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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

地
誌
・
紀
行
文
を
読
ん
で
み
よ
う
！

 

問
題
1   
Ａ
の
図ず

は
江え

戸ど

時じ

代だ
い

に
刊か

ん

行こ
う

さ
れ
た
『
吉よ

し
の
や
ま
ひ
と
り
あ
ん
な
い

野
山
独
案
内
』
と
い
う
、
大や

ま
と
の
く
に

和
国
（
現げん
在ざい
の
奈な
良ら
県けん
）
の

吉よ
し

野の

山や
ま

を
と
り
あ
げ
た
当と

う

時じ

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
挿さ

し

絵え

で
す
。
こ
れ
を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を

埋う

め
て
み
よ
う
。

Ζ

尼
妆

Η醐
軺

 

問
題
2   

Ｂ
の
図ず

は
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

に
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

が
書か

い
た
紀き

行こ
う

文ぶ
ん

『
野の

ざ
ら
し
紀き

行こ
う

』
の
一い

ち

部ぶ

分ぶ
ん

で
す
。

こ
れ
を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

Ζꦴ

֬

Η

﹦

ӳΖ

ӳΗ

B

ӳΗ
ӳΖ

A

心
み
に
浮
世
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
こ
け
」
②
「
あ
ん
じ
つ
」

 
「
こ
け
清
水
」「
西
行
あ
ん
じ
つ
」

問
題
2
：
③
「
と
く
〳
〵
」　
④
「
す
ゝ
か
は
や
」

 

「
露
と
く
〳
〵
心
み
に
浮
世
す
ゝ
か
は
や
（
す
す
が
ば

や
）」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
に
触
れ
な
が
ら
、
和
本
の
種
類
の
豊
か
さ
や
、

松
尾
芭
蕉
の
旅
へ
の
思
い
を
実
感
す
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
25
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）

問
題
を
解
く
時
間
：
20
分
（
問
題
1
・
2
）

対
象
教
科
：
国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

問
題
1
は
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
吉よ
し
の
や
ま
ひ
と
り
あ
ん
な
い

野
山
独
案
内
』
と
い
う
、

大や
ま
と
の
く
に

和
国
（
現
在
の
奈
良
県
）
の
吉
野
山
を
取
り
上
げ
た
地ち

誌し

の
挿

絵
で
す
。
そ
し
て
問
題
2
は
俳
諧
師
・
松ま
つ
尾お

芭ば

蕉し
ょ
うが
実
際
に
吉
野

山
を
旅
し
た
時
に
詠
ん
だ
句
に
な
り
ま
す
。

 

問
題
1 　
①
「
こ
け
」
は
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ひ
ら
が

な
と
同
じ
な
の
で
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
続
く
「
清
水
」
で
す
が
、「
清
」
は
書
写
の
毛
筆
で
行
書
に

取
り
組
む
時
に
、書
い
た
こ
と
の
あ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。「
水
」

の
く
ず
し
字
も
特
徴
的
で
す
ね
。
②
「
西
行
」
は
『
新し
ん
古こ

今き
ん
和わ

歌か

集し
ゅ
う』で

有
名
な
歌
人
、西さ
い

行ぎ
ょ
う

法ほ
う

師し

。「
あ
ん
じ
つ
」は「
庵
室
」。「
つ
」

は
見
慣
れ
な
い
か
た
ち
を
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
、
ひ
ら
が
な
と

し
て
用
い
て
い
る
「
つ
」
と
同
じ
く
「
川
」
が
字
母
に
な
っ
て
い

る
く
ず
し
字
で
す
。
西
行
法
師
は
、
吉
野
山
の
山
奥
に
自
身
の
草

庵
を
も
ち
、
そ
こ
で
過
ご
し
な
が
ら
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。「
こ

け
清
水
」
＝
「
苔
清
水
（
こ
け
し
み
づ
）」
は
、
そ
の
庵
近
く
の
湧

き
水
で
す
。
か
つ
て
西
行
法
師
が
「
と
く
〳
〵
と
落お
つ
る
岩い
は
間ま

の

苔
清
水
く
み
ほ
す
程ほ
ど
も
な
き
住す
み
か居
哉か
な
」
と
詠
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。『
吉
野
山
独
案
内
』
に
は
吉
野
山
の
名
所
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
ち
な
ん
だ
和
歌
や
俳
諧
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
和
歌
や

