
横

書

き

書

字

指

導

の

研

究

　

広

川

芳

守

｢

は
じ
め
に

閏
間
昇
氏
の
研
究
に
よ
る
と

『
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ
ナ
も
横
書
き
の

方
が
縦
書
き
よ
り
も
連
続
性
に
無
理
が
あ
る
場
合
が
多
く
'
そ
の
た
め

に
字
形
が
乱
れ
や
す
く
な
る
｡
b
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
｡
そ

の
他
'

一
字
の
中
心

･
行
の
中
心
と
も
縦
書
き
の
方
が
と
り
や
す
い
な

ど
'
根
拠
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
く
ら
い
洪
字
も
仮
名
も
縦
書
き
に

適
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
い
う
の
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
日
本
辞
の
表
記
は
縦
書
き
に
適
し
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
'
最
近
は
公
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
横
書
き
の
文
章
を
頻
繁
に

見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
活
字
な
ど
で
見
る
だ
け
で
な
く
'
ノ
ー
ト

や
手
紙
な
ど
乗
降
に
書
い
た
も
の
を
見
て
も
横
書
き
が
増
え
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
｡
そ
こ
で
'
子
ど
も
た
ち
の
横
蕃
き
に
関
す
る
実
態
'

横
書
き
指
導
の
必
要
性
の
有
無
'
も
し
必
要
性
が
あ
る
の
な
ら
そ
の
方

向
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
｡

r】招きとtは割 書 き や すいのは?
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二
､
横
書
き
の
実
態

｢縦
書
き

･
横
書
き
'
ど
ち
ら
が
書
き
や
す
い
で
す
か
?
｣
と
い
う
質

問
に
対
し
て
'
捉
書
き

･
横
書
き
･
ど
ち
ら
も
同
じ
の
中
か
ら
一
つ
を

選
択
し
て
も
ら
う
形
で
'
長
野
県
内
の
小
中
高
大
生
約
千
名
を
対
象
に

調
査
を
実
施
し
た
｡
そ
の
結
果
が
下
の
グ
ラ
フ
･
表
で
あ
る
｡

全
体
の
傾
向
と
し
て
は

｢横
書
き
の
方
が
書
き
や
す
い
｣
と
答
え
た

割
合
が
中
学
二
年
ご
ろ
か
ら
増
え
始
め
'
そ
の
後
急
激
に
増
え
'
高
校

三

五

一

二

三

一

二

三

学

体

小

小

中

中

中

高

市

有

大

全

で
頂
点
に
達
し
て
い
る
｡

た

だ

し

'

小

学

校
で

は

低

い

割

合
か
と
い
う

と
'
そ
う
で
は
な
い
｡
小
学
校
の
段
階
で
既
に
五
割
近
く
に
達
し
て
い

る
の
で
あ
る
｡

｢縦
書
き
の
方
が
書
き
や
す
い
｣
と
の
答
え
は
三
割
強

だ
か
ら
､
小
学
校
の
段
階
で

｢縦
書
き
｣
を

｢横
書
き
｣
が
上
回
っ
て

お
り
'
横
書
き
の
習
慣
が
既
に
始
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢横

書
き
の
方
が
書
き
や
す
い
｣
割
合
は
'
中
学
で
は
五
割
を
超
え
'
高
校



で
は
実
に
八
割
～
九
割
に
も
な
る
｡

r縦
書
き
の
方
が
書
き
や
す
い
｣

割
合
は
'
逆
に
中
学
で
は
二
割
～
三
割
､
高
校
で
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
て
し
ま
う
｡
ま
と
め
る
と
､
横
蕃
き
の
習
慣
は
'
小
学
校
中
学
年
で

既
に
始
ま
っ
て
お
り
'
中
学
校
時
代
に
急
激
に
浸
透
L
t
高
校
の
段
階

で
は
完
全
に
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

三
､
横
書
き
の
問
題
点

そ
れ
で
は
'
な
ぜ
こ
ん
な
に
横
書
き
が
定
着
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
.

横
書
き
の
利
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
'
書
い
た
あ
と
を
こ
す
ら
な

い
で
す
む
'
書
き
終
わ
っ
た
部
分
が
見
え
る
'
数
式

･
ロ
ー
マ
字
の
蕃

き
方
と
一
致
す
る
な
ど
で
あ
る
｡
し
か
し
､
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
'
縦

書
き
に
適
し
て
い
る
も
の
を
無
理
に
横
書
き
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
｡
故
に
'
様
々
な
問
題
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は

十
分
に
予
想
で
き
る
｡
実
態
調
査
の
結
果
'
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点

を
次
に
挙
げ
て
み
る
｡

書
き
が
書
き
や
す
い
人
の
方
が
'
横
形
が
正
方
形
に
近
い
傾
向

あ
る
｡

問
題
の
所
在

･
内
容
は
前
出
の

川と
同
じ
で
あ
る
が
'
横
書
き
に
慣

れ
れ
ば
慣
れ
る
ほ
ど
横
形
が
正
方

形に
近
づ
き
'
問
題
傾
向
が
強
ま
る

と
言
え
る
｡

線
を
傾

けて書くことにより'縦画が傾く可能性がある｡

右手
で横
線を
引く場合､少し
右上
がりの
方が書
きや
すい｡

し
か
し
'
横
書
き
の
場
合
'
横
面
は
水
平
に
書
く
方
が
行
も
通
り
や
す

い
し
､
次
の
文
字
へ
も
つ
な
げ
や
す
い
｡
そ
こ
で
'
実
際
に
書
く
と
き

は
少
し
右
上
が
り
に
書
い
て
'
書
き
上
が
っ
た
文
字
の
横
面
は
罫
線
に

平
行
に
な
っ
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
､
罫
線
を

傾
け
た
状
態
で
書
く
｡
そ
う
す
る
と
'
捉
画
ま
で
傾
い
て
し
ま
う
.
総

画
が
傾
く
と
い
う
こ
と
は
'
左
右
相
称
と
い
う
書
造
形
の
大
切
な
原
理

に
合
致
し
な
く
な
り
'
全
体
の
安
定
感
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
｡

