
字
の
姿
勢
・
用
具
の

持
ち
方
に
関
す
る
研
究
︵
２
︶﹂﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
八
号
︑
全
国
大
学
書
写

書
道
教
育
学
会
︑
一
九
九
四
年
三
月
︶

三

小
学
校
国
語
科
書
写
受
講
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
実
態
調
査

平
成
二
九
年
度
に
お
け
る
熊
本
大
学
書
道
受
講
者
に
対
し
︑
平
成
二
九
年
四
月
︑
今
後

の
書
写
教
育
の
在
り
方
を
考
え
る
べ
く
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
︒
調
査
の
目
的

は
︑
現
在
書
道
を
受
講
す
る
学
生
の
書
写
に
関
す
る
意
識
の
在
り
方
︑
ま
た
書
写
教
育
の

教
科
内
容
の
開
拓
と
教
材
開
発
と
い
う
︑
よ
り
広
い
視
点
か
ら
書
写
を
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
る
か
︑
そ
の
実
態
の
把
握
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
学
生
が
ど
の
よ
う
に
筆

記
具
︵
毛
筆
・
硬
筆
︶
を
持
っ
て
い
る
か
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
筆
記
具

の
持
ち
方
の
写
真
を
撮
影
し
た
︵
図
１
～
６
︶︒

調
査
の
対
象
者
は
︑
熊
本
大
学
に
在
籍
す
る
二
年
生
﹁
国
語
Ａ
﹂
受
講
者
一
〇
二
名
で

あ
る
︒
調
査
場
所
は
３
Ｂ
教
室
︑
調
査
時
間
は
三
〇
分
で
あ
る
︒

質
問
は
大
き
く
三
項
目
に
分
け
ア
ン
ケ
ー
ト
を
課
し
た
の
で
分
析
・
考
察
す
る
︒

問
い
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

１
︑
小
学
校
国
語
科
書
写
の
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
は
何
だ
と
考
え
る
か
︑
思
う
こ

と
を
述
べ
な
さ
い
︒

２
︑﹁
手
書
き
文
字
﹂
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
︑
思
う
こ
と
を
述
べ
な
さ
い
︒

３
︑
小
学
校
国
語
科
書
写
に
お
け
る
望
ま
し
い
筆
記
用
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日

神野 雄二
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〇



的
課
題
と
指
導
法
に
つ
い
て
︑
思
う
こ
と
を
述
べ
な
さ
い
︒

①
硬
筆
筆
記
具
使
用
の
場
合

②
毛
筆
筆
記
具
使
用
の
場
合

以
下
は
そ
の
回
答
で
あ
る
︒

○
１
に
対
す
る
回
答

・
書
写
の
ね
ら
い
に
︑
正
し
く
︑
整
え
て
︑
速
く
書
く
能
力
と
︑
学
習
や
生
活
に
役
立
て

る
態
度
が
あ
る
︒
指
導
者
は
学
習
内
容
を
明
確
に
し
学
習
者
の
書
写
能
力
を
い
か
に
伸

ば
す
か
と
い
う
考
え
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
目
の
前
に
い
る
児
童
︑
生
徒
を
適
切
に
見

つ
め
伸
ば
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
︒
よ
っ
て
学
習
者
が
書
写
の
学
力
を
社
会
生
活
に
活
か

せ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
一
人
一
人
が
文
字
を
書
く
こ
と
に
自
信
を
も
ち
適
切
か
つ
効

果
的
に
︑
気
持
ち
よ
く
書
け
る
よ
う
な
指
導
を
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
︒

・
小
学
校
国
語
科
書
写
の
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
は
﹁
筆
記
具
の
持
ち
方
﹂
だ
と
思

う
︒
現
在
の
子
ど
も
は
自
分
の
字
が
嫌
い
と
い
う
人
が
多
い
と
思
う
の
で
︑
そ
の
原
因

と
も
い
え
る
︑
小
学
校
の
時
期
か
ら
持
ち
方
の
徹
底
を
す
べ
き
だ
と
思
う
︒

・
文
字
を
書
く
こ
と
は
︑
情
報
伝
達
の
重
要
活
動
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
す
べ
て

の
学
習
活
動
の
基
礎
と
い
え
る
︒
読
み
や
す
い
字
を
適
切
な
速
さ
で
書
く
能
力
を
育
て

る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
︒

・
か
つ
て
の
書
写
の
指
導
は
︑
手
本
を
中
心
と
し
て
︑
指
導
者
の
実
技
能
力
に
頼
っ
た
も

の
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
︒
今
日
は
そ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
︑
学
習
内
容
を
よ

