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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

昔む
か
しの

「
桃も

も

太た

郎ろ
う

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1   

Ａ
の
図ず

は
あ
る
桃も

も

太た

郎ろ
う

の
誕た

ん

生じ
ょ
う

の
場ば

面め
ん

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

の
く
ず
し
字じ

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

 

問
題
2   

B
・
C
の
図ず

は
桃も

も

太た

郎ろ
う

の
仲な

か

間ま

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

を
埋う

め
て
名な

前ま
え

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

伡﹍︘︤ր﹍︘︤️
﹘︵︠
﹚︸㯣︠︶﹏﹟䪕︧︢︘﹗︬
︑㛤﹂︓㦮﹂︙︑﹋︤
︬

䐨︡긻︓︠︻㲍﹌﹑灉﹠︥瀌﹐︥︴︗ꯌ︺︙︑﹟︤
︵︬︠
﹚

灉﹠︥ⱳ︓殷︓︠⺥︓︡︙曻﹖️﹜﹙︪
︻㛤﹂︓㦮﹂︸劁﹏﹏﹟䣆︳層﹜︬

﹋︤︤
︬

︻︪劁﹏﹏﹟䧄﹏

䅼︮︘︕︰︬
︵︠
﹚

﹘️甉︱︨⮂﹃﹠︻㛍﹕﹘劁﹏﹏㛢︬鼘﹚︓︻㠰︺️︙녘︗︸︸︢
﹖﹜﹙︳︤
﹋︑﹋︦
㠰︺️﹟Ɀ︬︦﹘︬
﹎녘︗︸鴫︑︬婉︥︸︴︘︬

劁﹏﹏㛢︬鼘﹚︓︙⛴﹌︦⺟﹕︤㛝︑︬瀌﹐︤︸︗⸾﹋︑﹗︤
︵︬︠
﹚◜﹂︬

﹗☪︻♸︷︘ꛗ﹋︙️
﹖﹜﹙﹋︦


＊
御ご

香こ
う
の

宮み
や

神じ
ん

社じ
ゃ

…
京

き
ょ
う

都と

市し

伏ふ
し

見み

区く

の
神じ

ん

社じ
ゃ

。
主し

ゅ

祭さ
い

神じ
ん

は
神じ

ん

功ぐ
う

皇こ
う

后ご
う

。

＊
「
ゝ
」
…
「
踊お

ど

り
字じ

」
と
呼よ

び
、
前ま

え

の
文も

字じ

を
く
り
返か

え

す
と
き
に
使し

用よ
う

し
ま
す
。

堥
﹏
﹦
Ζ

︤
﹖
︳
Η

︤
︴

︳

︢
﹏
︬

﹋
︤

楊
㯣
︵
Θ

﹗

︿
Ι

Κ


︻
︨
︑

︑
Λ

︤
︻
︨
︑

AB

C

ӳΖ

ӳΗ

ӳΘ

ӳΙ
ӳΚ

ӳΛ

ち
ょ
ん
ま
げ
に
注
目
！

ヒ
ン
ト
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

昔む
か
しの

「
桃も

も

太た

郎ろ
う

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
3   

D
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

 