書
き
を
し
た
均
合
'
誰
で
も
横
形
が
正
方
形
に
近
く
な
る
傾
向

あ
る
｡

書
き
に
よ
り
'
回
転
部
分
の
退
化
が
起
こ
る
｡

漢
字
の
字
形
は
'
横
面
や
左
右
の
払
い
な
ど
が
強
調
さ
れ
'
長
く
飛

び
出
す
こ
と
が
よ
く
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
横
書
き
の
場
合
は
横
に
文
字

を
連
ね
て
い
く
の
で
'
横
に
飛
び
出
す
部
分
を
短
く
抑
え
な
い
と
'
隣

の
文
字
と
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
'
横
幅
の
変

化
を
な
る
べ
く
な
く
そ
う
と
す
る
意
識
が
働
き
'
概
形
が
正
方
形
に
近

づ
く
傾
向
が
あ
る
.
こ
の
傾
向
が
高
じ
て
い
く
と
､

｢土
｣
と

｢士
｣

の
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
っ
た
り
'
い
わ
ゆ
る

｢丸
文
字
｣
に
近
づ
く

な
ど
'
文
字
の
乱
れ
の
原
因
に
な
る
｡

特
に
ひ
ら
が
な
に
お
い
て
'
回
転
部
分
が
最
終
面
に
な
っ
て
い
る
場

合
'
そ
の
終
筆
は
最
下
部
ま
で
達
し
な
れ
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
横
書
き

を
す
る
と
'
次
の
文
字
は
す
ぐ
右
側
に
書
く
わ
け
だ
か
ら
'
終
筆
部
分

を
最
下
部
ま
で
も
っ
て
い
く
よ
り
途
中
で
止
め
た
方
が
次
に
つ
な
げ
や

す
い
｡
こ
う
し
て

｢あ
｣
と
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に

｢あ
｣
に
な
っ

て
し
ま
う
'
い
わ
ゆ
る
回
転
部
分
の
退
化
が
起
こ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

字
形
は
一
見
し
て
す
ぐ
わ
か
る
と
お
り

｢丸
文
字
｣

｢
マ
ン
ガ
文
字
｣

の
字
形
そ
の
も
の
で
あ
る
｡

間
の
幅
を
統

一
し
に
く
い
.



日で
も
述
べ
た
よ
う
に
'
漢
字
は
横
面
や
左
右
の
払
い
な
ど
が
横
に

飛

び出
す
こ
と
が
よ
く
あ
る
.
し
た
が
っ
て
'

一
本
だ
け
強
調
さ
れ
て

長
く
な
っ
て
い
る
横
画
が
あ
る
文
字

･
左
右
の
払
い
が
あ
る
文
字
な
ど

は
'
予
め
そ
の
こ
と
を
計
算
に
入
れ
た
上
で
書
き
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
例
え
は

r三
｣
の
場
合
は
､
1
番
下
の
画
だ
け
が
長
い
の
で
'

そ
の
画
を
最
初
に
書
い
て
し
宇
久
は
字
間
も
取
り
や
す
い
が
'
書
き
臓

は
そ
う
で
は
な
い
｡

一
番
上
の
画
が
第
一
両
だ
か
ら
'
そ
の
画
を
書
く

段
階
で
一
番
長
い
第
三
画
の
こ
と
ま
で
計
算
し
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
｡
書
き
臓
も
横
書
き
用
に
は
で
き
て
い
な
い
と
い
う
感

じ
も
す
る
L
t
そ
れ
が
字
間
を
統

1
し
に
く
く
さ
せ
て
い
る
原
因
に
も

な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
'
と
に
か
く
､
横
書
き
の
方
が
字
間

を
統

1
し
に
く
い
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
実
態
を
調
査
し
て

み
た
｡

(平
成
五
年
六
月
'
長
野
市
内
の
小
中
学
生
約
四
百
名
を
対
象
に
実
施
)

そ
の
結
果
が
下
の
グ
ラ
フ
･
表
で
あ
る
｡

調
査
の
仕
方
は
'

｢三
人
が
力
を
出
し
合
う
｣
と
い
う
文
を
縦
書
き

･
横
書
き
両
方
で
書
い
て
も
ら
い
'
字
間
の
取
り
方
が
明
ら
か
に
横
書

き
の
方
が
不
統

l
･
明
ら
か
に
捉
番
き
の
方
が
不
統

一
･
ど
ち
ら
も
だ

い
た
い
同
じ
の
三
種
類
に
分
類
し
､
割
合
を
求
め
た
｡

結
果
は
'
横
書
き
よ
り
捉
書
き
の
方
が
字
間
の
取
り
方
が
不
統

1
だ

っ
た
の
は
'
全
体
で
わ
ず
か
1
･
2
%
.
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
考
え
て

よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
縦
書
き
よ
り
横
書
き
の
方
が
字

間
の
取
り
方
が
不
統

T
だ
っ
た
の
は
､
全
体
の
三
分
の
1
以
上
｡
小
学

校
三
年
生
で
は
'
実
に
半
数
に
達
し
た
.
ま
た
'
字
間
が
広
す
ぎ
た
り
'

反
対
に
狭
す
ぎ
て
隣
の
文
字
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
の
は
'

き香
田
横川レ

田

岡普
冠

13

三

五

一

二

三

計

小

小

中

中

中

合

r三
｣

｢人
｣

r合
)
の
部
分
に
集
中
し
て
お
り
'

一
本
だ
け
強
調
さ

れ
て
長
く
な
っ
て
い
る
横
面
が
あ
る
文
字

･
左
右
の
払
い
が
あ
る
文
字

な
ど
は
特
に
字
間
を
統

一
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
'

実
証
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
｡

字
の
中
心
が
把
握
し
に
く
い
'
行
が
通
し
に
く
い
｡

洪
字

･
仮
名
はま
縦
書
き
に
適
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
'
文
字
の
縦
の
中
心
は
比
較
的
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡



と
こ
ろ
が
､
同
じ
文
字
で
も
横
の
中
心
と
な
る
と
'
日
頃
意
識
し
て
見

た
り
苦
い
た
り
し
て
い
な
い
せ
い
も
あ
ろ
う
が
､
な
か
な
か
つ
か
み
に

く
い
｡
例
え
は
'

｢小
｣
な
ど
総
画
が
ち
ょ
う
ど
縦
の
中
心
に
な
っ
て

い
る
場
合
t

r頭
｣
な
ど
偏
と
労
の
真
ん
中
に
中
心
が
あ
る
場
合
な
ど

は
'
縦
の
中
心
は
す
ぐ
つ
か
め
る
｡
で
は
､

r小
｣

r頭
｣
の
横
の
中

心
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
､
こ
れ
は
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
｡

偏
と
葬
か
ら
で
き
て
い
る
文
字
は
縦
の
中
心
が
そ
の
真
ん
中
に
あ
る
こ

と
と
同
じ
原
型
で
'
冠
や
脚
が
あ
る
文
字
の
場
合
は
'
そ
の
分
か
れ
目

が
横
の
中
心
か
と
い
う
と
'
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
言
え
な
い
｡
ど
う

考
え
て
も
'
横
の
中
心
の
方
が
把
握
し
に
く
い
の
で
あ
る
｡
捉
書
き
の

場
合
'
行
が
曲
が
ら
な
い
よ
う
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
紀
の
中
心
を

通
し
'
揃
え
て
い
く
の
だ
が
'
同
じ
や
り
方
で
横
書
き
の
行
を
揃
え
て

い
く
に
は
'
各
文
字
の
横
の
中
心
を
ど
う
し
て
も
把
握
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
'
前
述
の
と
お
り
把
握
し
に
く
い
｡
し
た
が
っ
て
'
行
が
通

し
に
く
く
'
曲
が
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

一
応
結
論
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
'
下
の
グ
ラ
フ
･
表
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
｡
こ
れ
は
､
横
書
き
の
場
合
'
児
童
生
徒
は
罫
線
の
ど
の
あ
た

り
を
基
準
に
し
て
行
を
通
し
て
い
る
か
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
｡

(調

査
時
期
'
調
査
対
象
は
前
述
料
と
同
じ
)
グ
ラ
フ
･
表
の
中
の

｢下
挺
｣

と
い
う
の
は
'
各
文
字
の
最
下
部
を
揃
え
る
こ
と
で
､
罫
線
が
あ
る
場

合
は
'
下
の
罫
線
を
基
準
に
し
て
'
そ
の
上
に
各
文
字
を
乗
せ
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
行
を
通
す
や
り
方
で
あ
る
｡

｢上
殻
｣
と
い
う
の
は
'

｢下
殻
｣
と
逆
で
､
.上
の
罫
線
を
基
準
に
す
る
や
り
方
で
あ
る
｡

r上

下
｣
と
い
う
の
は
'
上
下
の
罫
線
に
按
す
る
よ
う
に
ス
ペ
ー
ス
い
っ
ぱ

い
に
書
く
や
り
方
で
あ
る
｡

｢真
申
｣
は
縦
審
き
の
と
き
の
縦
の
行
の

焼香き ･行を揃える基準
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三

五

1

二

三

計

小

小

中

中

中

台

通
し
方
と
同
じ
で
､
罫
線
に
頼
る
の
で
は
な
く
､
各
文
字
の
中
心
を
揃

え
る
や
り
方
で
あ
る
｡
調
査
結
果
を
見
る
と
'

｢上
扱
｣
は
全
学
年
を

通
し
て
ほ
と
ん
ど
い
な
い
｡
そ
し
て
'
小
学
校
低
学
年
頃
tf
r上
下
｣

い
っ
ぱ
い
に
書
く
割
合
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
'
学
年
が
上
が
る
に
つ

れ
て
減
っ
て
い
き
'
逆
に

｢下
線
｣

｢真
申
｣
が
増
え
て
い
く
傾
向
が

認
め
ら
れ
た
｡
特
に
'

｢下
線
｣
は
中
学
生
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
.
綻
書
き
の
行
の
過
し
方
と
同
じ
考
え
方
な
ら
は
'



｢真
申
｣
が
多
数
を
占
め
る
は
す
な
の
に
'