り
明
確
に
し
︑
学
習
者
の
書
写
能
力
を
い
か
に
伸
ば
す
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
︒

・
国
語
科
書
写
の
授
業
時
間
に
手
本
を
見
て
正
し
く
整
え
て
書
く
だ
け
で
な
く
︑
日
常
生

活
で
の
書
写
力
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
と
思
う
︒

・
書
写
の
専
門
講
師
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
︑
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
︒
書
写
か
ら
思
考

や
想
像
力
︑言
語
感
覚
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
た
め
︑書
写
の
楽
し
さ
を
知
っ

て
い
る
専
門
講
師
が
担
当
し
た
方
が
︑
子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
指
導
が
で

き
る
と
思
う
︒

○
２
に
対
す
る
回
答

・
現
代
に
お
い
て
︑
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
の
発
達
や
︑
文
字
で
の
や
り
と
り
が
ネ
ッ
ト
・

ワ
ー
ク
上
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
︑
私
た
ち
は
文
字
を
手
で
書
く
機
会
が
減

少
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
手
書
き
文
字
で
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
機
能

や
︑
記
憶
︑
思
考
の
効
果
な
ど
︑
手
書
き
の
方
が
大
き
い
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
が

多
く
存
在
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
書
写
の
時
間
を
通
し
て
︑
生
徒
に
﹁
書
く
こ
と
﹂
の
学

習
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
︒

・﹁
手
書
き
文
字
﹂
は
︑
す
べ
て
の
学
習
活
動
の
基
礎
な
の
で
︑
読
み
易
く
︑
適
切
な
速
さ

で
書
く
能
力
を
見
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
︒
近
年
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が

定
着
し
︑
文
字
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
や
り
取
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
今
後
手
書
き
文

字
を
使
う
機
会
が
よ
り
減
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
︒
だ
が
︑
日
常
的
な
礼
状
な
ど
︑
手

書
き
文
字
を
使
う
べ
き
場
面
も
あ
る
の
で
︑
し
っ
か
り
と
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
︒

・
手
書
き
文
字
の
学
習
は
す
べ
て
の
学
習
活
動
の
基
礎
で
あ
る
︒
単
に
読
め
れ
ば
良
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
適
切
な
姿
勢
︑
持
ち
方
で
丁
寧
か
つ
そ
の
状
況
に
あ
っ
た
速
さ

で
書
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
︒
ま
た
Ｉ
Ｔ
化
が
進
ん
で
い
る
中
︑
手
で
書
く
こ
と
の
意

義
を
教
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
︒

・
社
会
に
お
い
て
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
為
に
文
字
を
使
う
機
会
と
い
う
の
は
少
な

く
は
な
い
︒
し
か
し
現
代
は
ワ
ー
プ
ロ
を
使
っ
て
﹁
手
書
き
で
文
字
を
書
く
﹂
こ
と
自

体
が
減
っ
て
い
る
︒
文
字
は
個
性
を
表
し
︑誠
意
を
表
し
︑ぬ
く
も
り
を
与
え
る
と
い
っ

た
書
写
独
特
の
特
徴
を
伝
え
つ
つ
︑
正
し
い
持
ち
方
︑
書
き
方
の
指
導
が
必
要
と
な
る
︒

○
３
の
①
に
対
す
る
回
答

・
硬
筆
を
正
し
く
持
た
な
い
と
字
の
バ
ラ
ン
ス
や
筆
圧
︑
疲
れ
や
す
さ
な
ど
に
お
い
て

様
々
な
デ
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
︒
硬
筆
は
使
う
機
会
が
多
い
為
︑
自
分
の
く
せ
が
つ
い

て
し
ま
う
と
直
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
︑
な
る
べ
く
早
め
に
︑
ま
ず
は
補
助
具

︵
輪
ゴ
ム
他
︶
を
使
う
な
ど
し
て
正
し
い
持
ち
方
の
感
覚
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
︒
ま
た
学
校
に
限
ら
ず
︑
家
庭
で
の
指
導
の
協
力
を
あ
お
ぐ
の
も
大
切
に
な
る
と

思
う
︒

・
小
学
校
一
年
生
か
ら
正
し
い
持
ち
方
を
指
導
し
︑
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
に
す
る
︒
し
か

し
私
自
身
正
し
い
持
ち
方
で
な
い
児
童
へ
の
矯
正
は
あ
ま
り
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か

と
も
考
え
る
︒
そ
れ
は
︑
書
き
や
す
い
持
ち
方
の
方
が
書
く
こ
と
が
楽
し
く
感
じ
る
と

思
う
た
め
︒

小・中学校国語科書写における基礎的研究

―100―

一
一



・
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
箸
の
持
ち
方
や
鉛
筆
の
持
ち
方
に
つ
い
て
祖
父
母
か
ら
指
導
を
受