問
題
4   

E
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

劁﹏﹏㛢︬鼘﹚︓︵︪
︻♸︷︘ꛗ﹋◜﹂︬

﹗☪︼녘︗︸︬︮
﹟鴫︑︬婉︥

﹋︦︤


♸︷︘ꛗ﹋︻┞︿︵﹗☪︼⺅䣆︴녘︗︸﹟䥣︗

︳︤︑﹘﹕︓︸醨﹌︕﹋︦
︙

﹏︓┞︿︵﹗☪︼

︓︠⸾﹠︬︢︤
녘︗︸︼㱯︘︬﹖撌﹏︻︵┞︑︰祻﹔︤︸㠰︺️﹟纾︘︬髺﹘﹋︴鴮︗﹗㶳︵︶﹋︤
︬

撌﹏︻鎿︙︬
﹗︻傖︑︢䐇︡︸︼仙︸僩﹈﹠︻️
﹘갹﹂︓紁﹒︤︓︻颥崘﹠︸︱︑︳銦﹘︤

﹙︢﹋︦


︑
Μ

︤
︻
︨
︑
︼ Ν

︤
﹖

﹕
Ξ

︿
Ο
Π

﹟
Ρ

︷
︤

︨
︱
﹃
﹠
︻
㛍
︿
︑
﹖


︑


︤
﹟
ꚾ﹏﹠

䢚︠
Σ

︢
Τ

◛

堥
佡
﹕
﹗
Υ

︥
﹋
Φ

︵
︘
﹑ D

ӳΜ

ӳΝ

ӳΞ

ӳΟ
ӳΠ

ӳΡ

ӳ

ӳΣ

ӳΤ

ӳΥ

ӳΦ

右み
ぎ

側が
わ

の
男お
と
この
ち
ょ
ん
ま
げ
か
ら
は

何な
に

が
出で

て
る
？

ヒ
ン
トE



121 120

教えるための手引き

解
答

問
題
1
： 

①
か
（
可
）、
②
あ
（
阿
）、
③
な
（
奈
）。

「
こ此の
桃も
ゝ

、
頭か
し
ら・

手て

足あ
し

で
き
て
、
さ
も
た
く
ま
し
き
男

子
と
な
り
」（
こ
の
桃
は
頭
・
手
足
が
現
れ
て
、
い
か
に
も

立
派
な
男
の
子
と
な
っ
た
。）

問
題
2
： 

④
い
（
以
）、
⑤
ら
（
良
）、
⑥
わ
（
王
）。

　
　
　
　
Ｂ
「
柊
ひ
い
ら
ぎの

精せ
い

」
Ｃ
「
鰯い
わ
しの

精せ
い

」

問
題
3
： 

⑦
わ
（
王
）、
⑧
か
（
可
）、
⑨
り
（
利
）、
⑩
か
（
可
）、

⑪
り
（
利
）、
⑫
は
（
者
）。

「
鰯い
わ
しの
精せ
い
は
、
頭か
し
らよ
り
光ひ
か
りを
放は
な
し
、」（
鰯
の
精
は
、
頭
か

ら
光
を
放
っ
て
、）

問
題
4
： 

⑬
わ
（
王
）、
⑭
に
（
爾・尓
）、
⑮
す
（
須
）、
⑯
は
（
者
）、

⑰
る
（
留
）。

 

「
節せ
つ

分ぶ
ん

の
夜
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

門（
も
ん
こ
）戸に

さ
す
事
、
こ（
此
）の

時
よ
り

始は
じ
ま
る
と
か
や
」（
節
分
の
夜
、
柊
鰯
を
家
の
出
入
口
に
挿

す
こ
と
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
と
か
。）

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
桃
太
郎
の
二

次
創
作
を
読
む
こ
と
で
、
古
典
に
親
し
む
。

時
間
配
分：35
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）、15
分（
問

題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）。

対
象
教
科
： 

国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
こ
の
教
材
は
、
江
戸
時
代
に
上か
み

方が
た

（
京
都
・
大
阪
）
で
出
版
さ

れ
た
桃
太
郎
で
す
。
有
名
な
昔
話
で
す
が
、
こ
の
桃
太
郎
の
あ
ら

す
じ
は
、
現
代
の
も
の
と
は
随
分
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
そ
の
は

ず
、
こ
れ
は
桃
太
郎
を
脚
色
し
た
作
品
な
の
で
す
。
桃
太
郎
は
確

か
に
登
場
し
、
仲
間
と
一
緒
に
鬼
退
治
を
し
ま
す
が
、
ユ
ニ
ー
ク

な
設
定
や
内
容
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
古
典
を
苦

手
に
思
っ
て
い
る
方
に
も
、
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

 