｢下
線
｣
が
多
く
な
っ
た

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
｡
一
番
や
り
や
す
い
の
は

｢上
下
｣
で
あ
る
｡
ど
こ

に
揃
え
る
か
な
ど
と
考
え
る
必
要
は
な
く
'
と
に
か
く
は
み
出
さ
な
い

よ
う
に
い
っ
ぱ
い
に
書
け
ば
自
然
に
行
も
通
る
の
で
あ
る
か
ら
｡
小
学

校
三
年
生
に

｢上
下
｣
が
多
い
の
も
'
う
な
ず
け
る
｡
し
か
し
'

｢上

下
｣
い
っ
ぱ
い
に
書
く
と
'
罫
線
の
幅
に
よ
っ
て
文
字
の
大
き
さ
が
決

ま
っ
て
し
ま
っ
た
り
'
次
の
行
と
の
余
白
が
な
い
の
で
雑
然
と
し
て
見

え
る
な
ど
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
'
廃
れ
て
い
く
｡
文
字
の
大
き
さ

を
自
分
で
決
定
で
き
'
次
の
行
と
の
余
白
が
保
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
'

残
り
の
三
つ
は
同
じ
で
あ
る
が
､

｢上
線
｣
で
は
文
字
の
下
が
空
き
す

ぎ
て
'
安
定
感
が
な
い
｡
上
下
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
こ
と
で
は

｢真
申
｣

を
選
択
し
た
い
の
だ
が
'
各
文
字
の
横
の
中
心
が
取
り
に
く
い
｡
そ
こ

で
'
あ
る
程
度
安
定
感
が
あ
り
'
文
字
の
中
心
を
考
え
な
く
て
も
よ
い

｢下
線
｣
が
増
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
考
え
て
く
る
と
､

こ
の
調
査
か
ら
も
'
横
書
き
の
場
合
､
文
字
の
中
心
が
把
握
し
に
く
く
'

そ
の
こ
と
が
行
を
通
し
に
く
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡

四
､
横
書
き
指
導
の
現
状

そ
れ
で
1
.
今
ま
で
に
横
書
き
の
指
導
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
｡
そ
の
こ
と
を
調
べ
る
た
め
に
信
州
大
学
教
育
学
部
の
学
生

六
十
五
名
に
対
し
て

｢今
ま
で
に
学
校
で
横
書
き
の
指
導
を
受
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
｣
と
い
う
質
問
を
し
て
み
た
｡
そ
の
結
果
'

｢あ
る
｣

と
答
え
た
の
は
'
わ
ず
か
に
6

･
2
%
し
か
い
な
か
っ
た
｡
さ
ら
に
'

｢あ
る
｣
と
答
え
た
人
に
'
指
導
を
受
け
た
内
容
に
つ
い
て
尋
ね
て
み

る
と
'

｢小
学
校
の
習
字
の
時
間
に
'
た
だ
手
本
を
見
て
書
い
た
だ
け
｣

と
答
え
た
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
'
指
導
ら
し
い
指
導
は
'

暮ま
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
.

次
に
教
材
を
見
て
み
る
｡
新
学
習
指
導
要
領
に
な
っ
て
､
平
成
四
年

度
に
小
学
校

･
平
成
五
年
度
に
中
学
校
の
教
科
E
)が
改
訂
に
な
っ
た
が
'

教
科
雷
に
は
横
古
き
指
導
用
の
教
材
が
ど
れ
く
ら
い
載
せ
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
.

､村 '校 rJJ京 育H1日本 一阪図fli]図亨一f!1.I 朽葉..-粥-..
i 0 0 0 0,8 0 0
1 (30) (30) (30) (30) (29) (30)0.00.00.02.7 0.00.0
J 0 00 1 ･0 0
2 (30) (30) (30) (30) (29) (30)0.00.0. 0.0 3..3 0.00.0
J 0 1 0,30,5 0 1
3 (14) (13) (14) (14) (19) (8)0.07.7 2.1 3.6 0.0 12.5
∫ 1 2 1 1 0 1
4 (15) (13) (13) (15) (18) (10)

6.7 15.4 7.7 6.7 0.0 10.0
∫0,8 1 1 1 1 1
5 (ll) (ll) (ll) (13) (14) (8)

7.3 9.1 9.I 7.7 7.1 12.5
)0,3 1 1,71.5 0 1
6 (10) (ll) (12) (12) (14) (8)

3.0 9.1 14.2 12.5 0.0 12.5

中12,5(14)178

l13,5(19)

右
の
表
が
調
査
し
た
結
果
で
あ
る
｡
結
果
を
見
て
'
横
書
き
教
材
の

少
な
さ
に
､
誰
も
が
気
づ
く
で
あ
ろ
う
｡
小
学
校
低
学
年
で
は
'
ほ
と

ん
ど
O
に
近
く
'
中
学
年
で
数
%
､
高
学
年
で
も
一
割
に
は
満
た
な
い
｡

中
学
校
に
な
る
と
多
少
増
え
る
が
'
そ
れ
で
も
二
割
に
は
満
た
な
い
｡

教
材
自
体
が
こ
れ
だ
け
少
な
い
こ
と
に
加
え
'
教
科
書
の
指
導
書
に
あ



る
指
導
内
容
も
'
か
な
り
貧
弱
で
あ
る
｡
行
の
真
ん
中
か
下
に
書
く
と

か
'
書
き
出
し
を
揃
え
る
と
か
'
漢
字
と
仮
名
の
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ

け
る
'
横
書
き
に
な
る
と
読
点
が
カ
ン
マ
に
な
る
な
ど
項
目
を
挙
げ
て

あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
例
え
は
､
指
導
項
目
と
し
て

｢文
字
の
中
心
を
罫

の
中
心
に
合
わ
せ
て
書
く
｣
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
今
ま
で
の

