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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1   
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

☼︑﹋︴︼﹏︓伡﹍︘︤︻︠
︵︴︦
︙玁︬⹛︵﹗︻糙︗︷︵︑︓﹏︻︙︑﹋︤
︬

︻︪糙︗︷︼㷺﹑﹋﹑ꄧ︻⸂︼﹖︸⮂﹜⪉︑︰︳︑︱﹏玁︬﹟⹛︵﹗

︻︪玁︬﹟︢
﹋︣
﹋︷撌﹏︻﹟✅︱﹘︻︸✺︱︘︰︳︑﹋︤
︬糙︼

⺣
﹟
︽
︢
Ζ


︻
﹌
﹑
Η

︠

︵
︷
﹠﹍

︑
︿
Θ

﹘

A

 

問
題
2   

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

の
つ
づ
き
を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

﹘️仙︿︻︠
︵︴︤
︬糙︗︷︙︑︱﹏⹛︵︰︳︑﹘玁︬︻╜︷︘︸

︷﹠︵剱︺⩔﹏︵︙⩝︿︘﹘玁︬︙┞︑︰僩﹊﹠

︰︬️
︻︴︦


┭﹂䓮︤閱︸䓮︗﹏︰︳︪
︽︸㲻﹕︰︳醨﹌﹘︵

玁︬琰︲︱︻╜︷︘︙⩝︿︘︰︳︑﹋︦
︪
︻琰︱︱︻╜︷︘﹟醨﹌﹘︵

┩
Ι

﹠
︽
Κ

﹗
︷
﹘
☪

︑
︵
︓
︱

︤
︓
︳
Λ
Μ

﹗ B

ӳΙ

ӳΚ

ӳΛ
ӳΜ

★
子こ

ど
も
は
、
御み

室む
ろ

戸ど

斎い
ん

部べ

の
秋あ
き

田た

に

よ
っ
て
、「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫ひ
め

」

と
命め
い

名め
い

さ
れ
ま
す
。

ӳΖ

ӳΗ

ӳΘ

　
　
　

  

空く
う

欄ら
ん

の
な
か
に
は
、
教
き
ょ
う

科か

書し
ょ

と
は
違ち
が

う
文も

字じ

が
入は
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
！

ヒ
ン
ト

︻︪䐇︡︘﹑㢆︿﹎︼﹜︧
︘┩﹠ٍ︢︘储︱︴┞︑︮☪︸﹠⯤﹋︕︻㛝︗︗︢
︻☪︿︵︸䡟︑︨ꚱ﹔︮︓﹋︤︤
︬
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
3   

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

Ν


︻
Ξ

﹑
︠
Ο

☪
Π

﹗

籷︓︱

︑︤︘﹑㢆︸◧︡☪︸﹠︻鞎亩︫︙挊︺︰䑤﹠︤︸妕﹒︓㦐﹠︠

﹋︤︤
︬

︘︤︤
硪︰㦐﹠︠︻儮﹔︥︓♾﹠︵︢
﹙︬
鏬︘ꮻ︑︭﹟鏩﹙︭﹏冈︼︬︨
﹋︨
﹠

䅝﹌︘︶︘﹖︻妕﹒︓㦐﹠︠︸﹏︘﹑㢆︿﹎︼䒉︗︓

﹋︨︥
﹠︴︤
︬

︪︤
︳┩﹠︢䇥︺﹠﹈︶︬
︰︬
﹚︠︘﹑㢆︿﹎︼储︱﹟醨﹌︳媅︷︠
︵︙㛊︗︗

︷﹗﹋︤
︬糙︗︷︙︪
︻月﹗楄︓﹟㵍︬︧︺﹘︵︘﹑㢆︿﹎︼焍﹜︬

︤︼

⪕︼︮储︙︱ⶄ﹒︥︓◧︡仙︸︮︸︼鲩﹍︘︕︙儴︳䅼︘︕﹖︷﹙︽︷﹗﹋︨
﹠

︵琴︬︠︕﹋︤
︬

★
求き
ゅ
う

婚こ
ん

者し
ゃ

に
難な

ん

題だ
い

を
課か

す
か
ぐ
や
姫ひ

め

。

C

 