け
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
正
し
い
持
ち
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
正
し
い
筆

記
具
の
持
ち
方
は
き
れ
い
に
見
え
る
だ
け
で
な
く
︑
余
分
な
力
が
入
ら
ず
︑
疲
労
も
少

な
く
て
す
む
︒
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
し
て
正
し
く
持
つ
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
か
を
問
い
︑

実
際
に
や
っ
て
み
る
こ
と
で
︑
い
つ
も
と
書
き
方
に
変
化
が
あ
る
か
ど
う
か
尋
ね
て
み

る
こ
と
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

○
３
の
②
に
対
す
る
回
答

・
毛
筆
の
持
ち
方
は
日
本
や
中
国
の
﹁
文
化
﹂
の
一
つ
で
あ
る
た
め
と
て
も
大
切
だ
と
考

え
る
︒
や
は
り
正
し
い
持
ち
方
が
姿
勢
を
正
し
く
し
︑
き
れ
い
な
文
字
が
書
け
る
こ
と

と
供
に
︑
日
本
の
伝
統
と
そ
の
文
化
の
美
し
さ
も
子
供
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
︒
Ｄ

Ｖ
Ｄ
や
書
写
の
ビ
デ
オ
で
興
味
を
持
た
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
と
良
い
と
思
う
︒

・
筆
の
持
ち
方
が
よ
く
分
か
ら
ず
に
︑
自
分
な
り
に
書
き
や
す
い
持
ち
方
を
し
て
い
る
子

ど
も
が
い
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
︒
単
鉤
法
と
双
鉤
法
︑
二
つ
の
持
ち
方
を

教
師
が
実
演
し
て
み
せ
︑
持
ち
方
の
コ
ツ
や
ポ
イ
ン
ト
を
分
り
や
す
く
説
明
す
る
指
導

が
考
え
ら
れ
る
︒

・
毛
筆
は
︑
学
校
の
書
写
の
授
業
で
初
め
て
触
る
子
ど
も
た
ち
も
多
い
だ
ろ
う
︒
初
め
て

筆
で
文
字
を
書
く
と
き
に
正
し
い
持
ち
方
を
き
っ
ち
り
教
え
込
み
︑
そ
の
後
も
正
し
い

持
ち
方
を
き
っ
ち
り
教
え
込
ん
で
い
け
れ
ば
︑
正
し
い
持
ち
方
を
続
け
て
い
け
る
と
思

う
︒
だ
か
ら
︑
子
ど
も
た
ち
に
最
初
に
教
え
る
時
に
︑
な
ん
と
な
く
教
え
る
の
で
は
な

く
︑
き
ち
ん
と
正
し
く
教
え
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
︒
書
写
の
時
間
に
は
正
し
く
筆
を

持
つ
こ
と
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒

・
毛
筆
を
使
っ
て
文
字
を
書
く
機
会
が
少
な
い
た
め
︑
硬
筆
と
持
ち
方
を
変
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
理
由
を
理
解
で
き
な
い
児
童
・
生
徒
も
少
な
く
な
い
の
で
︑
毛
筆
の
特
徴
を

伝
え
時
間
を
か
け
な
が
ら
︑
正
し
い
持
ち
方
を
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
課
題
だ

と
思
う
︒

こ
の
調
査
に
よ
り
︑
学
生
の
回
答
か
ら
︑
書
写
教
育
に
お
け
る
毛
筆
使
用
の
重
要
さ
や
︑

そ
し
て
文
字
を
手
書
き
す
る
こ
と
へ
の
関
心
の
深
さ
が
読
み
取
れ
る
︒
学
生
は
︑
書
写
教

育
に
関
す
る
指
導
技
術
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
に
対
す
る
教
養
や
知
識
を
養
い

た
い
と
考
え
て
い
る
︒
確
か
に
学
生
の
論
じ
た
意
見
は
︑
多
分
に
印
象
的
な
も
の
で
あ
る

が
︑
そ
こ
に
記
述
さ
れ
た
内
容
を
総
括
し
て
み
る
と
︑
学
生
の
求
め
る
理
想
と
し
て
の
教

師
像
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
単
な
る
書
写
に
関
す
る
技
術
の
伝
授
や
︑

