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原
因
は
、
鉛
筆
の
持
ち
方
に
お
け
る
指
の
使
い
方
の
原
理
が
十
分

把
握
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
学
習
指
導
を
困
難
に
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

少
し
理
屈
っ
ぽ
く
な
り
ま
す
が
、「
鉛
筆
の
適
切
な
持
ち
方
」

を
仮
に
定
義
す
る
と

「
指
や
手
首
が
も
つ
生
理
的
運
動
機
能
を
、
筆
記
具
と
し
て
の

鉛
筆
の
特
性
と
正
し
い
文
字
（
点
画
）
の
書
き
方
に
合
わ
せ
て
、

合
理
的
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
持
ち
方
」

と
言
え
ま
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
鉛
筆
全
体
を
し
っ
か
り
支
え
な
が
ら
、
先
端

を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
、
長
時
間
書
い

て
い
て
も
指
や
手
首
に
負
担
が
か
か
り
に
く
い
持
ち
方
と
な
る
で

し
ょ
う
。

で
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
鉛
筆
の
持
ち
方
（
執
筆
法
）」
は
、
書
写
の
学
習
の
中
で
最
も

基
礎
と
な
る
内
容
で
す
。
指
導
に
当
た
ら
れ
る
先
生
方
も
口
が
酸

っ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
繰
り
返
し
て
指
導
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
想
像
い

た
し
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
先
生
方
と
児
童
の
努
力
の
割
に
は
、
思
う
よ
う
な
成

果
が
上
が
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
原
因
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

●
就
学
前
、
既
に
不
適
切
な
持
ち
方
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
就
学
後
の
修
正
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

●
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
鉛
筆
の
持
ち
方
」
の
フ
ォ
ー
ム

を
形
式
的
に
指
導
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

●
適
切
な
持
ち
方
に
よ
る
効
果
が
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
根
本
的

こ
こ
で
は
、
線
の
方
向
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
指
が
ど
の
よ
う

な
働
き
を
す
る
の
か
を
原
理
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

鉛
筆
を
持
つ
親
指
、
人
さ
し
指
、
中
指
に
は
、
単
に
鉛
筆
を
支

え
る
働
き
だ
け
で
は
な
く
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
書
か
れ
る
線
の

方
向
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
分
離
し
て
異
な
る
働
き
が
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
線
の
方
向
に
押
す
（
推
進
力
）

・
・
・
自
動
車
の
「
ア
ク
セ
ル
」
に
相
当
す
る
働
き

●
線
の
方
向
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
（
方
向
制
御
）

・
・
・
自
動
車
の
「
ハ
ン
ド
ル
」
に
相
当
す
る
働
き

●
推
進
力
を
抑
え
る
（
推
進
力
制
御
）

・
・
・
自
動
車
の
「
ブ
レ
ー
キ
」
に
相
当
す
る
働
き

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
と
、
鉛
筆
の
持
ち
方
指
導
に
説
得
力

が
生
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
具
体
的
な
画
の
方
向
に
よ

る
指
の
働
き
を
図
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

上
の
関
係
図
を
ア
ク
セ
ル
、
ハ
ン
ド
ル
、
ブ
レ
ー
キ
の
働
き
に

置
き
換
え
て
表
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
を
活
用
し
て
、

「
親
指
の
先
の
柔
ら
か
い
部
分
を
鉛
筆
に
当
て
て
押
し
て
み
よ

う
。
線
は
ど
っ
ち
に
引
け
る
か
な
？
」

「
人
さ
し
指
を
押
し
て
縦
画
を
書
い
て
み
よ
う
。
中
指
は
ブ
レ

ー
キ
だ
よ
。」

「
縦
画
の
は
ね
は
、
ど
の
指
で
押
す
の
か
な
？
」

な
ど
と
唱
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
三
本
の
指
が
自
然
に
適
切
な
位

置
に
置
か
れ
は
じ
め
る
は
ず
で
す
。

鉛
筆
の
持
ち
方
は
、
そ
の
フ
ォ
ー
ム
だ
け
を
指
導
す
る
の
で
は

な
く
、
指
の
機
能
と
線
や
点
画
の
方
向
と
の
関
係
を
原
理
と
し
て

理
解
さ
せ
る
こ
と
が
早
道
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

鉛
筆
の
持
ち
方
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
低
学
年
で
は
特
に
効
果

的
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

山
梨
大
学
教
授

宮
澤

み
や
ざ
わ

正
明

ま
さ
あ
き

提
言
・
・
・
「
鉛
筆
の
持
ち
方
」
の
原
理

連
載
―
「
書
写
」
っ
て
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
！
①
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