問
題
4   

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

の
つ
づ
き
を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

糙︗︷︘﹖︪
︻︠
︵﹟縦︑︬
䅝﹌︘︶︼㛊︗︗︻⪧﹅︑︴㱃﹋﹏﹖︨
﹋︤
︬

︘︤︤
㛠︳﹠☪︸﹠︬︮
︙︗﹗︳﹘︵

☪︿︵ր﹀︵︸︼䡽︬︬
︘︓奚䧄﹏

︼︮︷︷︰︳︑﹋︤
︬

︘﹑㢆︿﹎︼媅︷䗘︘︷

﹍︤糙︗︷︬︮
︸⮬﹜︘﹙﹟⼆︱﹋︦


㛠︳﹠☪︸﹠︙︘﹑㢆︿﹎︸㛠﹋️︻糑︼輜﹚︡﹏﹟泑

﹘︨︵︘﹑㢆︿﹎︼

Ρ

Σ

﹟︑
︵
﹟﹈

︤
︘
Τ

︤

︵䓮︗﹏︓︠
︵﹏︷︷﹗︪
︻﹋﹋㛠︳﹠︸伊︻﹉︰︳︑﹋︤
︬

虰﹖绹﹠︬︬︤
䅝﹌︘︶︼︘﹑㢆︿﹎︘﹖層﹜︬

﹙︬︢
┭﹂塋︥︻觳︦

﹗︵䣆︳矿︙﹌﹟

㛠︳﹠︸鲱︘︮︑㷺﹑﹋︴戎﹑︘︨
﹋︤
︬

D

ӳΝ

ӳΞ

ӳΟ

ӳΠ

ӳΡ
ӳ
ӳΣ

ӳΤ
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解
答

問
題
1
： 

①
る
（
流
）、
②
つ
（
徒
）、
③
け
（
遣
）。「
名
を
ば
、

さ
る
き
の
み（

造

）

や
つ
こ
と
な
ん（
む
）い

ひ
け
る
」。
＊「
む
」は
、

「
ん
」
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
（
解
説
参
照
）。

問
題
2
： 

④
す
（
春
）、⑤
か
（
可
）、⑥
ゐ
（
為
）、⑦
た
（
多
）。「
三

寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
美
し
う
て
ゐ
た
り
」。

問
題
3
： 

⑧
つ
（
徒
）、⑨
み
（
三
）、⑩
の
（
能
）、⑪
な
（
奈
）。「
月

の
都
の
人
な
り
」。

問
題
4
： 

⑫
お
（
於
）、⑬
き
（
幾
）、⑭
な
（
那
）、⑮
な
（
那
）。「
翁

を
、『
い
と
を（
ほ
）し
、
か
な
し
』」。
＊
「
い
と
を
し
」
の

歴れ
き
史し

的て
き
仮か

名な

遣づ
か
い
は
「
い
と
ほ
し
」（
解
説
参
照
）。

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
で
『
竹
取
物
語
』
の
絵
巻
を
読
む
こ
と
で
、

日
本
の
文
字
表
記
や
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
ふ
れ
る
。

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
、
書
写
・
書
道
、
美
術

問
題
解
説

　
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
は
、「
物

語
の
出
で
来き

は
じ
め
の
祖お
や
」（『
源
氏
物
語
』）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

授
業
で
誰
も
が
一
度
は
習
う
作
品
で
す
。
そ
の
た
め
、
く
ず
し
字

入
門
教
材
と
し
て
も
ぴ
っ
た
り
で
す
。
く
ず
し
字
に
な
じ
み
の
な

い
人
で
も
、
知
っ
て
い
る
あ
ら
す
じ
か
ら
、
答
え
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
で
す
。
ま
た
、
問
題
を
解
い
て
み
る
と
、
教
科

書
と
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
気
づ
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

違
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
本
文
校
訂
の
過
程
や
、
日

本
の
文
字
表
記
や
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
も
、
浅
く
も
深
く
も
ふ
れ

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

 

