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ステ
ップ

5

縦画の次に二つの
横画を続けて書く
とき，連続する。

横画の次に左払い
や折れを書くとき，
連続する。

縦画の次に右上払
いを書くとき，連
続する。

二つの横画を続け
て書くとき，連続
する。

短い左払いの次に
横画を書くとき，
連続する。

「口」を書くとき，
連続する。

左払いの次に折れ
を書くとき，連続
する。

縦画の次に横画を
書くとき，連続す
る。

左払いの次に縦画
を書くとき，連続
する。

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
て
、な
ぞ
っ
て
み
よ
う
。

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
て
書
こ
う

振り
返ろう

● 

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

● 

行
書
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

字
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
。

丸　み

行
書

楷
書

な
ぞ
ろ
う

連　続

右払いの終筆は
止める。

点の終筆は，次の画
に向かってはねる。

短い左払いは，左
から右へ書く。

行
書

楷
書

な
ぞ
ろ
う

点画が丸みを帯び
る部分がある。

方向や形の変化

左払いや曲がりの
形が変わる。

縦画の終筆は，次の
画に向かってはねる。

確かめ
よう

ほ
か
に
も
当
て
は
ま
る
漢
字
が
あ

る
よ
。
90
ペ
ー
ジ
か
ら
の
楷か

い

書
・

行
書
一
覧
表
か
ら
探
し
て
み
よ
う
。

一
年
生 

｜ 

2 

行
書
を
書
こ
う

書
写
指
導
の
可
能
性
を
探
る 

特
別
編
２

連 

載

　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
、
書
写
の
教
科
書
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

　
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
よ
り
使
い
や
す
く
な
っ
た
新
版
教
科
書
の
具
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
、

編
集
委
員
の
宮
澤
正
明
先
生
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

  

一
年
二
単
元

 

「
行
書
を
書
こ
う
」の

   

ス
テ
ッ
プ
構
造（
例
）

「
行
書
の
特
徴
を
知
ろ
う｣

行
書
の
五
つ
の
特
徴
を
知
る

「
点
画
の
方
向
や
形
が
変

化
す
る
と
き
の
筆
使
い

を
知
ろ
う｣

行
書
の
五
つ
の
特
徴
の
う
ち
、

方
向
や
形
の
変
化
を
理
解
す
る

「
点
画
が
連
続
す
る
と
き

の
筆
使
い
を
知
ろ
う
」

行
書
の
五
つ
の
特
徴
の
う
ち
、

連
続
を
理
解
す
る

「
書
い
て
確
か
め
よ
う｣

ス
テ
ッ
プ
１
〜
３
で
理
解
し
た

こ
と
を
毛
筆
で
確
認
す
る

「
行
書
の
特
徴
を
確
か
め

て
書
こ
う
」

ス
テ
ッ
プ
１
〜
４
で
理
解
し
た

こ
と
を
硬
筆
で
確
認
す
る

新
し
い
学
習
指
導
要
領
と

新
版
「
書
写
」
教
科
書

　

大
き
く
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
三
年
生
の
学
習
事
項
が
独
立

②
行
書
の
確
実
な
定
着
を
求
め
る

③
一
年
生
と
二
年
生
の
履
修
時
間
が

　

同
程
度
に

①
三
年
生
の
学
習
事
項
が
独
立

　

こ
れ
は
、
今
回
の
改
訂
で
い
ち
ば
ん
大
き
な

変
更
点
で
す
。
中
学
校
国
語
科
書
写
は
、
現
行

の
学
習
指
導
要
領
で
は
第
一
学
年
と
第
二
・
三

学
年
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
新

し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
年
ご
と
に
学
習

指
導
内
容
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

②
行
書
の
確
実
な
定
着
を
求
め
る

　

二
年
生
に
「
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書

又
は
行
書
を
選
ん
で
書
く
こ
と
。」
と
い
う
新

し
い
学
習
事
項
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
日
常
生

活
で
の
行
書
の
活
用
を
目
指
し
た
も
の
で
、
行

書
の
習
得
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
三
年
生
で
は

「
文
字
を
効
果
的
に
書
く
こ
と
」
と
い
う
学
習

事
項
が
新
た
に
加
え
ら
れ
、
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
常
的
に
行
書
が
書
け
る
生
徒
の
育
成
を
目