問
題
1 　
舞
台
は
京
伏ふ
し

見み

。
桃
山
近
辺
に
住
ん
で
い
た
夫
婦
に

は
娘
が
一
人
い
ま
し
た
が
、
男
の
子
を
授
か
り
た
い
と
思
い
、
御ご

香こ
う
の
宮み
や
神じ
ん
社じ
や
に
祈
念
し
ま
す
。
す
る
と
、
祭
神
の
神じ
ん
功ぐ
う
皇こ
う
后ご
う
が
現

れ
て
、
大
き
な
桃
を
一
つ
夫
婦
に
授
け
ま
す
。
夫
婦
が
持
ち
帰
る

と
、
そ
の
桃
に
驚
く
よ
う
な
変
化
が
起
き
ま
す
。

　
問
題
1
は
桃
太
郎
の
誕
生
場
面
か
ら
の
出
題
で
す
が
、
答
え
は

「
こ此の
桃も
ゝ

、
頭か
し
ら・

手て

足あ
し

で
き
て
、
さ
も
た
く
ま
し
き
男
子
と
な
り
」

で
す
。
な
ん
と
、
桃
か
ら
頭
と
手
足
が
現
れ
て
、
男
の
子
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
図
Ａ
の
中
央
に
い
る
の
が
そ
の
桃
太
郎
で
す
。

桃
太
郎
の
誕
生
に
は
、
桃
を
食
べ
て
若
返
っ
た
夫
婦
の
間
に
子
ど

も
が
生
ま
れ
る
「
回か
い

春し
ゆ
ん

型が
た

」
と
、
桃
の
な
か
か
ら
子
ど
も
が
生

ま
れ
る
「
果か

生せ
い
型が
た
」
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
果
生
型
」
に
分

類
は
で
き
ま
す
が
、
桃
自
体
が
男
の
子
に
な
る
と
い
う
面
白
い
設

定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
①
は
「
か
（
可
）」、よ
く
出
て
く
る
字
で
す
。
②
は
「
あ
（
阿
）」

で
す
が
、
旁つ
く
りが

①
と
同
じ
「
可
」
で
す
ね
。
③
は
現
代
の
字
と
字じ

母ぼ

（
仮
名
の
元
に
な
っ
た
漢
字
）
が
同
じ
「
な
（
奈
）」
で
す
。

 

問
題
2 　
桃
太
郎
と
名
付
け
ら
れ
た
男
児
は
一
年
で
一
〇
年
分

ほ
ど
成
長
し
ま
す
。
あ
る
節
分
の
夜
、
夫
婦
と
桃
太
郎
が
恵え

方ほ
う

の

神
の
参
拝
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
豆
を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
と
や
っ

て
き
た
蓬ほ
う

莱ら
い

の
島
の
鬼
に
、
桃
太
郎
の
姉
は
一ひ
と

目め

惚ぼ

れ
を
さ
れ
、

さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。桃
太
郎
は
姉
を
助
け
出
す
た
め
、鬼
ヶ

島
へ
出
か
け
ま
す
。

　
鬼
退
治
の
お
供
と
い
え
ば
、
猿
・
雉き
じ
・
犬
で
す
が
、
問
題
2

は
こ
の
桃
太
郎
の
お
供
を
答
え
る
も
の
で
す
。
答
え
は
Ｂ
「
柊
ひ
い
ら
ぎ

の
精せ
い

」
と
Ｃ
「
鰯い
わ
しの

精せ
い

」
で
す
。
図
Ｂ
・
Ｃ
は
お
供
の
挿
絵
で
す

が
、髷ま
げ
が
葉
と
魚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、ヒ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ

う
。
桃
太
郎
が
神じ
ん
功ぐ
う
皇こ
う
后ご
う
に
な
ら
っ
て
摂せ
っ
津つ
の
国く
に
の
住す
み
吉よ
し
大だ
い

明み
よ
う
神じ
ん

（
現・大
阪
市
住
吉
区
）
に
必
勝
を
祈
願
す
る
と
、
こ
の
二
人
が
現
れ
、

桃
太
郎
を
助す
け

太だ

刀ち

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
ぜ
、
柊
ひ
い
ら
ぎと
鰯い
わ
しが
お
供
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
「
桃
太
郎
」
が

狂き
よ
う

言げ
ん

「
節
分
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
ま
す
。
狂
言

「
節
分
」
は
、
夫
が
出い

雲ず
も
大た
い
社し
や
へ
大お
お
み
そ
か
晦
日
の
参さ
ん
籠ろ
う
へ
出
か
け
、
留

守
を
守
っ
て
い
る
妻
の
と
こ
ろ
へ
、
蓬ほ
う

莱ら
い

の
島
の
鬼
が
節
分
の
豆

を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
と
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