知
識
の
受
け
売
り
で
は
な
く
︑
的
確
な
指
導
理
念
の
確
立
と
︑
よ
り
人
間
的
な
教
師
像
で

あ
る
︒

た
だ
︑
回
答
か
ら
見
る
限
り
受
講
生
の
教
師
へ
の
意
識
の
実
態
の
落
差
が
大
き
く
︑
指

導
者
側
と
し
て
は
︑
学
習
者
の
実
態
に
応
じ
た
指
導
︑
並
び
に
意
識
の
向
上
を
高
め
て
い

く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
︒

近
年
︑
急
速
な
Ｏ
Ａ
化
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
活
用
等
に
よ
り
︑
精
神
が
疲
労
し
て
お

り
︑
よ
り
人
間
的
で
豊
か
な
生
活
環
境
を
求
め
て
い
る
︒
書
写
教
育
に
課
せ
ら
れ
た
使
命

は
大
き
い
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
学
生
へ
の
実
態
調
査
か
ら
︑
決
し
て
望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
が
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
分
か
っ
た
︒﹁
図
１
～
６
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
た
通
り
で
あ
る
︒
今
日
的
課
題

と
指
導
法
に
つ
い
て
は
︑
繰
り
返
し
︑
丁
寧
に
︑
時
間
を
か
け
て
指
導
す
る
以
外
方
法
は

な
い
と
思
わ
れ
る
︒

四

中
学
校
国
語
科
書
写
受
講
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
実
態
調
査

次
に
︑
熊
本
県
立
大
学
の
書
道
受
講
生
に
対
し
て
筆
記
具
の
持
ち
方
の
写
真
を
撮
影
す

る
と
と
も
に
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
を
課
し
た
の
で
分
析
・
考
察
す
る
︒

平
成
二
九
年
度
に
お
け
る
熊
本
県
立
大
学
書
道
受
講
生
に
対
し
︑
平
成
二
九
年
四
月
︑

今
後
の
書
写
教
育
の
在
り
方
を
考
え
る
べ
く
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
︒
調
査
の

目
的
は
︑
前
章
三
と
同
様
︑
現
在
書
道
を
受
講
す
る
学
生
の
書
写
に
関
す
る
意
識
の
在
り

方
︑
ま
た
書
写
教
育
の
教
科
内
容
の
開
拓
と
教
材
開
発
と
い
う
︑
よ
り
広
い
視
点
か
ら
書

写
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
︑
そ
の
実
態
の
把
握
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
︒
学
生

が
ど
の
よ
う
に
筆
記
具
︵
毛
筆
・
硬
筆
︶
を
持
っ
て
い
る
か
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
︒

調
査
の
対
象
者
は
︑
熊
本
県
立
大
学
に
在
籍
す
る
二
年
生
﹁
書
道
﹂︵
実
技
︶
受
講
生
一

三
名
で
あ
る
︒
中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
︵
国
語
︶
の
取
得
を
め
ざ
し
て
い
る
︒
調
査
場

所
は
第
６
講
義
室
︑
調
査
時
間
は
三
〇
分
で
あ
る
︒
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
を
し
て
み

た
い
︒

問
い
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

神野 雄二
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書
写
教
育
の
今
後
の
在
り
方
と
し
て
大
切
だ
と
思
う
こ
と
を
述
べ
よ
︒
な
か
で
も

﹁
望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
と
指
導
法
﹂
に
つ
い
て

述
べ
な
さ
い
︒

回
答

・
今
後
の
書
写
教
育
で
は
︑
書
写
を
単
な
る
﹁
文
字
の
書
き
方
の
伝
授
﹂
と
し
て
で
は
な

く
﹁
国
語
の
力
を
伸
ば
す
﹂
授
業
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
︒
も
ち
ろ

ん
︑
書
写
教
育
に
お
い
て
﹁
正
し
く
整
っ
た
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
﹂
は
大

切
な
こ
と
だ
が
︑
子
供
た
ち
が
そ
の
過
程
で
﹁
ど
う
学
ぶ
の
か
﹂
と
い
う
﹁
学
び
﹂
の

意
識
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
重
要
だ
︒
特
に
毛
筆
な
ど
は
日
常
生
活
で
扱
わ
な
い
こ
と

が
多
い
た
め
︑
い
か
に
関
心
興
味
を
持
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒﹁
書

写
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
﹂
と
疑
問
を
抱
い
て
抵
抗
感
を
持
つ
児
童
・
生
徒
に
対
し
︑

﹁
自
ら
の
手
で
文
字
を
書
く
﹂
こ
と
の
大
切
さ
︑
必
要
性
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
学
習
者
の
学
習
要
求
を
把
握
し
︑
実
態
に
伴
っ
た
指
導
計

画
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
だ
︒﹁
活
字
離
れ
﹂
と
言
わ
れ
る
現
代
だ
か
ら
こ
そ
︑
自
ら
の

手
で
文
字
を
書
き
︑
学
ぶ
こ
と
が
子
供
た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
︒

