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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

虗ثش䃷فب䅨فظ㲚صس槆ب㵸ا⠐غة氬خإ┉قز☔ةظش꺙عث

＊
苫と

ま

…
茅か

や

な
ど
で
作つ

く

っ
た
、家い

え

を
覆お

お

っ
て
雨あ

め

露つ
ゆ

を
し
の
ぐ
た
め
の
も
の
。

ӳΖ

ӳΗ

ӳΘ

ӳΙ

ӳΚ

ӳΛ

ջջջջջջջ
㛠︳﹠侲︮㛠︳﹠殷﹜︓

焜️︻楃︻

ջ
︘﹗﹈︻

䉚︑﹈︻莤︵﹋﹟

ջջ
﹖️﹌

﹜︘︠
﹚﹏䣆︼

ջ
ꦴ︱︸︹﹙︱﹦Λ

A

Ζ

Η

Θ

Ι
Κ

 

問
題
1   

Ａ
の
下し

た

の
活か

つ

字じ

は
、
図ず

内な
い

の
く
ず
し
字じ

を
活か

つ

字じ

に
な
お
し
た
も
の
で
す
。
活か

つ

字じ

部ぶ

分ぶ
ん

の

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
〜
⑤
の
ひ
ら
が
な
の
「
字じ

母ぼ

」（
も
と
の
字じ
）
を
調し

ら

べ
て
、 

漢か
ん

字じ

で
書か

い
て
み
よ
う
。

 

問
題
2   

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

⑥
の
記き

号ご
う

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表あ

ら
わ

し
て
い
る
か
、
説せ

つ

明め
い

し
て
み
よ
う
。

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

䇨ئع⹙ئح䉎قؤ蜷عخ敤زإ氬خإ┉قز☔ةظش꺙عث

＊
て
ん
ほ
う
…
あ
る
説せ

つ

で
は
、「
伝
法
」
と
書か

き
、
で
た
ら
め
な
ふ
る

ま
い
を
す
る
人ひ

と

を
表あ

ら
わ

す
。

＊
終つ

い

に
…
「
つ
い
に
」
と
読よ

む
。

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

ӳΖ

ӳΗ
ӳΘ

ջջջջջջջ
ꅹ︶﹠侲︮︳﹠﹈︓

️﹙︬
︻

ջջ
︘﹙︠
﹙

ջջջջջջ
︻⹍﹟

ջջջջջջ
︱️﹎ջ

䡠﹜︙

﹋︭︤
䣆︴︼ջ

ջ
硎︸

﹙︤︱﹦

B

Ζ

Η

Θ

 

問
題
3   

B
の
下し

た

の
活か

つ

字じ

は
、
図ず

内な
い

の
く
ず
し
字じ

を
活か

つ

字じ

に
な
お
し
た
も
の
で
す
。
活か

つ

字じ

部ぶ

分ぶ
ん

の

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
〜
③
の
ひ
ら
が
な
の
「
字じ

母ぼ

」（
も
と
の
字じ
）
を
調し

ら

べ
て
、 

漢か
ん

字じ

で
書か

い
て
み
よ
う
。

 

問
題
4   

Ｂ
下か

部ぶ

の
挿さ

し

絵え

や
図ず

Ａ
の
和わ

歌か

を
参さ

ん

考こ
う

に
し
て
、
空く

う

欄ら
ん

に
当あ

て
は
め
る
の
に
最さ

い

適て
き

な
言こ

と

葉ば

を

 

書か

い
て
み
よ
う
。

Ζ

Η

Θ
︻��⹍
　
　
　

  

何
で
遊
ん
で
い
る
の
か
な
？　

挿さ
し

絵え

を
よ
く
見
て
み
よ
う
！

ヒ
ン
ト
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
（
括
弧
内
は
そ
の
ひ
ら
が
な
）：

 
①
本　
②
能　
③
越　
④
可　
⑤
爾

問
題
2
：
ひ
ら
が
な
の
同
じ
文
字
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
を
表

し
て
い
る
。

問
題
3
（
括
弧
内
は
そ
の
ひ
ら
が
な
）：

 

①
礼　
②
津　
③
志

問
題
4
：
い
ご
（
囲
碁
）

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
代
表
的
な
古
典
作
品
に
よ
っ
て
く
ず
し
字
に
つ
い
て
学

ぶ
。
ま
た
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
読
み
比
べ
て
み
る
こ
と

で
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
、
古
典
作
品
に
接
す
る
自
由

な
姿
勢
を
知
り
、
古
典
作
品
を
読
む
楽
し
さ
を
味
わ
う
。

時
間
配
分
：
図
Ａ
と
Ｂ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
解
答
す
る
。
古
語

辞
典
や
仮
名
字
典
（
く
ず
し
字
一
覧
）
な
ど
を
利
用
し

て
調
べ
な
が
ら
解
く
と
よ
い
。
解
答
時
間
10
分
ず
つ
と
、

解
説
で
ト
ー
タ
ル
50
分
。

問
題
解
説

　
小
学
生
や
中
学
生
で
も
触
れ
る
機
会
の
多
い
古
典
作
品
と
し
て

「
百
ひ
ゃ
く
人に
ん
一い
っ
首し
ゅ
」
を
扱
い
、
同
時
に
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読
み
比
べ
る