狂
言
「
節
分
」
で
鬼
が
謡う
た

う
小こ

歌う
た

が
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
に
引
用

さ
れ
、
桃
太
郎
の
姉
の
機き

嫌げ
ん

を
取
ろ
う
と
踊
る
鬼
は
、
狂
言
「
節

分
」
で
女
の
気
を
引
こ
う
と
す
る
鬼
の
姿
そ
の
も
の
で
す
。
つ
ま

り
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
は
、
従
来
の
桃
太
郎
の
話
に
、
狂
言
「
節

分
」
を
掛
け
合
わ
せ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
色
を

施
し
て
い
る
の
で
す
。
節
分
に
は
、
写
真
の
よ
う

な
「
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
し」

と
呼
ば
れ
る
焼
い
た
鰯
の
頭
と
柊

を
戸
口
に
指
す
魔ま

除よ

け
の
風
習
が
今
も
伝
わ
り
ま

す
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
「
桃
太
郎
」
で
は
、
お
供

が
柊
と
鰯
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。な
お
、「
柊
鰯
」
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教えるための手引き

は
狂
言
「
節
分
」
に
も
登
場
し
ま
す
。

　
④
は
「
い
（
以
）」、
⑤
は
「
ら
（
良
）」
で
す
が
、
い
ず
れ
も
現

代
の
字
と
字
母
が
同
じ
で
す
。
⑥
は「
わ（
王
）」で
す
が
、「
は（
者
）」

と
似
て
い
る
の
で
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
柊
と
鰯
の
精
を
お
供
に
、
桃
太
郎
は
鬼
ヶ
島
へ
と
乗

り
込
み
ま
す
。
お
供
の
活
躍
も
あ
っ
て
、
鬼
の
手
下
た
ち
は
皆
降こ
う

参さ
ん

を
し
ま
す
。
桃
太
郎
は
鬼
の
大
将
と
力
く
ら
べ
で
勝
負
を
し
ま

す
が
、
す
べ
て
桃
太
郎
の
勝
利
と
な
り
ま
す
。

　
問
題
3
は
鰯
の
戦
い
方
か
ら
の
出
題
で
す
。
柊
の
精
は
、
固
く

て
ト
ゲ
ト
ゲ
し
た
柊
の
葉
っ
ぱ
を
手し
ゅ
裏り

剣け
ん
の
よ
う
に
投
げ
つ
け
て

い
ま
す
が
、
鰯
の
精
と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
戦
っ
て
い
ま
す
。
答
え

は
「
鰯い
わ
しの
精せ
い

は
、
頭か
し
らよ
り
光ひ
か
りを
放は
な

し
」
で
す
。
鰯
は
頭
か
ら
光
を

放
っ
て
い
る
の
で
す
。
熱
光
線
で
は
な
く
、
強
い
光
を
当
て
、
鬼

が
立
ち
く
ら
ん
で
い
る
と
こ
ろ
へ
、
柊
が
葉
っ
ぱ
で
目
口
鼻
を
つ

く
と
い
う
戦
法
で
す
。
死
者
が
で
な
い
比
較
的
穏
や
か
な
戦
い
方

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、
な
ぜ
鰯
は
光
を
放
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
鰯
が
寿
司
屋
で
「
光
り
物
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
青
白
く
光
る
魚
で
あ
る
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
⑦
は
「
わ
（
王
）」。
⑧
と
⑩
は
「
か
（
可
）」
で
す
が
、
①
⑥
の

復
習
問
題
で
す
ね
。
⑨
と
⑪
は「
り（
利
）」で
す
。
⑫
は「
は（
者
）」

で
、「
え
（
衣
）」
や
「
み
（
三
）」
と
間
違
え
や
す
い
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。

 

問
題
4 　
鬼
の
大
将
は
力
く
ら
べ
を
す
る
際
、
も
し
自
分
が
負

け
た
ら
、
桃
太
郎
の
姉
だ
け
で
な
く
、
鬼
の
宝
物
で
あ
る
、
身
に

つ
け
る
と
姿
を
隠
せ
る
「
隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
」
や
、
思
い
の
ま
ま