・
小
学
校
に
入
学
し
て
す
ぐ
︑
鉛
筆
の
に
ぎ
り
方
や
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
の
練
習
を
国

語
の
な
か
の
書
写
の
時
間
に
し
た
記
憶
が
あ
る
︒
学
年
が
あ
が
る
に
つ
れ
漢
字
が
増
え

て
い
き
︑
小
学
三
︑
四
年
生
の
頃
に
は
毛
筆
書
写
を
行
っ
た
︒
私
は
︑
文
字
は
一
生
涯

用
い
る
も
の
で
︑
履
歴
書
な
ど
を
書
く
と
き
に
︑
そ
の
人
の
第
一
印
象
を
与
え
る
も
の

だ
と
も
感
じ
て
い
る
︒
だ
か
ら
︑
小
学
校
低
学
年
の
う
ち
か
ら
︑
書
き
順
︑
字
形
な
ど

を
し
っ
か
り
指
導
し
︑
整
っ
た
文
字
を
書
か
せ
る
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒

中
学
校
に
な
る
と
︑
今
ま
で
親
し
ん
で
い
た
楷
書
だ
け
で
は
な
く
︑
行
書
体
も
書
く
︒

そ
の
た
め
︑
行
書
と
楷
書
の
違
い
を
理
解
さ
せ
︑
文
字
を
書
く
こ
と
︑
筆
で
文
字
を
書

く
こ
と
の
楽
し
さ
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
指
導
を
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
る
︒
高
校
生
に
な
る
と
︑
芸
術
教
科
の
一
つ
と
し
て
書
道
が
存
在
す
る
︒
そ
の
た

め
︑
文
字
を
整
え
て
書
く
こ
と
も
大
事
で
は
あ
る
が
︑
芸
術
と
し
て
文
字
を
書
く
こ
と
︑

筆
を
扱
い
文
字
を
書
く
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て
い
く
べ

き
だ
と
考
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
書
写
教
育
は
本
来
の
目
的
で
あ
る
︑
字
形

を
整
え
る
な
ど
の
要
素
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
学
年
に
そ
っ
た
書
写
教
育
を
行
う
べ
き
だ
と

考
え
る
︒

・
私
は
︑
子
ど
も
の
実
態
に
即
し
た
授
業
展
開
の
あ
り
方
が
大
切
だ
と
思
う
︒
小
学
校
低

学
年
の
頃
は
︑絵
を
描
い
た
り
︑文
字
を
書
い
た
り
す
る
活
動
型
の
学
習
が
好
き
で
あ
っ

た
は
ず
な
の
に
︑
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
︑
抵
抗
を
示
す
よ
う
に
な
る
︒
こ
こ
に
子
ど

も
に
合
わ
せ
た
指
導
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
と
い
う
疑
問
が
で
て
く
る
︒
お
そ
ら

く
︑
黙
っ
て
お
手
本
通
り
に
書
き
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能

性
が
低
く
は
な
い
の
だ
ろ
う
︒
文
字
に
は
個
性
が
表
れ
て
お
り
一
人
一
人
の
子
ど
も
の

個
性
を
尊
重
す
る
よ
う
な
授
業
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
︒
も
ち
ろ
ん
前
提
と
し
て
﹁
と

め
︑
は
ね
︑
は
ら
い
﹂
の
よ
う
な
基
本
事
項
を
押
さ
え
た
上
で
の
話
で
あ
る
︒

こ
の
調
査
か
ら
学
生
の
多
く
は
︑
書
写
教
育
に
相
当
の
関
心
を
示
し
期
待
を
寄
せ
て
お

り
︑
ま
た
卒
業
後
も
書
写
を
学
び
続
け
た
い
と
︑
そ
の
学
習
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
︒
ま
た
︑
書
写
教
育
の
今
後
の
在
り
方
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
り
︑
書

写
教
育
を
探
求
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
た
︒

筆
記
具
の
持
ち
方
の
実
態
調
査
で
は
︑
略
ぼ
前
章
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
た
︒
や
は
り
︑

基
礎
・
基
本
に
徹
し
た
地
道
な
指
導
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒

五

望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
と
指
導
法
に

つ
い
て

こ
れ
ま
で
同
テ
ー
マ
に
関
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
か
︑
筆
記
具

の
持
ち
方
に
関
す
る
先
行
研
究
の
中
で
︑
興
味
あ
る
研
究
を
抽
出
す
る
︒

・
本
研
究
で
は
︑
従
前
か
ら
説
か
れ
て
い
る
﹁
持
ち
方
﹂
と
﹁
書
き
進
め
方
﹂
と
の
関
係

に
つ
い
て
︑
科
学
的
デ
ー
タ
を
も
と
に
三
指
の
働
き
を
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒
今
回
は
︑
児
童
・
生
徒
へ
の
時
間
を
要
す
る
調
査
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
成
人

