
み
ん
な
の

， 　お箸
一
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普
段
は
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ

と
は
な
い
が
、
お
招
き
を
受
け
た

と
き
や
、
正
式
な
食
事
会
の
際
に
、

自
分
の
箸
遣
い
が
気
に
な
る
。
そ

う
思

っ
て
、
ち
ら

っ
と
周
囲
を
見

回
す
と
、
き
ち
ん
と
持

っ
て
い
る

人
が
意
外
に
少
な
い
。
箸
文
化
の

研
究
、
普
及
活
動
を
行

っ
て
い
る

国
際
箸
学
会

（
埼
玉
県
川
国
市
）

の
幹
事
で
、
箸
講
師
の
鈴
木
道
こ

さ
ん
に
、
正
し
い
箸
の
作
法
を
教

え
て
も
ら

っ
た
。

「食
べ
ら
れ
た
ら
そ
れ
で
い
い

と
い
う
方
も
い
ま
す
が
、
箸
を
き

ち
ん
と
持

つ
こ
と
は
美
し
い
食
事

に
つ
な
が
り
ま
す
。
日
本
の
伝
統

的
な
食
文
化
を
継
承
す
る
意
味
か

ら
も
自
分
の
手
元
を
見

つ
め
直
し

て
」
と
鈴
木
さ
ん
は
話
す
。

ま
ず
、
自
分
に
合

っ
た
箸
を
選

ぶ
こ
と
が
大
切
。
「長
さ
、
太
さ
、

重
さ
、
材
質
、
箸
先
の
す
べ
り
、

手
に
な
じ
む
形
」
な
ど
を
、
実
際

に
握

っ
て
確
か
め
る
。
長
さ
の
目

安
は
親
指
と
人
さ
し
指
を
９０
度
に

開
い
た
時
の
ｌ

ｏ
５
倍
を
。

箸
に
は
大
き
く

「し
ら
き
」
と

「塗
り
」
が
あ
る
。
し
ら
き
は
何

も
塗

っ
て
い
な
い
天
然
木
。
杉
や

ク
リ
の
木
な
ど
で
、
軽
く
持
ち
や

す
い
。
日
当
た
り
が
軟
ら
か
く
安

心
で
き
る
。
塗
り
は
デ
ザ
イ
ン
や

色
、
形
が
多
様
な
の
で
、
自
分
の

好
み
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。
福
丼
県
の
若
狭
塗
、
福
島

県
の
会
津
塗
な
ど
各
地
の
特
産
品

も
数
多
く
あ
る
。

鈴
木
さ
ん
は

「最
初
に
子
ど
も

に
与
え
る
箸
と
し
て
は
、
安
全
で

軽
く
、
扱
い
や
す
い
し
ら
き
の
も

の
が
い
い
の
で
は
」
と
話
す
。

自
分
の
手
に
合
う
箸
が
見

つ
か

っ
た
ら
、
い
よ
い
よ
正
し
い
持
ち

方
。
左
上
の

「
箸
の
持
ち
方
」
を

実
践
し
て
み
よ
う
。
箸
を
持

っ
た

時
に
２
本
の
箸
先
が
き
ち
ん
と
付

い
て
い
る
か
を
チ

ェ
ッ
ク
。
変
な

持
ち
方
だ
と
箸

先
は
付

き
に
く

い
。

「箸
と
箸
の
間
に
中
指
が
入

っ

て
い
な
い
人
が
多
い
で
す
。
箸
の

上
げ
下
げ
は
中
指
で
す
る
も
の
と

い
う
意
識
を
常
に
持

つ
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
」

【小
川
節
子
、
写
真
も
】

中指を挟んで上げ下げ

箸の持ち方

①鉛筆を持つ要領で 1本の箸を持つ (上

の箸)。

②もう 1本の箸を中指と薬指の間に入れ

て固定し、箸先をそろえる (下の箸)。

③下の箸をしつかり固定し、上の箸だけ

を動かす (箸の頭は手から 1～ 2クは

み出るように握る)。

中指を箸 と箸の間に入れる

箸 は親指、人さ し指、中指で動か

す。動かすのは上の箸だけ

しらきや塗 り箸。長さやデザインもさまざま

自分に合うお箸の長さ