問
題
1 　
竹
取
の
翁
の
名
前
を
紹
介
す
る
有
名
な
冒
頭
文
で
す
。

答
え
は
「
名
を
ば
、さ
る
き
の
み
や
つ
こ
と
な
ん
い
ひ
け
る
」（
翁

の
名
は
、
讃さ

ぬ
き岐

の
造
み
や
つ
こと

い
っ
た
の
で
あ
る
）
で
す
が
、
傍
線
箇
所
が
、

教
科
書
と
違
っ
て
い
ま
す
。「
さ
る
き
」は
教
科
書
で
は「
さ
ぬ
き
」

と
あ
り
ま
す
が
、昔
の
『
竹
取
物
語
』
に
は
、し
ば
し
ば
「
さ
る
き
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
さ
ぬ
き
」
と
い
う
音
が
訛な
ま
っ

た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
竹
取
物
語
は
奈
良
時
代
以
前
の
飛

鳥
・
藤
原
京
の
時
代
を
舞
台
に
し
て
い
る
た
め
、
地
名
も
大
和
が

中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
代
の
注
釈
書
の
な
か
に

は
、「
さ
ぬ
き
」
は
大や
ま
と
の
く
に

和
国
広
瀬
郡
散さ
ぬ
き吉

郷ご
う

（
現
在
の
奈
良
県
北き
た

葛
か
つ
ら

城ぎ

郡
河
合
町
）か
、と
し
、「
散さ
ぬ
き吉
」と
記
す
も
の
も
あ
り
ま
す
が（『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）、
現
代
の
教
科
書
の
多
く
は
、「
さ
ぬ
き
」

あ
る
い
は
「
讃
岐
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
有
名
な
古
典
作
品
の
冒
頭
文
で
さ
え
、
昔
の
人

が
読
ん
で
い
た
も
の
と
、
現
代
の
私
た
ち
が
目
に
す
る
も
の
と
で

は
異
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
作

品
の
本
文
は
、
多
く
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
校こ
う
訂て
い

（
異
本
と
照
合

し
た
り
語
学
的
に
検
討
し
た
り
し
て
、
よ
り
よ
い
形
に
訂
正
す
る
こ
と
）

さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
小
中
学
生
で
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
高
校
生
以
上
に
は
、
こ
の
よ
う
な
本
文
の
校
訂
に
つ
い
て

も
、
説
明
を
添
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
解
答
箇
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
問
題
文
の
「
な
ん
」

は
、
古
典
文
法
を
習
っ
た
高
校
生
以
上
に
な
る
と
、
気
に
な
る
人

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
科
書
で
は
「
な
む
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
な
む
」
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
「
な
ん
」
と
表
記
さ

れ
ま
し
た
。
文
法
書
に
は
助
動
詞
「
む
・
む
ず
・
け
む
・
ら
む
」
や
、

助
詞
「
な
む
」
な
ど
の
欄
に
は
、括
弧
付
で
「（
な
ん
）」
の
よ
う
に
、

「
ん
」
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
世
の
表
記
を
示
し
て

い
ま
す
。
教
科
書
で
は
作
品
の
成
立
時
期
の
文
法
に
統
一
し
て
い

る
た
め
、
教
科
書
の
『
竹
取
物
語
』
で
は
、「
ん
」
の
表
記
を
見

か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
く
ず
し
字
教
材
は
、

江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
絵
巻
か
ら
作
成
し
て
い
る
た
め
、
後
世
の

表
記
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
く
ず
し
字
教
材
で
古

典
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
日
本
語
の
表
記
の
変
化
に
つ
い
て
も
実

例
を
示
し
つ
つ
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
文
字
の
解
説
で
す
が
、①
は「
る（
流
）」で
す
。
②
は「
つ（
徒
）」

で
少
し
難
し
い
の
で
す
が
、
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

の
「
つ
」
と
覚
え
る
と
良
い

で
し
ょ
う
。
③
は
「
け
（
遣
）」
で
す
が
、「
き
（
幾
）」
と
よ
く
似

て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

 

問
題
2 　
『
竹
取
物
語
』
で
印
象
的
な
場
面
の
一
つ
、
翁
が
竹
の

な
か
に
か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
で
す
。
現
代
で
は
、
竹
の

な
か
で
か
ぐ
や
姫
が
座
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
の
が
一
般
的

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
挿
絵
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
前
期
ま
で

は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
（
例
外
と
し
て
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
チ
ェ
ス
タ
ー・

ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
所
蔵
の
絵
巻
に
は
、
竹
に
入
っ
た
か
ぐ
や
姫
を
翁
が
自