を
対
象
に
調
査
を
行
っ
た
が
︑﹁
持
ち
方
﹂
の
指
導
は
︑
将
来
的
な
持
ち
方
が
決
定
さ
れ

る
入
門
期
や
低
学
年
の
時
代
に
お
い
て
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
成
果
を
生
か

し
発
達
段
階
を
考
慮
し
な
が
ら
︑
筆
記
具
の
特
性
を
加
味
し
た
﹁
持
ち
方
﹂
の
再
検
討

等
の
課
題
克
服
に
向
け
て
︑
今
後
も
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
︒︵
杉
﨑
哲
子
・

滝
本
貢
悦
﹁
硬
筆
書
字
に
お
け
る
﹁
持
ち
方
﹂
と
﹁
書
き
進
め
方
﹂
と
の
相
関
性
﹂︑﹃
書

写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
八
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇
一
四
年
三
月
︶

・
本
研
究
で
は
科
学
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
毛
筆
把
持
に
よ
る
硬
筆
の
持
ち
方
好
転
の
現

小・中学校国語科書写における基礎的研究
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象
に
つ
い
て
追
求
し
た
︒
こ
れ
が
一
方
向
の
分
析
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
︑
か
つ
て
の
実
践
研
究
の
結
果
に
つ
い
て
追
実
験
を
加
え
︑
感
覚
的
を
可
視

化
で
き
た
こ
と
と
毛
筆
の
特
性
に
つ
い
て
言
及
で
き
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
だ
と
考
え

て
い
る
︒
こ
れ
か
ら
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
を
見
据
え
文
字
を
手
書
き
す
る
こ
と
の
重
要

性
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
科
学
的
な
根
拠
と
い
う
視
点

は
合
理
性
の
追
求
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
人
が
自
身
の
感
覚
を
再
認
す
る
こ
と
に

も
重
要
で
あ
る
︒
自
身
の
感
覚
を
と
ら
え
る
こ
と
︑
触
感
を
つ
く
る
﹁
テ
ク
タ
イ
ル
﹂

の
考
え
方
が
︑
人
間
ら
し
い
教
育
の
あ
り
方
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
︒︵
杉
﨑
哲
子
﹁
毛
筆
把
持
に
よ
る
硬
筆
の
﹁
持
ち
方
﹂
改
善
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

検
討
﹂︑﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
第
二
九
号
︑
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
二
〇

一
五
年
三
月
︶

・
現
代
的
な
表
現
で
は
な
い
が
︑
持
ち
方
の
是
正
に
関
し
て
は
﹁
矯
正
﹂
と
い
う
立
場
も

必
要
と
な
る
︒
書
字
・
書
写
と
い
う
も
の
が
習
慣
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
あ
る
程
度

の
強
制
力
を
持
た
せ
な
が
ら
進
め
て
い
か
な
い
と
効
果
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

方
法
的
に
は
︑
大
き
く
次
の
３
方
法
が
用
い
ら
れ
る
︒

①
手
指
の
動
き
か
ら
考
え
る
方
法

②
書
写
用
具
自
体
に
変
化
を
つ
け
る
方
法

③
補
助
具
を
用
い
る
方
法

(中
略
︶
そ
の
こ
と
を
確
実
に
押
さ
え
︑
単
な
る
形
態
的
な
指
導
に
陥
ら
な
い
こ
と
が
︑

﹁
実
技
指
導
を
行
う
実
践
能
力
の
育
成
﹂
へ
の
第
一
歩
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒﹁
文
字
を
書

く
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
静
止
し
た
フ
ォ
ー
ム
の
良
否
で
は
な
く
︑
運
動
的
な
機
能
性
に
彩

ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒︵
小
竹
光
夫
﹁
実
技
指
導
を
行
う
実
践
能
力
の
育
成
︵
１
︶
︱

硬
筆
書
写
用
具
の
持
ち
方
へ
の
取
り
組
み
︱
﹂︑﹃
実
技
教
育
研
究
﹄
18
︑
二
〇
〇
四
年
一

月
﹂近

年
同
テ
ー
マ
に
関
し
て
︑
科
学
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
は

い
る
も
の
の
︑
ま
だ
そ
の
解
明
か
ら
は
こ
れ
か
ら
と
い
え
よ
う
︒
今
後
文
字
を
書
く
こ
と

を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
考
究
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
関
係
諸
分
野
と
の
連
携