指
す
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
応
え
る
に
は
、

限
ら
れ
た
時
間
で
の
行
書
の
確
か
な
習
得
が
望

ま
れ
ま
す
。

③
一
年
生
と
二
年
生
の
履
修
時
間
が
同
程
度
に

　

一
年
生
の
履
修
時
間
が
年
間
二
八
単
位
程
度

か
ら
「
二
〇
単
位
程
度
」
に
減
り
、
二
年
生

は
一
〇
・
五
単
位
程
度
か
ら
「
二
〇
単
位
程
度
」

に
増
え
ま
し
た
。

　

内
容
的
な
面
で
は
、
一
年
生
は
現
行
版
と
ほ

ぼ
変
わ
ら
ず
、
二
年
生
は
②
で
述
べ
た
学
習
事

項
が
増
え
ま
し
た
。
一
見
、
学
習
負
担
増
に
感

じ
ま
す
が
、
一
年
生
の
学
習
事
項
の
半
分
は
小

学
校
の
復
習
（
楷
書
）
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

　

各
単
元
を
段
階
的
な
「
ス
テ
ッ
プ
」
構
造
に

し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
学
習
を
行
う
こ

と
で
、
基
礎
・
基
本
の
徹
底
が
図
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
行
書
の
書
き
方
の
規
則
性
・
法
則
性

ご
と
に
漢
字
を
分
類
し
、
汎
用
性
の
あ
る
書
き

方
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
教
材
を
設
定
し
て

い
ま
す
。
一
字
ず
つ
ば
ら
ば
ら
に
覚
え
る
の
で

は
な
く
、
漢
字
の
同
じ
部
分
ご
と
に
分
類
し
て

覚
え
る
こ
と
で
、
短
時
間
で
効
果
的
な
学
習
が

で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
な
ぞ
り
書
き
や
書
き
込
み
欄
を
随

所
に
設
定
し
、
積
極
的
に
何
度
も
書
い
て
慣
れ

る
工
夫
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
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平
成
二
十
四
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ

れ
る
学
習
指
導
要
領
は
、
現
行
に
比

べ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
変
わ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

ステ
ップ

1
<<

ステ
ップ

2
<<

ステ
ップ

3
<<

ステ
ップ

4
<<

ステ
ップ

5
<<

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ

て
い
る
「
限
ら
れ
た
時
間
で
の
、
行

書
の
確
実
な
定
着
」
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
か
。

▲P.32 ～ P.33

規則性・法則性ごとに漢字を分類

同じ部分ごとに分類したり、なぞり書きを
したりすることで、効果的な学習が可能に

Q
  1

Q
  2



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 特別編 2

筆
記
具
を
選
び
、
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
さ
せ
て
発
表
し
よ
う
。

⒋
発
表
し
よ
う

フェルトペン

芯
しん

の四角い
フェルトペン

筆ペン

サインペン

69

62

応
援え

ん

　
理
香か

広
げ
よ
う 

書
写
の
輪

4
二年生

こ
れ
ま
で
に
学
習
し

た
こ
と
で
、
ど
ん
な

こ
と
が
生
か
せ
る
か

を
考
え
て
書
こ
う
。

先生に

部活動の先輩に

親戚
せ き

の人に

絵
手
紙
で
気
持
ち
を
伝
え
よ
う

広げ
よう

学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を

漢
字
一
文
字
で
表
し
、
行
書
で
書
こ
う
。

よ
い
と
こ
ろ
を
伝
え
よ
う

学習したことを
活用しよう

● 日常につなげる。

3.広げる

● 行書の特徴を生か
して書く。

      ステップ1～5（P40～47）

● 筆記具を選んで書く。
● 筆使いや字形に気
をつけて書く。

2.書き表す

● 紹介
かい

する人を決め，
その人にふさわし
い漢字を考える。

● 何に書くかを決め，
文字の大きさや配
列を考える。

1.考える

フェルトペン

振り
返ろう

● 

行
書
の
特
徴
を
生
か
し
て
、

友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
書

く
こ
と
が
で
き
た
か
。

大筆

自
然
に
連
続
し
て

書
け
る
よ
う
に
心

が
け
た
よ
。

省
略
を
意
識
し
て
、

半
紙
に
書
い
た
よ
。

穏お
だ

や
か（
穏お

ん

）  

雰ふ
ん

囲
気

ジャンプ

五
十
音
表 [

平
仮
名]