書
写
教
育
の
中
で
文
字
の
横
の
中
心
を
意
隷
さ
せ
た
り
'
つ
か
ま
せ
た

り
す
る
指
導
は
行
わ
れ
て
き
て
は
い
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
今
回
の
教
科
書

に
も
そ
う
い
う
指
導
内
容
は

t
切
な
い
｡
各
文
字
の
中
心
の
つ
か
み
方

を
指
導
せ
ず
に
'

｢文
字
の
中
心
を
罫
の
中
心
に
合
わ
せ
て
書
け
｣
と

言
っ
て
も
指
導
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

五
'
こ
れ
か
ら
の
横
書
き
指
導
の
方
向

と
に
も
か
く
に
も
'
ま
ず
横
書
き
指
導
の
必
要
性

･
重
要
性
を
理
解

し
た
上
で
実
施
し
な
け
れ
ば
話
し
に
な
ら
な
い
｡
横
書
き
に
よ
る
字
形

の
変
化

(概
形
が
正
方
形
に
近
づ
く
･
罫
線
を
傾
け
て
書
く
な
ど
)
や

横
書
き
の
方
が
書
き
や
す
い
人
の
増
加
が
'
小
学
校
高
学
年
に
端
を
発

L
t
中
学
生
で
は
か
な
り
顕
著
に
な
る
こ
と
が
'
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
'
遅
く
と
も
小
学
校
高
学
年
で
は
始
め
て
い
く
べ
き
で
あ

る
｡
指
導
内
容
は
､
前
述
し
た

｢横
書
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
す

る
問
題
点
｣
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
｡
理
解
と
い
っ
て
も
'

単
な
る
知
識
と
し
て
与
え
る
の
で
は
な
く
'
感
動
や
驚
き
な
ど
心
の
動

き
を
伴
っ
た
深
い
理
解
を
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
単
な
る

知
識
と
し
て
伝
達
し
た
だ
け
で
は
'
そ
れ
が
日
常
の
音
字

･
観
字
活
動

に
生
き
て
働
く
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢横
書
き
は
書
き
や

す
い
｣
と
考
え
て
い
る
児
童
生
徒
に

｢横
書
き
は
結
構
難
し
く
'
注
意

し
て
書
い
た
り
見
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
と
意
識
変
革
を
も
た

ら
す
よ
う
な
指
導
内
容
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

そ
こ
で
､
次
に
前
述
の

｢横
書
き
の
問
題
点
｣
の
中
か
ら
横
書
き
指

導
で
ぜ
ひ
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
項
目
を
挙
げ
て

み
る
｡

-

縦
書
き
よ
り
横
書
き
の
方
が

I

m
横
幅
が
抑
え
ら
れ
'
横
形
が
正
方
形
に
近
く
な
る
傾
向
が
あ
る
｡

脚縦
画
が
斜
め
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
｡

川字
間
が
不
統

T
に
な
り
や
す
い
｡

紺行
が
曲
が
り
や
す
い
｡

六
'
実
践
的
研
究

実
践
的
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
'
ま
す
'
何
を
研
究
し
'
ど
ん
な

点
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

そ
こ
で
､
今
ま
で
の
研
究
で
､
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ
と
の
中
か
ら
'

次
の
二
点
を
仮
説
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
｡

形
そ
の
も
の
や
字
形
感
覚
の
乱
れ
を
防
ぎ
､
書
写
の
能
力
を
生

に
役
立
て
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
｡

週

一
時
間
の
書
写
指
導
で
理
想
の
姿
に
ま
で
も
っ
て
い
く
の
は
大
変

難
し
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
'
書
写
の
授
業
で
培
わ
れ
た
知
識

･
技
能

･
態

度
は
'
日
常
の
書
字

･
税
字
活
動
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
L
t
逆
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
説

･
技
能

･
態

度
の
定
着
を
図
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡

こ
う
考
え
た
と
き
'
現
在
の
日
常
生
活
の
中
で
主
流
に
な
っ
て
い
る

｢



横
書
き
｣
に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ま
な
い
の
は
お
か
し
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
｡
現
在
'
ほ
と
ん
ど
の
書
写
の
教
科
書
は

｢い
ろ
い
ろ
な

書
式
｣
と
い
う
単
元
で
配
列
の
注
意
事
項
な
ど
を
掲
げ
'
横
書
き
に
慣

れ
さ
せ
る
程
度
の
扱
い
し
か
し
て
い
な
い
が
'
前
節
で
取
り
上
げ
た
四

項
目
の
横
書
き
の
指
導
を
行
う
こ
と
が
字
形
そ
の
も
の
や
字
形
感
覚
の

乱
れ
を
防
ぎ
､
書
写
の
能
力
を
生
活
に
役
立
て
る
態
度
を
育
て
る
こ
と

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
｡

字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
た
め
に
は
'
字
形
指
導
と
文
字
の
配