が
求
め
ら
れ
よ
う
︒

次
に
過
去
に
お
い
て
︑
望
ま
し
い
筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
と
指

導
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
内
容
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
二
例
を
図

版
で
取
り
上
げ
る
︒
江
戸
期
・
明
治
期
刊
行
図
書
に
お
け
る
筆
記
具
の
持
ち
方
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
︵
図
７
・
８
︶︒

図
７【書

名
︼﹃
筆
道
稽
古
早
学
問
二
﹄︻
巻
冊
︼
全
四
冊
二
六
丁
︻
著
者
︼
笹
山
梅
庵
︻
成
立
︼

天
保
十
一
年
版

図
８【書

名
︼﹃
運
筆
自
在
書
法
要
訣
︵
全
︶﹄︻
巻
冊
︼
全
一
冊
七
六
丁
︻
著
者
︼
湯
川
梧
窓

︻
成
立
︼
明
治
四
二
年
十
一
月
︻
発
行
所
︼
青
木
嵩
山
堂

両
著
は
︑
図
版
と
と
も
に
丁
寧
な
解
説
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
同
問
題
は
︑
時
代
を
問
わ

ず
大
切
な
内
容
を
含
ん
だ
も
の
と
の
認
識
が
あ
り
︑
そ
れ
相
応
の
取
り
扱
わ
れ
か
た
を
し

て
き
た
こ
と
が
分
か
る
︒
過
去
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
︑
基
礎
研
究
を
続
け
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
︒
史
的
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

六

お
わ
り
に

国
語
科
書
写
教
育
の
研
究
は
︑
基
礎
論
の
概
観
・
展
望
と
と
も
に
︑
更
な
る
実
践
研
究

の
成
果
と
蓄
積
が
課
題
で
あ
ろ
う
︒
今
後
教
材
の
研
究
を
進
め
︑
そ
れ
を
具
体
的
に
書
写

教
育
に
有
効
に
活
か
す
た
め
の
教
材
開
発
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒

こ
れ
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
狭
い
指
導
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
︑
現
状
の
改
善
を
期
し
て
︑

魅
力
に
富
ん
だ
教
育
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
文
字
文
化
を
重

視
し
︑
さ
ら
に
文
字
文
化
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
︒

毛
筆
に
よ
る
書
写
教
育
の
学
習
実
践
は
︑
我
が
国
の
伝
統
的
で
豊
か
な
言
語
文
化
を
認

識
し
︑
ま
た
文
字
文
化
を
尊
重
し
︑
親
し
ん
で
い
く
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
︒
今
ま
さ
に
書
写
教
育
の
創
造
的
な
営
為
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
特
に
次
世
代
を
担
う

青
少
年
の
育
成
は
急
務
と
い
え
る
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
小
・
中
学
校
国
語
科
書
写
に
お
け
る
基
礎
的
研
究
︱
望
ま
し
い

筆
記
具
の
持
ち
方
指
導
に
お
け
る
今
日
的
課
題
と
指
導
法
に
つ
い
て
︱
﹂
は
︑
古
く
て
新

し
い
今
日
的
課
題
で
あ
り
︑
最
も
書
写
書
道
教
育
に
お
け
る
基
礎
・
基
本
と
な
る
テ
ー
マ

と
い
え
る
︒

教
員
養
成
に
お
け
る
書
写
教
育
の
在
り
方
は
︑
今
後
も
幾
度
と
な
く
議
論
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
︒
将
来
の
書
写
教
育
の
在
り
方
を
探
り
︑
そ
の
動
向
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
の
い
く
つ

か
を
指
摘
し
た
く
︑
教
科
教
育
の
基
礎
研
究
と
し
て
本
稿
を
執
筆
し
た
︒

今
回
実
施
し
た
学
生
へ
の
意
識
調
査
︑
実
態
把
握
は
︑
大
切
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
︒

将
来
に
お
け
る
学
校
教
育
は
︑
生
涯
学
習
の
基
礎
を
培
う
場
と
し
て
と
ら
え
︑
位
置
づ
け

神野 雄二
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ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
現
在
世
界
的
な
規
模
で
教
育
改
革
が
叫
ば
れ
る
な
か
︑
書
写
書