に
何
で
も
出
せ
る
「
打う
ち
出で

の
小こ

槌づ
ち
」
を
差
し
出
す
と
約
束
を
し
て

い
ま
し
た
。
取
り
決
め
通
り
、
桃
太
郎
は
鬼
か
ら
そ
れ
ら
の
宝
物

を
受
け
取
り
ま
す
。
鬼
の
大
将
は
姉
を
肩
車
し
、
鬼
の
家
来
ら
は

宝
物
を
輿
に
乗
せ
、
桃
太
郎
の
国
元
へ
送
り
届
け
る
の
で
す
。
図

Ｅ
は
国
へ
帰
る
桃
太
郎
一
行
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
・
打
出
小
槌
は
、
狂
言
「
節
分
」
で
鬼
が
女
に

渡
し
た
宝
物
で
も
あ
り
ま
す
。

　
物
語
の
最
後
に
は
、
日
本
の
あ
る
風
習
の
起
源
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題
4
は
そ
れ
を
問
う
も
の
で
す
。
答
え

は
「
節せ
つ

分ぶ
ん

の
夜
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

門（
も
ん
こ
）戸に

さ
す
事
、
こ（
此
）の

時
よ
り
始は
じ

ま

る
と
か
や
」
で
す
。
節
分
の
夜
に
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

家
の
出
入
口
に

挿
す
こ
と
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
と
記
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
す
が
、

節
分
の
夜
に

は
、
図
版
（『
案あ
ん

内な
い
者し
ゃ
』
寛か
ん
文ぶ
ん
二
年

〈
一
六
六
二
〉
刊
）

の
よ
う
に
、
家
の
出
入
口
に
柊
鰯
を
挿
し
、
豆ま
め

撒ま

き
が
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
節
分
と
柊
・
鰯
は
関
係
が
深
い
の
で
す
。

鰯
の
頭
の
よ
う
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
も
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
人
に

は
大
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
、「
鰯
の
頭
も
信し
ん

心じ
ん

か

ら
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
節
分
の
風
習
か

ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑬
「
わ
（
王
）」
は
復
習
、
⑭
「
に
（
爾
・
尓
）」
は
頻
出
の
字
、

⑮
「
す
（
須
）」は「
つ（
徒
）」と
似
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
⑯
「
は
（
者
）」
も
復
習
で
す
。
⑰
「
る
（
留
）」
は
、「
か

（
可
）」
や
「
な
（
奈
）」
と
似
て
い
る
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
く
ず
し
字
や
和
本
を
用
い
る
こ
と
で
、
古
典
文

学
と
は
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
い
つ
の
時
代
も
魅
力
的
な
作
品
は
新

た
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
も
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
桃

太
郎
は
、
古
典
文
学
の
豊
か
さ
や
楽
し
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、

ユ
ニ
ー
ク
な
古
典
教
材
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。

教
材
解
説

　
底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
絵え

本ほ
ん

集あ
つ
め

艸ぐ
さ

』（
請
求
番
号

181-64

）。
本
資
料
は
さ
ま
ざ
ま
な
草く
さ
双ぞ
う
紙し

（
江
戸
時
代
の
絵
本
の

総
称
）
を
文
字
通
り
集
め
た
絵
本
の
叢そ
う

書し
ょ

で
す
。
こ
の
「
桃
太
郎
」

も
そ
の
一
部
で
す
。
底
本
は
「
大だ
い

惣そ
う

」
と
呼
ば
れ
る
江
戸
時
代
を

代
表
す
る
貸
本
屋
で
あ
る
大お
お

野の

屋や

惣そ
う

八は
ち

の
旧
蔵
本
で
も
あ
り
ま
す
。

中な
か

野の

三み
つ

敏と
し・

肥ひ

田だ

皓こ
う

三ぞ
う

編
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
上か
み

方が
た

篇へ
ん

』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
に
影
印
と
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
全
文
は
そ
ち
ら
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
本
教
材
を
使
用
し
た
授
業
実
践
報
告
の
詳
細
は
、
加
藤

直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の

試
み
―
日
本
近
世
文
学
会
に
よ
る
出
前
授
業
」・
同
「
く
ず
し
字

に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
⑸
―
江
戸
時
代
の「
桃
太
郎
」を
読
む・

補
遺
」（
参
考
文
献
一
覧
参
照
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）

戸口に挿された柊鰯（右上）
国立国会図書館蔵『案内者』 
DOI：10.11501/255419