･
配
置
の
仕
方
を
関
連
づ
け
て
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡

現
在
'
字
形
指
導
の
単
元
と
文
字
の
配
列

･
配
位
の
単
元
は
全
く
別

の
独
立
し
た
単
元
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
前
に
述
べ
た
と

お
り
特
に
横
雷
き
の
場
合
は
'
配
列

･
配
虻
の
仕
方
に
よ
っ
て
字
形
が

大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
文
字
を
正
し
く
整
え

て
書
く
た
め
に
は
'
字
形
指
埠
と
文
字
の
配
列

･
妃
把
の
仕
方
を
関
連

づ
け
て
指
導
す
べ
き
だ
と
考
え
る
｡

《
実
証
授
業
後
の
生
徒
の
反
応
と
考
察
》

(h
招

㌍

川
1pR
S
摘

…
最

:
:
川
絹

本
文
末
に
昌

一

ま
す
､
実
証
授
業
後
の
感
想
と
し
て
生
徒
が
苔
い
た
も
の
の
中
か
ら

い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
｡

(傍
線
引
用
者
)

･
横
書
き
の
方
が
香
き
や
す
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
'
今
日
や
っ
て

み
て
間
隔
も
は
ら
は
ら
で
中
心
も
通
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
ぴ
.っ
.q

判
じ
劃
u
出
｡

･
地ヨ

m叫叫
司
u
出
｡

･
室

か
山叫か
｣ヨ
M仙d
u
q
を
学
ん
だ
｡
横
書
き
の
方
が
楽
だ
と

思
っ
て
い
た
の
に
､
建
し
い
と
感
じ
た
｡
勉
強
に
な
り
ま
し
た
｡

･
ぼ
く
は
字
を
書
く
と
き
､
何
に
も
考
え
な
い
で
書
い
て
い
た
の
だ
け

れ
ど
'
今
日
先
生
や
み
ん
な
の
意
見
な
ど
で
t
H
易
い
.到
笥
刈
れ
域

司

川り
q
の
だ
と
思
っ
た
｡

･
矧
卿
で
横
書
き
の
方
が
間
隔
が
は
ら
は
ら
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
が

よ
く
分
か
り
ま
し
た
｡
あ
と
大
き
さ
も
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
こ
と
に
対

覇

和
｡

生
徒
の
反
応
は
｢び
っ
く
り
し
ま
し
た
｣

｢今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た

こ
と
に
初
め
て
気
づ
き
ま
し
た
｣
な
ど
､
あ
る
種
の
党
き
ゃ
感
動
を
伴

っ
て
い
る
も
の
が
非
常
に
多
か
っ
た
｡
知
識
の
詰
め
込
み
に
よ
る
形
だ

け
の
理
解
で
は
な
く
'

｢な
る
ほ
ど
｣
と
い
う
実
感
の
あ
る
本
当
の
意

味
で
の
理
解
に
近
づ
け
た
生
徒
が
た
く
さ
ん
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
｡
先
に
書
写
の
授
業
で
培
わ
れ
た
知
識

･
技
能

･
態
度
は
'
日
常
の

書
字

･
観
字
活
動
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の
で
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
し
'

逆
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
隷

･
技
能

･
態
度
の
定
着
を
図

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
た
が
'
そ

う
な
る
た
め
に
は
実
感
の
あ
る
本
当
の
意
味
で
の
理
解
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
今
回
の
授
業
は
書
写
の
能
力
を
生
活
に
役

立
て
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

で
は
､
な
ぜ
生
徒
は
あ
る
種
の
驚
き
や
感
動
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う

か
｡
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
､
初
め
て
の
体
験
で
あ
っ
た
た
め
に
す
べ

て
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
｡
二
つ
目
は
自
分
の
実
態
を
見
つ
め
る

こ
と
か
ら
出
発
し
た
こ
と
に
よ
り
'
他
人
事
で
は
な
い
自
分
の
問
題
と

し
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
｡
三
つ
目
は
日
頃
何
も
意
識
せ
ず
書
い
て
い



る
械
省
き

(ま
た
は
､
縦
書
き
よ
り
簡
単
だ
と
思
っ
て
い
た
横
書
き
)

が
､
実
は
姓
し
い
も
の
だ
と
の
意
識
変
革
が
生
じ
る
学
習
内
容
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
で
あ
る
｡

｢日
頃
何
気
な
く
や
っ
て
い
る
横
書
き
は
'
尖

は
杜
し
い
要
素
を
た
く
さ
ん
含
ん
で
お
り
'
自
分
も
問
題
点
を
た
く
さ

ん
抱
え
て
い
る
｡
｣
と
い
う
こ
と
の
理
解
は
'
や
や
も
す
る
と

｢こ
ん

な
だ
っ
た
ら
横
書
き
な
ど
う
ま
く
書
け
る
は
す
が
な
い
｡
｣
と
い
う
あ

き
ら
め
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
が
'
今
回
の
生
徒
の
感

想
を
見
る
と

｢普
段
か
ら
気
を
つ
け
て
き
れ
い
な
字
に
な
る
よ
う
に
心

が
け
た
い
｣
と
か

｢い
ろ
い
ろ
な
械
点
に
気
を
つ
け
れ
ば
う
ま
く
い
く
｣

と
の
内
容
の
も
の
が
か
な
り
あ
り
'
心
配
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
｡

一
応
'
今
回
の
指
導
の
方
向
で
よ
さ
そ
う
だ
と
い
う
結
論
に
適
し
た

の
だ
が
'
さ
ら
に
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
全
く
な
い
か
と

い
う
と
そ
う
で
は
な
い
｡
残
さ
れ
た
問
題
点
を
次
に
掲
げ
て
み
る
｡

①
今
回
は

｢横
書
き
｣
の
単
元
を
設
定
し
'
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
'

あ
る
程
度
の
成
果
が
あ
っ
た
が
'
指
導
内
容
が
定
着
す
る
に
は
日
常

的
な
指
導
も
含
め
て
さ
ら
に
継
続
し
て
指
導
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
｡
そ
の
指
導
の
時
間
を
い
か
に
確
保
し
'
指
導
内
容
を
ど
う
工
夫