道
教
育
の
充
実
と
発
展
の
た
め
に
︑
本
稿
の
執
筆
を
契
機
と
し
て
︑
更
に
書
写
書
道
教
育

に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

︻
注
︼

︵
１
︶
筆
者
は
二
〇
一
五
年
三
月
﹃
書
写
書
道
教
育
論
考
﹄︵
創
想
舎
︶
を
刊
行
し
た
︒
同

著
で
︑
小
・
中
学
校
国
語
科
書
写
に
関
わ
る
論
文
と
し
て
次
の
通
り
掲
載
し
た
︒

第
Ⅰ
部

書
写
書
道
教
育
研
究
︵
学
術
論
文
︶

・
第
四
章

書
写
書
道
教
育
試
論
︱
生
涯
学
習
の
視
点
に
立
っ
た
書
写
書
道
教
育
の

在
り
方
︱

・
第
五
章

書
写
書
道
教
育
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
︱
仮
名
指
導
に
お
け
る
字
源
の

有
効
性
に
つ
い
て
︱

・
第
七
章

書
写
書
道
教
科
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
︱
京
都
市
学
校
歴
史
博
物
館

の
取
り
組
み
と
所
蔵
品
を
中
心
に
︱

・
第
九
章

書
写
書
道
教
科
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
︱
京
都
府
立
総
合
資
料
館
の

取
り
組
み
と
所
蔵
品
を
中
心
に
︱

・
第
一
一
章

今
井
凌
雪
先
生
に
お
け
る
教
育
者
と
し
て
の
功
績
︱
筑
波
大
学
で
の

講
義
を
中
心
と
し
て
︱

第
Ⅱ
部

書
写
書
道
教
育
研
究
︵
研
究
ノ
ー
ト
︶

・
１
︑
今
井
凌
雪
先
生
の
書
学
書
道
史
・
書
道
教
育
︱
氷
斎
先
生
書
話
︱

・
３
︑
書
写
書
道
教
科
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
︱
巻
菱
湖
の
﹃
千
字
文
﹄
を
使
用

し
て
の
実
践
的
研
究
︱

・
４
︑
書
写
書
道
教
科
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
︱
日
月
斎
所
蔵
習
字
手
本
一
覧
︱

・
５
︑
東
京
学
芸
大
学
・
筑
波
大
学
等
で
受
講
し
た
講
義
録

︵
２
︶
新
学
習
指
導
要
領
は
︑
平
成
二
九
年
三
月
告
示
さ
れ
た
︒

︻
主
要
参
考
文
献
︼

・
久
米
公
著
﹃
書
写
書
道
教
育
要
説
﹄︵
萱
原
書
房
︑
一
九
八
九
年
一
月
︶

・
富
田
富
貴
雄
著
﹃
史
的
観
点
に
基
づ
く
書
写
教
育
の
研
究
﹄︵
大
学
教
育
出
版
︑
一
九
九

六
年
六
月
︶

・﹃
書
写
書
道
教
育
研
究
﹄
創
刊
号
～
第
三
一
号
︑︵
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
︑
一

九
八
七
～
二
〇
一
七
年
︶

・
海
後
宗
臣
等
編
﹃
日
本
教
科
書
大
系
・
近
代
編

第
二
七
巻
︵
習
字
︶﹄︵
講
談
社
︑
一

九
七
八
年
一
二
月
︶

・
井
上
敏
夫
編
﹃
国
語
教
育
史
資
料
﹄﹁
第
二
巻
教
科
書
史
﹂︵
東
京
法
令
出
版
株
式
会
社
︑

一
九
八
一
年
四
月
︶

・﹃
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
﹄︵
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編
著
︑
明
治
図
書
︑

二
〇
〇
二
年
六
月
︶

・
松
本
宏
揮
著
﹃
書
法
教
育
の
実
践
﹄︵
私
家
版
︑
二
〇
〇
六
年
二
月
︶

・
平
形
精
一
編
著
﹃
文
字
文
化
と
書
写
書
道
教
育
﹄︵
萱
原
書
房
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶

・﹃
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
﹄︵
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編
著
︑
学
芸
図

書
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶

・
文
部
科
学
省
﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
﹄
芸
術
編
︵
教
育
出
版
︑
二
〇
〇
九
年

一
一
月
︶

・﹃
明
解
書
写
教
育
﹄︵
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
編
︑
萱
原
書
房
︑
二
〇
一
七
年
四

月
︶

小・中学校国語科書写における基礎的研究
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図１ 毛筆の持ち方①

(親指が人差し指を包み込んでいる）

図２ 毛筆の持ち方②

(指に力が入り過ぎている）

図３ 毛筆の持ち方③（小指が離れている）

図７ 『筆道稽古早学問二』図８ 『運筆自在書法要訣（全）』

図６ 硬筆の持ち方③

(ボールペンを倒し過ぎている）

図５ 硬筆の持ち方②

(指に力が入り過ぎている）

図４ 硬筆の持ち方①

(人差し指が親指を包み込んでいる）

︻
問
題
の
あ
る
筆
記
具
の
持
ち
方
の
事
例
︼
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