こ
と
で
、
古
典
を
読
み
、
再
創
造
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
を

ね
ら
い
と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

 

問
題
1 

や 

問
題
3 

は
、
ひ
ら
が
な
そ
の
も
の
を
答
え
る
の
で
は

な
く
、
ひ
ら
が
な
の
も
と
の
漢
字
（
字じ

母ぼ

）
を
く
ず
し
字
の
形
か

ら
推
測
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
出
題
し
た
字
は
、

い
ず
れ
も
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
は
異
な
る
字
母
で
、
か
つ
頻
出
の

字
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、問
題
1
の
②「
の
」は「
能
」

を
く
ず
し
た
字
で
す
が
、
初
句
「
秋
の
田
の
」
の
二
つ
の
「
の
」

は
両
者
と
も
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
「
乃
」
を
く
ず
し
た
字
で

す
。
形
の
上
で
は
、
右
下
の
払
い
の
部
分
が
逆
向
き
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
見
分
け
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う

に
同
じ
ひ
ら
が
な
で
も
字
母
が
違
う
と
形
が
変
わ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
中
に
は
同
じ
字
母
で
あ
っ
て
も
形
が
微
妙
に
違
う

も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
と
に
か
く
字
母
を
意
識
し
て
形
に
慣
れ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
く
ず
し
字
一
覧
な
ど
を
生
徒
に
配
布
し
て
、

字
母
を
く
ず
し
た
字
体
を
比
較
さ
せ
な
が
ら
字
の
く
ず
し
方
に
慣

れ
て
行
く
と
い
う
地
道
な
作
業
の
繰
り
返
し
が
中
級
者
へ
の
早
道

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
書
写
や
書
道
の

時
間
な
ど
を
利
用
し
て
、
筆
を
使
っ
て
実
際
の
く
ず
し
字
を
書
い

て
み
て
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
作
業
は
、
問
題
や
資
料
が
配

布
、
書
き
込
み
自
由
な
ア
プ
リ
を
利
用
す
れ
ば
、
生
徒
の
持
つ
、

ペ
ン
入
力
可
能
な
端
末
で
も
行
え
る
と
思
い
ま
す
。

 

問
題
2 

は
、
繰
り
返
し
記
号
を
見
分
け
る
練
習
で
す
。
繰
り
返

し
記
号
は「
踊
り
字
」と
い
い
ま
す
が
、ひ
ら
が
な
の
踊
り
字（
ゝ
）

や
、
漢
字
の
踊
り
字
（
々
）、
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
（
〳
〵
）
が

あ
り
ま
す
。
同
時
に
教
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

 

問
題
4 

は
、
や
や
難
度
の
高
い
問
題
で
す
。
図
Ａ
の
「
百
人
一

首
」
と
比
較
す
る
と
、
該
当
部
分
の
文
字
数
は
二
文
字
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、
図
Ｂ
空
欄
直
後
の
「
の
友
を
あ
つ
め
」

と
い
う
部
分
か
ら
、
挿
絵
も
参
考
に
し
て
類
推
さ
せ
て
み
ま
し
ょ

う
。
挿
絵
は
、
男
た
ち
が
碁
盤
を
囲
ん
で
い
る
図
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
け
ば
答
え
ら
れ
ま
す
。

教
材
解
説

　
図
Ａ
は
『
百
人
一
首
』
で
、
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
、
延え
ん
宝ぽ
う
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
出
版

さ
れ
た
菱ひ
し
川か
わ
師も
ろ
宣の
ぶ
画
と
さ
れ
る
本
を
利
用
し
ま
し
た
（https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

）。
和
歌
は
、
秋
の
田
の
、

仮
に
作
っ
た
小
屋
の
覆
い
の
編
み
目
が
粗
い
の
で
、

私
の
袖
は
露
に
ぬ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　
図
Ｂ
は
『
犬い
ぬ

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
で
、
引
用
は
国
立

国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
、
寛か
ん

文ぶ
ん

九

年
（
一
六
六
九
）
に
出
版
さ
れ
た
本
を
利
用
し
ま
し
た
（https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/932185

）。
狂
き
ょ
う

歌か（
滑
稽
な
内
容
の
和
歌
）

は
、
知
力
の
鈍
い
な
ら
ず
者
が
、
囲
碁
で
友
を
だ
ま
し
て
勝
と
う

と
し
ま
す
が
、
知
力
が
鈍
い
ゆ
え
に
、
そ
の
手
口

が
挙
句
の
果
て
に
ば
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意

味
で
す
。

　
授
業
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
同
時
に
扱
う
こ
と
で
、
よ
く
知
ら
れ
た

百
人
一
首
を
題
材
に
し
て
、
言
葉
を
た
く
み
に
置
き
替
え
な
が
ら

新
し
い
歌
を
作
っ
て
楽
し
も
う
と
す
る
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
自

由
な
発
想
力
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
（
担
当
：
加
藤
十
握
）