　
な
ぞ
っ
て
み
よ
う
。

仮
名
の
筆
使
い
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴ち

ょ
う

が
あ
っ
た
か
な
。

「
い
ろ
は
歌
」で
確
か
め
て
書
こ
う
。

（
部
の
つ
く
り
）

14

【 平結び 】
左側の1か所で穂先
の向きを変える。

【 折り返し 】
一度止めて， 重ね
るように折り返す。

【 三角結び 】
下側と左側の2か所で
穂先の向きを変える。

【 曲がり 】
穂先は真ん中を通っ
てから上を通る。

確かめ
よう

1

2
3

1 2

1
2

3

4

1
2

3

12

1

2

平
結
び
と
三
角
結
び
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
源

を
見
る
と
、
そ
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
よ
。

（  ）

（  ）
（  ）

ステ
ップ

3

国
語

1

23

仮か

名な

の
筆
使
い
を
確
か
め
よ
う

点
画
が
連
続
す
る
と
き
の
筆
使
い
を
見
て
み
よ
う
。

点
画
が
連
続
す
る
と
き
の
筆
使
い
を
知
ろ
う

知ろう

筆
脈
が
線
に
な
っ

て
表
れ
て
い
る
ね
。

画
の
終
わ
り
と
次

の
画
の
始
め
が
つ

な
が
っ
て
い
る
ね
。

方向を変える。

折り返して
方向を変える。

ステ
ップ

3
【楷書】【行書】 【行書】 【楷

かい

書】

次の画の始筆に向かっ
て方向を変える。

29

3435

▲P.48

▲ P.62

▶ P.69

▼ P.14

▶
一
〜
三
年
が
一
冊
に

▲P.29

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語

活
動
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
新
版
で
は
ど
の
よ
う
な
活
動
例

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

　

新
版
教
科
書
で
は
、
言
語
活
動
を
積
極
的
に

取
り
入
れ
た
書
写
の
授
業
を
提
案
し
、
技
能
の

習
得
に
偏
り
が
ち
な
書
写
か
ら
、
日
常
に
密
着

し
た
書
写
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

従
来
の
授
業
で
は
技
能
の
習
得
が
中
心
で
、

生
徒
が
受
け
身
に
な
り
が
ち
で
し
た
が
、
新
版

で
は
、
技
能
を
支
え
る
知
識
も
大
切
と
考
え
、

理
解
を
深
め
る
た
め
の
話
し
合
い
の
教
材
を
全

学
年
に
設
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
使
っ
て
、
話
し
合
い
の
ヒ
ン
ト
を
示
す

な
ど
の
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
主

体
的
な
学
習
が
展
開
で
き
、
よ
り
確
実
な
知
識

の
定
着
が
図
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
習
得
し
た
こ
と
を
日
常
に
生
か
す

「
ジ
ャ
ン
プ
」
や
、
目
的
意
識
や
相
手
意
識
を

重
視
し
た
書
く
活
動
を
示
す
、
発
展
教
材
「
広

げ
よ
う｣

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
書
籍
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
文
字
と
の
関
わ
り
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
コ
ラ
ム
な
ど
、
読
み
物
と
し
て
文
字
文
化
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
る
教
材
も
位
置
づ
け
ま
し
た
。

　

形
式
の
上
で
の
大
き
な
変
化
は
、
一
〜
三
年

が
一
冊
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
一
年

用
と
二
・
三
年
用
の
二
分
冊
で
し
た
が
、
新
版

は
全
学
年
で
一
冊
に
な
り
ま
し
た
。
学
年
を
超

え
た
学
習
の
見
通
し
や
振
り
返
り
を
容
易
に
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。（
詳
細
は
次
号

で
特
集
し
ま
す
）

　

内
容
面
で
は
、
文
字
を
書
く
上
で
の
「
知

識
」
を
丁
寧
に
解
説
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
視

覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
生
徒
が
学
習
す
る
上
で
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
指
導
者
の
使
い
や
す
さ
に
も
つ
な
が
っ

て
き
ま
す
。

　

書
写
を
指
導
す
る
と
き
に
は
、
技
能
だ
け
で

な
く
知
識
も
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
平
仮
名
の

学
習
で
あ
れ
ば
、「
は
」
の
最
後
の
結
び
方
は
、

「
波
」
と
い
う
字
に
由
来
す
る
か
ら
、
最
後
の

左
払
い
と
右
払
い
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
が
連
続

し
て
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
ん
だ
、
と
い
う

こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
自
然
に
丸
く
結
べ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
漢
字
か
ら