宅
へ
持
ち
帰
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
）。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
挿

絵
の
第
一
場
面
は
、
図
Ａ
の
よ
う
な
、
家
に
連
れ
帰
っ
た
か
ぐ
や

姫
を
籠か
ご

（
あ
る
い
は
箱
）
に
入
れ
て
、
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
が
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見
守
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
挿
絵

の
描
か
れ
方
が
現
代
と
違
う
こ
と
も
、
和
本
を
用
い
る
こ
と
で
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
、「
竹
筒
の
な
か
に
い
る
か

ぐ
や
姫
の
絵
は
、
な
ぜ
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
、
発
展

的
な
問
い
を
示
す
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
く
ず
し
字
問
題
の
答
え
は
、「
三
ず
ん
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」（
三
寸
ば
か
り
の
人
が
、
た
い
そ
う
か

わ
い
ら
し
い
姿
で
そ
こ
に
座
っ
て
い
る
）
で
す
。「
三
寸
」
は
約
九
セ

ン
チ
で
す
が
、『
竹
取
物
語
』
の
な
か
で
、「
三
」
は
特
別
な
意
味

を
持
つ
数
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
発
見
時

の
か
ぐ
や
姫
の
大
き
さ
は
「
三
寸
」、
そ
の
か
ぐ
や
姫
は
「
三
月
」

で
一
人
前
に
成
長
し
、
帝
か
ら
の
求
婚
を
断
っ
て
「
三
年
」
後
に

月
へ
帰
っ
て
行
く
の
で
す
。

　
④
は
「
す
（
春
）」、⑤
は
「
か
（
可
）」
で
す
。
⑤
の
直
前
の
「
は
」

は
漢
数
字
の「
八
」が
字じ

母ぼ
（
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
名
の
元
と
な
っ
た
漢
字
）

で
す
。
⑥
は
「
ゐ
（
為
）」、
⑦
は
「
た
（
多
）」
で
、
い
ず
れ
も
頻

出
の
変
体
仮
名
で
す
。

　
暗
唱
し
て
い
る
人
も
多
い
場
面
で
す
の
で
、
く
ず
し
字
を
見
な

く
て
も
答
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
題
を
解
く
様
子
を
見

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
字じ

母ぼ

も
一
緒
に
答
え
る
問
題
に
変
え
る

な
ど
、
難
易
度
を
調
整
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

問
題
3 　
五
人
の
貴
族
が
か
ぐ
や
姫
へ
求
婚
し
ま
す
が
、
結
婚

の
条
件
と
し
て
課
さ
れ
た
難
題
を
誰
も
果
た
せ
ま
せ
ん
。
帝
か
ら

の
求
婚
に
も
、
か
ぐ
や
姫
は
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
三

年
ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
泣
く
こ
と
が
多
く

な
り
ま
す
。
問
題
は
、
翁
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
か
ぐ

や
姫
が
正
体
を
明
か
す
場
面
で
す
。

　
答
え
は
、「
つ
き
の
み
や
こ
の
人
な
り
」（
月
の
都
の
人
な
の
で
す
）

で
す
。
か
ぐ
や
姫
が
泣
い
て
い
た
の
は
、
八
月
十
五
夜
に
迎
え
が

来
て
、
月
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
し
た
。
⑧
は
「
つ

（
徒
）」
で
②
の
復
習
問
題
で
す
。
⑨
は
「
み
（
三
）」
で
す
が
、「
え

（
衣
）」
に
も
似
て
い
ま
す
ね
。
⑩
は
「
の
（
能
）」
で
頻
出
の
変
体

仮
名
で
す
。
⑪
は
「
な
（
奈
）」
で
す
が
、「
る
（
留
）」
と
間
違
え

や
す
い
で
す
。
似
て
い
る
文
字
が
あ
る
場
合
は
、
文
脈
で
判
断
す

る
こ
と
も
大
切
で
す
。

 
問
題
4 　
月
の
迎
え
が
来
る
こ
と
を
聞
い
た
帝
は
、
兵
で
屋
敷

を
囲
ん
で
守
ら
せ
ま
す
が
、
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
問
題
は
、
翁
と
か
ぐ
や
姫
の
別
れ
の
場
面
か
ら
の
出
題
で
す
。