俳
諧
は
、
名
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で

し
た
。　
　

　
そ
し
て
、
面
白
い
の
は
刊
行
当
時
の
俳
諧
愛
好
者
の
人
々
の
も

の
と
思
わ
れ
る
句
が
、
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
名

所
の
案
内
文
や
古
歌
と
と
も
に
、
自
分
の
俳
諧
が
出
版
さ
れ
る
の

で
す
か
ら
、
掲
載
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
誇
ら
し
く
感
じ
ら
れ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
出
版
文
化
、
俳
諧
、
そ
し
て
旅
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
強
み
が
合
わ
さ
り
、
歌
枕
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
広
く
、

楽
し
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
松
尾
芭
蕉
の
歌
枕
へ
の
旅

を
楽
し
み
と
す
る
読
者
層
が
醸
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

問
題
1　

教
材
解
説

　
『
吉
野
山
独
案
内
』
は
寛か
ん
文ぶ
ん
一
一
年
（
一
六
七
一
）
刊
で
す
。
歌

枕
で
あ
る
吉
野
を
題
材
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
や
俳
諧
を
名
所

と
と
も
に
紹
介
す
る
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
本
で
す
。
教
材

の
画
像
は
、「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（https:// 

www.digital.archives.go.jp/im
g/4287911

）
で
公
開
さ
れ
て
い

ま
す
。『
版
本
地
誌
大
系　
別
巻
三
〈
古
版
地
誌
〉』（
臨
川
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）に
は
、影
印
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、ペ
ー

ジ
を
手
に
と
り
な
が
ら
内
容
を
確
認
で
き
ま
す
。

 

問
題
2 　
③
、
④
と
も
に
「
踊
り
字
」
の
出
題
で
す
。「
ゝ
」
そ

の
直
前
の
字
を
く
り
返
す
時
に
使
い
ま
す
。
ま
た
「
〳
〵
」
は
そ

の
前
の
複
数
分
の
字
を
く
り
返
す
時
に
使
い
ま
す
。
松
尾
芭
蕉
は

貞じ
ょ
う
き
ょ
う享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
、
深
川
か
ら
東
海
道
を
経
て
、
故

郷
で
あ
る
伊
賀
上
野
に
向
か
う
旅
に
出
て
、
そ
の
様
子
を
紀
行

文
『
野の

ざ
ら
し
紀き

行こ
う

』
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
句
は
、
そ
の
旅

 『吉野山独案内』巻五　「苔清水」「西行庵室」（国立公文書館デジタルアーカイブ）
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教えるための手引き

の
途
中
、
あ
こ
が
れ
の
西
行
法
師
の
足
跡
を
求
め
て
、
吉
野
山
に

あ
る
苔
清
水
を
訪
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。
③
の
「
と
く

֥
」
＝
「
と
く
と
く
」
は
、
水
が
し
た
た
り
落
ち
る
様
子
を
表

す
擬
態
語
で
す
。
西
行
法
師
が
詠
ん
だ
と
伝
わ
る
和
歌
に
あ
る
言

葉
を
、
芭
蕉
も
用
い
て
い
ま
す
。
④
の
「
す
ゝ
か
は
や
」
＝
「
す

す
が
ば
や
」
は
「
す
す
い
で
み
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
。
湧

き
水
で
す
す
ぐ
と
い
え
ば
手
や
口
な
ど
で
す
が
、
こ
こ
で
芭
蕉
が

選
ん
だ
言
葉
は
「
浮
世
」。
こ
の
世
の
中
や
人
生
ま
で
も
す
す
ぐ

こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
、
苔
清
水
の
清
ら
か
さ
に
感
動
し
て
い
る

様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
芭
蕉
は
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
春
、
花
見
の
た
め
に
吉

野
を
訪
れ
ま
す
が
、
そ
の
際
に
も
苔
清
水
に
立
ち
寄
り
、「
春は
る
雨さ
め

の
こ
し
た
に
つ
た
ふ
清し
み
づ水

か
な
」（『
笈お
い

の
小こ

文ぶ
み

』）
の
一
句
を
詠
ん

で
い
ま
す
。
翌
年
の
元げ
ん

禄ろ
く

二
年
（
一
六
八
九
）
に
は
、
西
行
法
師

が
「
道み
ち
の
べ
に
清し
み
づ水
流
る
ゝ
柳
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま

り
つ
れ
」（『
新
古
今
和
歌
集
』）
と
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
、
那
須
の
芦あ
し

野の

に
あ
る
「
遊ゆ
ぎ
ょ
う
や
な
ぎ

行
柳
」
に
立
ち
寄
り
、「
田
一
枚
植う
ゑ

て
立
ち
去
る

柳
か
な
」
の
句
を
詠
み
、
や
が
て
そ
の
句
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

に
収
め
ら
れ
る
の
で
し
た
。

　
西
行
法
師
は
後
世
、
和
歌
が
歌
集
を
通
じ
て
親
し
ま
れ
る
だ
け

で
な
く
、
説
話
や
謡
曲
、
御お

伽と
ぎ
草ぞ
う
子し

な
ど
の
主
人
公
と
し
て
も
知

ら
れ
て
お
り
、
芭
蕉
が
旅
を
し
て
い
た
当
時
に
は
、
西
行
法
師
の

和
歌
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生
涯
を
あ
つ
か
う
版
本
が
出
版
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
芭
蕉
が
西
行
法
師
の
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
こ
で
自
身
の
句
を
詠

み
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
紀
行
文
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
俳

諧
を
愛
好
し
、
旅
に
あ
こ
が
れ
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
芭
蕉
は
晩
年
、
近お
う
み
の
く
に

江
国
（
現
在
の
滋
賀
県
）
の
国こ
く

分ぶ

山や
ま

の
幻げ
ん

住
じ
ゅ
う

『野ざらし紀行』表紙（国文学研究資料館蔵）

庵あ
ん
で
す
ご
し
ま
し
た
。幻
住
庵
で
の
暮
ら
し
を
ま
と
め
た
俳
文「
幻

住
庵
記
」
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
刊
行
の
『
猿さ
る
蓑み
の
』
に
収

め
ら
れ
、
芭
蕉
の
名
作
と
評
さ
れ
ま
し
た
。

　
旅
に
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
山
中
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
庵
で
の

生
活
ぶ
り
も
、
西
行
法
師
を
お
手
本
と
し
た
芭
蕉
。「
幻
住
庵
記
」

大津市国分山にある幻住庵（復元）。すぐそばには「幻住庵記」に登場
する近

ちか
津
つ
尾
お
神社がある。

大津市国分山の
「とくとくの清水」

に
は
「
た
ま
〳
〵
心
ま
め
な
る
時
は
、
谷
の
清
水
を
く
み
て
自
ら

か
し
ぐ
（
＝
炊
ぐ
）。
と
く
〳
〵
の
し
づ
く
を
わ
び
て
一い
ち
炉ろ

の
そ
な

へ
い
と
か
ろ
し
。」
と
、
庵
近
く
の
湧
き
水
を
描
い
て
い
ま
す
。

　
「
幻
住
庵
記
」
に
は
、
国
分
山
か
ら
の
眺
望
も
描
か
れ
、
芭
蕉

が
琵
琶
湖
を
中
心
に
、
近
江
の
湖こ

南な
ん
に
あ
る
歌
枕
を
大
パ
ノ
ラ
マ

と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
山
中
は
ひ
っ
そ
り

と
し
て
お
り
、
幻
住
庵
跡
に
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
復
元
さ
れ
た

庵
が
、
芭
蕉
に
思
い
を
は
せ
る
人
々
を
迎
え
て
い
ま
す
。

問
題
2　

教
材
解
説

　
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
は
出
版
さ
れ
、
読
者
の
旅
へ
の
あ
こ
が
れ

を
さ
ら
に
呼
び
ま
す
。
今
回
、
教
材
と
し
て
用
い
た
の
は
、「
国

書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（https://kokusho.nijl.ac.jp/

biblio/200031139/

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
国
文
学

研
究
資
料
館
蔵
本
で
、
明め
い

和わ

五
年
（
一
七
六
八
）
の

刊
行
の
も
の
で
す
。（
担
当
：
永
田
郁
子
）