し
て
い
く
か
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

②
こ
の
単
元
が
終
了
し
て
か
ら
一
カ
月
経
過
し
た
時
点
で
調
査
し
た
と

こ
ろ
'
杭
書
き
を
す
る
際
の
注
意
点
を
覚
え
て
い
た
生
徒
は
全
体
の

約
七
割
｡
他
の
指
導
項
目
に
比
べ
る
と
か
な
り
高
い
数
字
だ
と
は
思

う
が
'
三
割
の
生
徒
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
事

実
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡

◎

｢学
習
し
た
内
容
を
日
常
に
活
か
す
｣
と
い
っ
て
も
､

一
番
機
会
の

多
い
ノ
ー
ト
を
と
る
時
は
急
い
で
書
く
場
合
が
多
く
'
し
か
も
人
に

見
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
い
て
い
な
い
の
で
､

｢整
え
て
･
美

し
く
｣
と
い
う
意
識
が
薄
い
｡
い
か
に
横
書
き
の
注
意
点
を
意
識
さ

せ
じ
っ
く
り
と
書
け
る
場
を
設
定
で
き
る
か
が
課
超
で
あ
る
｡

(敬

師
が
計
画
的
に
設
定
す
る
は
か
り
で
な
く
'
生
徒
自
ら
が
意
識
的
に

設
定
す
る
こ
と
も
含
め
て
)

◎
既
に
生
徒
の
中
に

｢書
き
や
す
く
て
見
や
す
け
れ
は
文
字
形
は
活
字

の
よ
う
な
正
方
形
に
納
ま
る
形
で
よ
い
L
t
綴
.E
は
斜
め
に
な
っ
て

全
体
が
斜
体
の
よ
う
に
な
っ
て
も
よ
い
｣
と
い
う
感
覚
が
存
在
し
て

い
る
が
'
そ
れ
が
さ
ら
_こ
高
じ
て
'
常
設
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
'

今
回
の
較
書
き
形
式
と
字
形
の
関
係
の
指
導
が
し
に
く
く
な
っ
て
し

ま
う
.

最
後
に
坂
説

m切に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
た
と
え
④
の
よ
う
な
問
題

点
が
あ
ろ
う
と

'
いや
④
の
よ
う
な
問
題
点
が
今
後
心
配
さ
れ
れ
ば
さ

れ
る
ほ
ど
'
字
形
に
対
す
る
感
覚
は
鈍
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
'

字
形
感
覚
を
養
う
た
め
に
も
雷
式
と
字
形
の
関
係
や
自
分
の
突
放
を
知

る
学
習
が
欠
か
せ
な
く
な
っ
て
く
る
.
ま
た
'
①
～
◎
の
よ
う
な
問
題

点
が
残
り
'
日
常
に
括
か
す
と
い
う
点
で
今
後
さ
ら
に
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
'
と
り
あ
え
ず
現
時
点
で

は

｢驚
き
や
感
動
を
伴
う
理
解
｣
が
日
常
に
活
か
そ
う
と
す
る
意
欲
の

基
盤
に
な
る
と
の
考
え
か
ら
'
こ
の
点
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
有
効
で

あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
｡
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
仮
説
日
脚
と
も

あ
る
程
度
の
検
証
が
で
き
'
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
結
論

に遷し
た
｡

(ひ
ろ
か
わ

よ
し
も
り

長
野
市
立
東
部
中
学
校
教
諭
)



叫兄唄同の大t!

B.'i 学 習 内 容 指導 .つけたい力

1{川 》 本時去壷用

1 1､椀むきの問題点③ r行が通しにくい｣について ･体験を通して自己を見つめさせる

･罫線がある場合､自分はどこに揃 ･一つ一つの文字の中心の集合が行の中

えて書くだろう 心になることを理解させる

･どこに揃える場合が行が通しにく ･文字の縦の中心より横の中心の方が取

いのだろう りにくいことを､体験を通して理解さ

･それはなぜだろう せる

一文字は縦の中心の方が取りやすく ･文字は縦書きに適していることを理解

できている させる

2､横書きの書式の整え方 ･書式の整え方の留意事項ーを理解させる

1 3.横書きの問題点⑳ r投函の傾き｣について ･実際に縦画が傾くことを体験させてみ

･縦画が傾く傾向があるのはなぜだ る

ろう ･罫線を傾けて書く頼向について実態調

･実際に罫線を極端に傾けて書いて 査の結果を発表する-3○～6○傾け

みる て書く人がかなりいる

･なぜ罫良を傾けた方が書きやすい- .右手で横面を引く時は少々右上がりの

のだろう l 方が書きやすく.しかも横のつ■ながり

4.文字は推書きに適するようにでき を保つため

ている ･罫線を極端に傾けないことの確認

1 5㌧横書きによる文字の回転部分の退化の可能性について ･回転部分のある文字の速書を横書き形

･ひらがなの ｢あ.め.の｣など回 式でやらせ､回転部分が退化すること

転部分のある字を連番してみる を体験させる

･ ｢丸文字｣｢マンガ文字｣と呼は ･｢丸文字｣｢マンガ文字｣の発生は.