月
か
ら
迎
え
に
来
た
天て
ん
人に
ん
が
か
ぐ
や
姫
に
天あ
ま
の
羽は

衣ご
ろ
もを
着
せ
る
と
、

か
ぐ
や
姫
に
あ
る
心
の
変
化
が
起
き
ま
す
。

　
答
え
は
、「
お
き
な
を
『
い
と
を
し
、か
な
し
』」（
翁
を「
気
の
毒
だ
、

不
憫
だ
」）
で
す
。
天
の
羽
衣
を
着
た
こ
と
で
人
の
心
を
失
っ
た
か

ぐ
や
姫
は
、翁
を
気
の
毒
に
思
う
気
持
ち
も
な
く
な
り
、天
へ
帰
っ

て
行
き
ま
す
。
⑫
は
「
お
（
於
）」、
⑬
は
「
き
（
幾
）」、
⑭
⑮
は

ど
ち
ら
も
「
な
（
那
）」
で
す
。「
那
」
は
「
礼
」
の
な
ど
と
も
似

て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
解
答
箇
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
問
題
文
に
「
い
と
を
し
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、「
い
と
ほ
し
」
が
歴れ
き

史し

的て
き

仮か

名な

遣づ
か

い
（
平

安
時
代
中
期
、
仮
名
が
成
立
し
た
頃
に
用
い
ら
れ
た
古
文
を
基
準
に
し
た

仮
名
遣
い
）
と
し
て
は
正
し
い
と
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
に
書
物
に
よ
っ
て
仮
名
遣
い
が
異
な
る
こ
と
は
和
本
の
世
界
で

は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
教
科
書
で
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
契け
い

沖ち
ゅ
う

仮か

名な

遣づ
か

い
（
過
去
の
文
献
に

よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
仮
名
遣
い
。
契
沖
の
『
和わ

字じ

正し
ょ
う

濫ら
ん

鈔し
ょ
う』

の
方
式

に
よ
る
も
の
）
が
浸
透
し
た
の
ち
も
、
多
く
の
公
家
た
ち
は
定て
い
家か

仮か

名な

遣づ
か
い
（
鎌
倉
時
代
、
藤ふ
じ

原わ
ら
の
定さ
だ
家い
え
が
定
め
た
と
い
わ
れ
る
）
を
使

い
続
け
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
仮
名
遣
い

を
使
い
分
け
る
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。「
い
と
お
し
」（
定
家
仮

名
遣
い
）、「
い
と
を
し
」（
契
沖
仮
名
遣
い
）、「
い
と
ほ
し
」（
歴
史

的
仮
名
遣
い
）
の
よ
う
に
、
契
沖
仮
名
遣
い
と
歴
史
的
仮
名
遣
い

が
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
く
ず
し
字
教
材
に
よ
っ
て
、

こ
う
い
っ
た
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
離
別
の
場
面
は
、
月
の
使
者
が
館
に
来
る
「
到と
う

来ら
い

図ず

」

と
、
図
Ｄ
の
よ
う
に
、
月
の
使
者
と
と
も
に
か
ぐ
や
姫
が
天
へ
帰

る
「
昇
し
ょ
う

天て
ん

図ず

」
の
い
ず
れ
か
で
描
か
れ
ま
す
。『
竹
取
物
語
』
の

複
数
の
挿
絵
を
比
較
し
て
、
そ
の
違
い
を
考
察
す
る
発
展
的
な
問

い
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
で
、
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ

た
三
巻
三
軸
の
豪
華
な
巻
子
装
の
絵
巻
。『
竹
取
物
語
』
に
は
古

写
本
が
少
な
く
、
底
本
の
詞
書
も
正
し
ょ
う

保ほ
う

三
年
（
一
六
四
六
）
刊
の

整
版
に
近
い
と
さ
れ
ま
す
（
同
館
解
題
）。
教
材
作
成
に
は
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
上
巻

と
下
巻
の
画
像
を
使
用
し
ま
し
た
（https://dl.ndl.

go.jp/pid/1288448

、DOI

：10.11501/1287221

、

10.11501/1287166

）。　
　
　
（
担
当
：
加
藤
弓
枝
）


