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日 
 

 

曜
日 

 
 

 

限
目 
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番 
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）  

草
書
っ
て
ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
？ 

☆
草
書
は
漢
字
を 

 
 

 
書
く
た
め
に
で
き
た
書
体
で
、
行
書
よ
り
も
さ
ら
に 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

し
た
も
の
。 

 

そ
の
た
め
、
尊
書
は
行
書
か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は 

 
 

 

の
速
書
き
か
ら
で
き
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

☆
隷
書
が
で
き
た
の
が 

 

時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
草
書
も 

 

時
代
に
で
き
て
い
た
！ 

 

こ
の
時
代
は
、
公
式
文
書
や
石
碑
な
ど
に
は
、
標
準
書
体
の
隷
書
が
使
わ
れ
て
い
た
。 

 

し
か
し
、
日
常
の
筆
記
に
は 

 
 

 

が
使
用
さ
れ
始
め
た
。
こ
れ
が
草
書
の
芽
生
え
♡ 

 

実
際
に
見
比
べ
て
草
書
と
行
書
の
違
い
を
は
っ
き
り
見
極
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
選
手
権
☆ 

 
→

草
書
っ
て
そ
の
ま
ま
だ
と
全
く 

 
 

 
 

 
 

！
そ
れ
だ
け
画
が 

 
 

 
 

 

さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
、
草
書
の
特
徴
っ
て
な
ん
な
の
よ
？ 

 

草
書
は
、
速
く
書
け
て
躍
動
的
な
書
体
で
す
。
日
常
生
活
で
私
た
ち
は
使
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
自
由
な
点
画
構
成
で

多
様
な
表
現
が
で
き
る
た
め
、
現
代
で
も
芸
術
作
品
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

文
字
を
間
違
え
て
書
か
な
い
よ
う
、
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
よ
う
♡ 

①
正
し
い
草
書
の 

 
 

 

を
覚
え
る
。 

②
線
の 

 
 

 

・ 
 

 
 

 

・ 
 

 
 

 

に
注
意
す
る
。 

③
点
画
や
線
の 

 
 

 
 

の
取
り
方
に
注
意
す
る
。 

④
筆
を
運
ぶ
時
の 

 
 

 
 

、 
 

 
 

の
変
化
、
筆
脈
（
線
が
連
続
す
る
こ
と
）
に
注
意
す
る
。 

⑤
筆
の 

 
 

 

を
生
か
す
。 

 

草
書
で
は
２
つ
の
古
典
を
学
び
ま
す
☆ 

🌼
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」（ 
 

 
 

 

）（ 
 

 
 

）
時
代 

→

草
書
の
基
本
と
さ
れ
て
い
る
古
典 

🌼
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」（ 
 

 
 

 

）（ 
 

 
 

）
時
代 

→

完
全
に
い
か
れ
て
る
古
典 

 
 

 
 

 
⇓ 

行書 草書 

    

    

    

    

    



 
こ
の
古
典
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
の
通
り
、
狂
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
く
ス
タ
イ

ル
。 

 

当
時
、
狂
草
書
が
流
行
し
た
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
状
況
で
書
か
れ
た
作
品
が
多
い
た
め
現
在
に
伝
わ
る
も
の
は
少
な
い
。 

草
書
ク
イ
ズ 

～
筆
画
の
道
筋
を
ヒ
ン
ト
に
元
の
漢
字
を
導
き
出
そ
う
～ 

☆
第
１
問 

     
 

 

 
 

 

☆
第
２
問 

       

🌼
考
え
て
み
よ
う
🌼 

 
 

 

現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
る
中
国
語
の
漢
字
と
日
本
で
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
、
形
が
少
し
違
い
ま
す
よ
ね
？
中
国
は
簡
単

に
早
く
文
字 

を
書
こ
う
と
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
多
く
あ
り
、
草
書
を
ベ
ー
ス
と
し
た
文
字
が
多
い
で
す
。 

 
 

 

〔
例
〕 

本 

（
元
の
形
） 

→
 

 
 

 
 

（
草
書
の
「
本
」） 

→
 

 
 

 
 

 
 

（
中
国
語
の

「
本
」
） 

 
 

 
 

 
 

 

東 

（
元
の
形
） 

→
 

 
 

 
 

 
 

（
草
書
の
「
東
」） 

→
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
国
語
の
「
東
」） 

 
 

 
 

 
 

 

車 

（
元
の
形
） 

→
 

 
 

  
 

 

（
草
書
の
「
東
」
） 

→
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
国
語
の
「
東
」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 賛成 ・ 反対 ） 

その理由 



 
 

 

こ
の
よ
う
に
、
中
国
語
の
漢
字
は
元
の
姿
か
ら
、
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？
下
に
自
分
の
意
見
を
記
入
し
て
み
よ
う
。 

漢字の画が省略

されていくこと

に対して 