れる文字と比較してみる 横書きと関係がありそうだとの理解

6.まとめ

･文字は本来超書きに適するように i.横書きの難しさ

できてい~る｡それを無理に横書き ::.捉書きに適した字形',
しているのだから様々な問題が起 ≡.横書きの場合の留意点

こり得ることと.横書きする場合

の留意点を確認する を感得させる
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本時案

(1)単元名 ｢横書きj

担体時の位置 4時間扱いの第1時

【前時】漢字 ･艦名の点画 ･筆使い ･形の取り方の学習のまとめとして r古代社会と三大文

明｣を清書した.

【次時】横書きの第二の問題点 r行の中心が通しにくい｣について､その原因を考えながら

横書きの書式の整え方を学習する.

(3)本時のEl標

検事きの方が書きやすいと感じている生徒たちが､横書き捉書きの相違点やその原因を考え

ることを通して.横書きの妊しさに気づき､文字を注意深く見つめようとする意識が持てる.

(4)実証の観点

①故材文字に横幅の変化が大きい文字を選定したり.概

形枠で切り抜いた文字を並べさせたことが.文字を横

に配列することは簸しいという事実に気づくことにつ

ながったか.

②挽書きと捉書きの相違点やその原因､さらに秩書きの

注意点など､理解面を中心に授業を紅み立てたことは.
授業に対する意欲関心面 ･日常に活かそうとする放反

面に有効に働いたか.

◎上記①②のような教材 ･相称託握の=夫をしたことで､

今まで気づかすにいた自分の実地を知った驚きの姿や､

自分のものの見方が変わった喜びの姿が見られたか.

(57展開

記 号 意 味

⊂⊃ ､習活動の開始､
および終了

⊂フ-習者が自分自身で行う学習活動

□ 師と学習者が交互に関与しながら学習していく活動

◇ -価(判断)

⊂] 妻明 .補足

ねらい 時 学習指導の流れ 指導助言 .教材 .資料など

1.従事きと 10 始 め ◆古材好 r古代社会と三大文明｣◆8g文祁旦書き.一書きは用紙(各1枚)

l/霊芸ご芸雪遠点を＼-◆克づいた槌か臥した学習カー ド

横書きの相 分10 ｢【気づかせたい相違点】

遠点(一書きのFI i①阜書きの甜字間が不統一である 萱Z

鮎)に気づ 払さ比岨丘柁壬.超し.0 批な払丘もうTE妃一 ヒ射牡か王させも⊂二 - 一一JyES !② 〝 払いや横面が短い

くことがで i③ n 中心が通っていない 毒

きる2､相違点(》 萱 (④ n 捉画が垂直でない) 蔓

･④ヒついて地か方から紅さ拙宅台の姐うー出さ壮捉ま4)うち.輔で辻字脚朗となっている①②ヒついての柚う

なぜ相違点①②の 岨丘①②a)起こる朗指し合う熊雅して静せる･【気づかせたい庶Eg]｢蔓① 拙蛸の靴uE喉比ほしく大きい… (批大きくたび肘紳iS掛 )星②書き肌の磁軸めるときヒすく批あ綿との節を萱

②の起こる 分 ようなことが起こ ! 手札にくい Z

原因を理解 るのか話し合う 潤)FQ)文字とぶつかることを桝ようとするあまり掛やi妻
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3､学習の手 20 I一蹄で別技は各文字tE､ .f財 ･②州帥宅細r文Jr三jt批輔との脈拍

批I<細る 抑 きたか 桝て盃射ろ.③州帥船u①②と比丘②か

JyES ら書きだ1-方新円すら◆一輪 旬はいた各文字

I.ll.一･･･.｢原因③について. - て一一生砂ら出そう糾合山させも

短く抑えることの ･これらの甜雌書きのl能出て吐王らす.したSつて暮
危険性を説明する 書きの方柁しいことを捻rる

帖 もOBの ･朗①～③和弘た上でr字間を統一す

脂 .方法を 分 る｣｢払いや横画を短く抑えない

理解し.突 Jようにす紙状u加放出†紬車粘る

行できる i横に大きく飛び出す部分のことiI…を考慮に入れながら書き出しの 妻…位置を決定しなければならない i･蝶BrI粥LJr鮒きJr恨き｣r樹伐‡)虹

柑Elる柑 0軸と脚 恥肘も｣など棚朋暮OH雌方t絹てい紺.千
批一言 の工対できたか 即性比のr書き出しの位匠Jt&El王統

｣一一一一-1ⅧS r拍撃(終車)点に印を付けるJ一紙でまと王さようEIいていく

工夫した捷習用紙 ◆r古代社会と三大文明｣の硬筆用

で練習し､相互評 横書き手本

価する (硬筆)l書き出しの位置を ◆繰習用紙･脚用暮約分で鮎し.お互蛇且か也から放射†るよう蛸計る

示さない用瓜に一枚書く (硬筆)I ･恭しゴム維bせかl憎書として1虻けかせも

4､自己を見つめ.学習 10分 J ･きJtンで鮎E相書き込棚で妃経させる

＼冨三悪 写… /内容の定着 (評価の観点)

を図ること t i.字間がモわTll帥 !

ができる i.払いや秩耐 fくbTt喰いさ毒
蛸ヒ上るRSI O 追放ついて舶 Ⅰ･批r会大文｣の&tゆr三｣¢誌頚城さ､これ

馳附 な白洲 き抄lyES らの文軸椎の如旺肘るよう腿 か虻I計る･稚碓姐柵神.踊､比などヒついて的蛸させない

響 ◆反省記入用叔･朝の出で抄つたこと.うまくけ抄つたこと.こ柑らの輔ほかしたいことなど印放かせる･脚 あはr附きuIいlものだということ弛れた｣
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