平
仮
名
に
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
で
き
て
い

る
と
字
形
も
整
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
字
形

を
整
え
、
正
し
い
も
の
す
る
た
め
の
知
識
を
き

ち
ん
と
解
説
し
て
い
る
の
で
す
。

　

技
能
を
示
し
た
図
版
に
こ
う
し
た
解
説
を
付

け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
写
が
専
門
で
な

い
先
生
方
に
も
、
授
業
の
展
開
が
わ
か
り
や
す

く
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
と
比
べ
て
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
が
変
わ
り
ま
し
た
か
。

Q
  3

Q
  4



89

「
大
地
」と「
春
風
」の
ど
ち
ら
か

を
選
び
、
毛
筆
で
書
い
て

筆
使
い
を
確
か
め
よ
う
。

左払い

折れ

横画の終わりで止
め，筆の軸は回さ
ずそのまま下へ進
める。

徐々に筆圧を弱め，終筆は
穂先をそろえるように払う。

そり 曲がり

穂先は左側
を通る。

点

右払い

右上払
は ら

い

すくい上げるよう
にして払う。

徐々に筆圧を弱め，
穂先をそろえるよ
うに払う。

徐
じょ

々に筆圧を加え，最大に
なったところで筆を止める。

次
の
点
画
の
筆
使
い
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

●
筆
圧
を
ど
の
よ
う
に
調
節
す
る
と
よ
い
か
。

●
穂
先
は
、
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
。

筆を下ろしたら，
少し右下に引き，
終筆は押し戻

もど

すよ
うに筆を上げる。

確かめ
よう

穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。

考え
よう

穂先の向きに気をつけ
て，ゆっくり筆を下ろす。

始筆軽く
止める。

払う。

はねる。

終筆の
いろいろ

縦画 横画

徐々に筆圧を弱め
ながら，上へはねる。

はね

楷か

い

書し

ょ

を
書
こ
う

1

筆を止め，穂先の方へ
押し上げる。

終筆
筆の軸は回さずに，同
じ筆圧で運ぶ。

送筆

一年生

漢
字
の
筆
使
い
を
確
か
め
よ
う

点
画
の
つ
な
が
り
と
字
形

点
画
か
ら
点
画
へ
移
る
と
き
は
、
次
へ
つ
な
げ
る
気
持
ち
で
書
く

と
、
整
っ
た
字
形
で
書
け
る
。

線
の
太
さ
を
変
え
る
に
は
、
筆
圧
（
書
く
と
き
に
筆
や
鉛
筆
の
先

に
加
え
る
力
）を
調
節
す
る
と
よ
い
。
そ
の
際
、
筆
の
軸
を
立
て
、

毛
筆
の
弾だ

ん

力
を
生
か
し
て
書
く
。

筆
圧
と
線
の
太
さ

ステ
ップ

1
一
年
生 

｜ 

1 

楷
書
を
書
こ
う
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ま
ず
、
教
科
書
の
冒
頭
で
、
小
学
校

で
学
ん
だ
楷
書
の
筆
使
い
の
特
徴
を
も

う
一
度
視
覚
的
に
大
き
く
ま
と
め
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
は
、
簡
単
に
図
で
示
す

だ
け
で
し
た
が
、
新
版
は
言
葉
も
添
え

て
、
丁
寧
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
知
識

と
技
能
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
、
一
つ
一
つ

の
特
徴
を
し
っ
か
り
確
か
め
な
が
ら
、

中
学
校
の
学
習
の
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
る

の
で
す
。

　

書
写
教
育
の
長
い
流
れ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る

技
術
偏
重
主
義
、
あ
る
い
は
お
手
本
主
義
と
い

わ
れ
る
も
の
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
教
材
文
字
を
見
な
が
ら
ひ

た
す
ら
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
効

果
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
の
効
果
や
、「
思
考
力
・
表
現
力
・
判
断
力
」

を
つ
け
る
学
習
の
必
要
性
を
考
え
る
と
、
や
は

り
授
業
の
形
は
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
黙
々
と
文
字

を
書
き
続
け
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
で
課

題
を
作
っ
て
討
議
し
な
が
ら
解
決
を
し
て
い
く

と
い
う
授
業
も
面
白
い
で
す
ね
。
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
強
調
さ
れ
る
言
語
活
動
の
充
実
と

