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書
写
の
時
間
を
考
え
よ
う 

５
単た

ん

鉤こ
う

法ほ
う

…
人
差
し
指
と
親
指
で
筆
を
持
ち
、

中
指
で
支
え
る
方
法
で
す
。「
一
本
が
け
」

と
も
い
い
ま
す
。
小
筆
の
場
合
は
、
単
鉤
法

が
多
く
用
い
ら
れ
ま
す
。

双そ
う

鉤こ
う

法ほ
う

…
人
差
し
指
と
中
指
を
軸
の
前
に
出

し
、
薬
指
の
爪
の
辺
り
で
支
え
る
方
法
で

す
。「
二
本
が
け
」
と
も
い
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
自
分
の
名
前
を
練
習
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
少
々
手
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
事
前
に

教
師
が
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
の
名
前
を
書
い
た
左

の
よ
う
な
お
手
本
を
用
意
し
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。 

　

児
童
は
、
そ
れ
を
下
敷
き
の
下
に
名
前
だ
け

が
見
え
る
よ
う
に
ず
ら
し
て
置
き
、
そ
れ
を
見

な
が
ら
名
前
を
書
き
ま
す
。
名
前
の
字
間
の
と

り
方
な
ど
は
、
作
品
の
配
列
や
名
前
の
字
数
に

よ
っ
て
も
違
っ
て
き
ま
す
の
で
、
試
し
書
き
を

さ
せ
ま
す
。
作
品
か
ら
少
し
離
れ
て
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
を
見
る
よ
う
に
指
導
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
試
す
な
か
で
、
児
童
の

書
き
や
す
い
方
法
を
と
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。　

　

す
っ
た
墨
が
な
く
な
れ
ば
、
片
付
け
に
移
り

ま
す
。
残
っ
た
墨
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
片
付
け

が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

墨
を
よ
く
含
ま
せ
て
か
ら
、
余
分
な
墨
を
落

と
し
、
筆
の
形
を
整
え
ま
す
。
は
じ
め
は
、
少

し
硬
め
の
短た
ん

鋒ぽ
う

（
※
）
を
使
う
と
書
き
や
す
い

で
し
ょ
う
。

提て
い

腕わ
ん

法ほ
う

…
筆
を
持
っ
た
手
の
手
首
を
固
定
せ

ず
に
、
軽
く
机
上
に
つ
け
て
書
く
方
法
で

す
。
手
首
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
な

め
ら
か
な
動
き
が
で
き
、
伸
び
や
か
な
字
が

書
け
ま
す
。

枕ち
ん

腕わ
ん

法ほ
う

…
筆
を
持
た
な
い
手
の
甲
の
上
に
筆

を
持
つ
手
を
置
い
て
、
軽
く
支
え
に
し
て
書

く
方
法
で
す
。
慣
れ
る
と
書
き
や
す
い
で
す
。

　

毛
筆
学
習
の
時
間
に
使
う
小
筆
は
、
最
後
に

名
前
を
書
く
と
き
に
使
う
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
大
筆
で
満
足
で
き

る
文
字
を
書
き
、
最
後
に
名
前
を
書
き
入
れ
て

一
つ
の
作
品
が
完
成
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
考
え
た
い
の
が
、
大
筆
で
書
く
活
動

け
ま
す
。

　

ま
た
、
毛
筆
の
用
具
の
準
備
と
片
付
け
に
時

間
が
か
か
り
、
実
際
に
書
く
活
動
が
足
り
な
い

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
特

に
、
小
学
校
三
年
生
の
毛
筆
の
入
門
期
に
は
、

個
人
的
な
用
具
の
扱
い
方
の
指
導
だ
け
で
な
く
、

書
写
の
時
間
に
お
け
る
学
級
全
体
で
の
ル
ー
ル

に
慣
れ
る
ま
で
、
書
く
活
動
そ
の
も
の
へ
の
指

導
よ
り
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
と
き
に
は
、
墨
の
使
用
量
が
少
な

く
手
軽
に
行
え
る
、
小
筆
だ
け
を
使
っ
た
授
業

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

次
に
述
べ
る
事
例
は
、
授
業
の
中
で
行
っ
た
、

小
筆
の
指
導
で
す
。

　

ま
ず
、
少
し
の
水
で
墨
を
す
ら
せ
ま
す
。
硯

に
広
が
る
墨
の
模
様
や
墨
の
香
り
は
心
を
落
ち

着
か
せ
る
の
で
、
と
き
ど
き
墨
を
す
る
体
験
を

さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

　

次
に
、
小
筆
を
持
つ
児
童
が
次
の
①
〜
③
に

つ
い
て
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
ま
す
。

に
充
て
た
時
間
と
、
小
筆
で
書
く
活
動
に
充
て

た
時
間
の
違
い
で
す
。
大
筆
で
書
く
活
動
で
は
、

お
手
本
を
分
析
し
た
り
、
自
分
の
書
い
た
文
字

と
比
較
し
た
り
し
て
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か

け
て
取
り
組
み
ま
す
。
し
か
し
、
名
前
を
書
き

入
れ
る
の
は
、
二
、三
枚
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
せ
っ
か
く
満
足
し
た
文
字
が
書
け
た
の
に
、

小
筆
で
学
年
と
氏
名
を
書
き
入
れ
た
ら
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
と
残
念
が
る
児
童
を
よ
く
見
か

書
写
は
、
大
き
く
毛
筆
学
習
と
硬
筆
学
習
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