い
う
こ
と
は
、
実
は
授
業
の
多
様
化
と
重
な
る

の
で
す
。

　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
そ
う
い
う
授
業
の
展

開
が
し
や
す
い
工
夫
を
た
く
さ
ん
取
り
入
れ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
先
生
方
ご
自
身
も
書
写
を
楽

し
ん
で
、
授
業
を
活
性
化
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

小
学
校
書
写
と
の
つ
な
が
り

は
ど
う
図
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
、
い
ち
ば

ん
大
事
に
し
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

▼現行版 1 年 P.8

▼新版 P.8 ～ P.9

＞＞
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宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」
は
好
き
な
作

品
の
一
つ
だ
。
す
ぐ
近
く
に
あ
る
死
。
か
わ

せ
み
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
な
ん
と
も
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
や
ま

な
し
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
い
ろ

い
ろ
と
や
っ
て
く
る
運
命
を
受
け
入
れ
る
し

か
な
い
私
た
ち
の
生
の
弱
さ
、
寂
し
さ
と
、

さ
さ
や
か
な
喜
び
と
が
、
瞬
間
瞬
間
の
美
し

い
描
写
と
共
に
描
か
れ
る
。
例
え
ば
出
て
こ

な
い
お
母
さ
ん
蟹
の
こ
と
も
含
め
、
身
を
寄

せ
合
っ
て
生
き
る
か
の
よ
う
な
親
子
の
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
感
じ
も
好
き
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
冒
頭
の
会
話
は
、
な
ん
と

な
く
と
い
う
か
、
実
に
謎
め
い
て
い
る
。

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

は
ね
て
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

　

実
は
小
学
校
の
こ
ろ
、
こ
れ
は
シ
ュ
ー
ル

な
会
話
だ
と
思
っ
た
。
会
話
と
し
て
流
れ
て

い
な
い
の
だ
。ど
ん
な
兄
弟
や
、こ
い
つ
ら
？

│
│
普
段
の
感
覚
で
考
え
て
み
る
。

Ａ
「
○
○
は
お
茶
飲
ん
だ
よ
。」

Ｂ
「
○
○
は
が
ぶ
が
ぶ
お
茶
を
飲
ん
だ
よ
。」

　

い
く
ら
子
ど
も
で
も
、
そ
ん
な
会
話
、
し

ま
す
？

　

確
か
に
会
話
文
が
並
ん
で
い
る
と
、
会
話

と
し
て
は
交
互
に
話
を
し
て
い
る
と
解
釈
す

る
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
が
、
独
立
し
た
か

ぎ
括
弧
の
発
話
で
も
、「
間
」
が
あ
り
、
時

間
の
流
れ
が
あ
れ
ば
、
同
じ
人
物
の
会
話
を

独
立
し
て
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
い
い
。
逆
に
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
流
れ
て
い
く
時
間
も
感

じ
ら
れ
る
。

　

そ
う
、
こ
の
部
分
、
私
は
二
人
が
交
互
に

話
す
会
話
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
弟
蟹
が
ク
ラ
ム
ボ
ン
（
た
ぶ
ん
自
分

が
吐
く
泡
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
わ
か
ら
な

い
。
流
れ
る
泡
は
別
に
「
泡
」
と
さ
れ
て
い

る
）
を
見
て
、
し
ば
ら
く
一
人
で
話
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た

の
。」

と
い
う
お
兄
さ
ん
蟹
の
言
葉
も
し
っ
く
り
く

る
。
こ
こ
で
兄
が
弟
の
文
脈
に
入
っ
て
く
る

わ
け
だ
。

　

も
っ
と
も
最
終
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ

れ
が
解
釈
の
自
由
性
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
一
つ
一
つ
の
会
話
文
に
つ
い
て
、
ど

う
い
う
状
況
で
誰
が
こ
の
文
を
言
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
て
み
る
こ
と
は
大
切
な
は
ず
だ
。
ぜ
ひ
子

ど
も
た
ち
に
主
体
的
に
考
え
さ
せ
た
い
。
も

ち
ろ
ん
シ
ュ
ー
ル
な
解
釈
も
自
由
！

「
や
ま
な
し
」の

　
　
シ
ュ
ー
ル
な
会
話
？
　