毛
筆
と
い
え
ば
大
筆
が
頭
に
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
際
、
研
究
会
な
ど
の
毛
筆
を
扱
っ
た
公
開
授
業
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
大
筆
を
使
用
し
て
お
り
、

小
筆
に
焦
点
を
当
て
た
授
業
に
は
な
か
な
か
出
会
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
小
筆
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
毛
筆
学
習
が
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
は
、
小
筆
に
焦
点
を
当
て
、
意
欲
を
も
っ
て
楽
し
く
取
り
組
め
る
毛
筆
学
習
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

小
筆
を
活
用
し
よ
う
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1
小
筆
を
見
直
そ
う

2
小
筆
を
活
用
し
た
指
導
例
１

─
授
業
の
中
で
─

①
墨
の
含
ま
せ
方

②
腕
の
構
え
方

③
指
の
か
け
方

三
年　
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半
紙
の
左
側
に
名
前
を
書
い
た

お
手
本
を
用
意
す
る
と
よ
い
。
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今
回
の
取
り
組
み
を
終
え
た
後
、
児
童
か
ら

小
筆
を
使
っ
て
絵
手
紙
を
書
い
て
み
た
い
と
い

う
声
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
意
欲
を
大
切
に
し

つ
つ
、
書
写
学
習
の
一
環
と
し
て
、
確
か
な
文

字
感
覚
、
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
評
価
を
加
え
つ
つ
進

め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

※ 

短た
ん

鋒ぽ
う

…
穂
が
短
い
筆
。
穂
が
長
い
も
の
は

長ち
ょ
う

鋒ほ
う

と
い
う
。

　

こ
う
し
て
で
き
上
が
っ
た
作
品
は
、
児
童
の

目
に
つ
く
場
所
に
掲
示
し
ま
し
た
。

　

紙
質
に
も
よ
り
ま
す
が
、
色
紙
は
発
色
が
よ

く
墨
が
に
じ
み
に
く
い
た
め
、
文
字
が
書
き
や

す
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
短
冊
に
も
書
く
試
み

を
し
ま
し
た
が
、
墨
の
含
ま
せ
方
が
難
し
く
墨

が
に
じ
み
や
す
い
た
め
、
色
紙
よ
り
も
難
し
い

よ
う
で
し
た
。
短
冊
の
場
合
に
は
、
筆
ペ
ン
を

使
う
と
書
き
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　

次
に
述
べ
る
事
例
は
、
授
業
以
外
の
時
間
を

使
っ
た
小
筆
の
指
導
で
す
。

　

本
校
で
は
毎
月
、
全
校
で
俳
句
集
会
を
も
っ

て
い
ま
す
。
投
句
箱
を
設
置
し
、
集
ま
っ
た
俳

句
の
中
か
ら
、
教
師
が
子
ど
も
一
人
に
つ
き
一

句
選
び
、
小
筆
で
短
冊
に
書
い
て
掲
示
し
て
い

ま
す
。

　

全
校
児
童
二
十
名
の
小
規
模
校
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
次
は
、
五
・
六
年
生
が
全
校
児
童
の

俳
句
を
書
い
て
掲
示
す
る
活
動
を
試
み
ま
し
た
。

短
冊
で
な
く
色
紙
に
書
い
て
、
色
鉛
筆
で
絵
も

描
き
加
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
最
初
は
授
業

時
間
を
使
っ
て
行
い
ま
し
た
が
、
も
っ
と
書
き

た
い
と
い
う
児
童
や
、
さ
ら
に
き
れ
い
に
書
き

直
し
た
い
と
い
う
児
童
が
い
た
た
め
、
授
業
以

外
の
時
間
で
小
筆
が
使
え
る
ス
ペ
ー
ス
を
作
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

使
っ
て
い
た
空
き
教
室
に
、
俳
句
の
短
冊
を

飾
っ
た
り
小
筆
を
自
由
に
使
え
る
コ
ー
ナ
ー
を

作
っ
た
り
し
て
、
児
童
が
気
軽
に
小
筆
を
使
え

る
部
屋
に
変
身
さ
せ
ま
し
た
。

　

小
筆
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
毛
筆
の
用
具
一
式
と

密
閉
容
器
で
作
っ

た
墨
壺
と
ラ
ッ
プ

を
用
意
し
ま
す
。

ラ
ッ
プ
は
、
使
用

後
の
小
筆
が
乾
か

な
い
よ
う
巻
く
た

め
に
使
い
ま
す
。

　

こ
の
部
屋
で
、
高
学
年
が
色
紙
に
俳
句
を
書

い
て
い
る
と
、
他
の
学
年
の
児
童
も
、
小
筆
に

興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
低
学
年
が

小
筆
を
使
う
の
は
難
し
い
で
す
が
、
児
童
の
思

い
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
、
自
由
に
体
験
さ

せ
ま
し
た
。

3
小
筆
を
活
用
し
た
指
導
例
２

─
小
筆
を
身
近
に
─

4
お
わ
り
に

【
参
考
文
献
】

・
『
書
写
指
導
〔
小
学
校
編
〕』

   

（
全
国
大
学
書
写
書
道
教
育
学
会
編
　
萱
原
書
房
）

・
『
小
筆
・
筆
ペ
ン
練
習
帳
』

   

（
岡
田
崇
花
著
　
日
本
文
芸
社
）

小筆のコーナーで、色紙づくりに取り組む児童

先
生
の
よ
う
に
、
短
冊
に
書
い
て
み
た

い
と
い
う
六
年
生
の
児
童
が
い
た
た
め
、

筆
ペ
ン
で
書
か
せ
た
。

６年生の作品２年生の作品 ４年生の作品




