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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

看か
ん

板ば
ん

か
ら
文も

字じ

文ぶ
ん

化か

を
学ま

な

ぼ
う
！
①

 

問
題
1   【
町ま

ち

で
見み

る
看か

ん

板ば
ん

】
読よ

め
る
か
な
？

 

問
題
2   【
歴れ

き

史し

資し

料り
ょ
う

に
描え

が

か
れ
た
看か

ん

板ば
ん

】
次つ

ぎ

の
ペ
ー
ジ
の
資し

料り
ょ
う

の
「
昔む

か
し

の
看か

ん

板ば
ん

」
を
、

 

ヒ
ン
ト
を
参さ

ん

考こ
う

に
し
な
が
ら
グ
ル
ー
プ
で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

椩

①②

 

問
題
3   

現げ
ん

代だ
い

の
看か

ん

板ば
ん

が
「
く
ず
し
字じ

」
で
書か

か
れ
て
い
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、 

効こ
う

果か

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

 

問
題
4   

店て
ん

舗ぽ

看か
ん

板ば
ん

を
考か

ん
が

え
よ
う
。

ӱふ﹔︤︓⾰︿﹠⺣﹎︑﹫س︤طج
︑︬آطد﹑Ⲕ︓︠冈︘

ӱ沇︘﹠党︽﹠︸傇︘︬
︑个﹏㯫︥
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『東海道五十三次』草津
（中央上部に看板があります）

⬇

看か
ん

板ば
ん

か
ら
文も

字じ

文ぶ
ん

化か

を
学ま

な

ぼ
う
！
②

2  

草く
さ

津つ

１  
戸と

塚つ
か

『東海道五十三次』戸塚（左上に
看板があります）

⬇

3  

鞠ま
り

子こ

『東海道五十三次』鞠子（中央下部に看板があります）

⬇

あ
る
商

し
ょ
う

品ひ
ん

を
専せ

ん

門も
ん

に
売う

る
店み

せ

で
す
。
一ひ

と

文も

字じ

目め

だ
け
、
先さ

き

ほ

ど
の
看か

ん

板ば
ん

読よ

み
活か

つ

動ど
う

を
振ふ

り
返か

え

っ
て
み
よ
う
。

ヒ
ン
ト

①
全ぜ

ん

部ぶ

で
五ご

文も

字じ

で
す
。
②
商し

ょ
う

品ひ
ん

名め
い

が
入は

い

っ
て
い
ま
す
。

③
二に

字じ

目め

に
は
濁だ

く

点て
ん

が
つ
い
て
い
ま
す
。
④
三さ

ん

・
四よ

字じ

目め

が

商し
ょ
う

品ひ
ん

名め
い

で
す
。
絵え

を
よ
く
見み

て
み
ま
し
ょ
う
。

ヒ
ン
ト

①
全ぜ

ん

部ぶ

で
七な

な

字じ

書か

い
て
あ
り
ま
す
。
②
一い

ち

字じ

目め

は
漢か

ん

字じ

の

「
名
」
で
す
。
③
二に

字じ

目め

は
濁だ

く

点て
ん

が
つ
い
て
い
ま
す
。
④
六ろ

く

字じ

目め

は
「
繰く

り
返か

え

し
」
を
表あ

ら
わす
記き

号ご
う

「
ゝ
」
で
す
。
⑤
七な

な

字じ

目め

は
漢か

ん

字じ

で
す
。

ヒ
ン
ト
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教えるための手引き

解
答

問
題
1　
①
生
そ
ば　
②
こ
ん
ぶ

問
題
2　
1 

戸
塚
…
こ
め
や　
2 

草
津
…
う
ば
も
ち
や

 
3 
鞠
子
…
名
物
と
ろ
ゝ
汁

問
題
3
・
4　
解
答
例
：
歴
史
が
あ
る
、
和
風
、
老
舗
、
高
級
、

信
頼
感
、
奇
抜
な
ど
。

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
歴
史
資
料
に
あ
る
く
ず
し
字
に
よ
る
看
板
文
字
を
解
読

し
、
看
板
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
効
果
的
に
文
字
を
書

く
。

時
間
配
分
：
く
ず
し
字
解
読
50
分
、
看
板
効
果
を
考
え
、
看
板
文

字
の
創
作
原
稿
作
成
50
分
、
看
板
文
字
制
作
50
分

対
象
教
科
・
学
年
：
国
語
（
書
写
）・
中
学
校
3
年

解
説

　
江
戸
期
浮
世
絵
作
品
の
中
で
著
名
と
言
わ
れ
る
、
歌う
た
川が
わ
広ひ
ろ
重し
げ

『
東と
う
海か
い
道ど
う
五ご

十じ
ゅ
う
三さ
ん
次つ
ぎ
』
五
五
枚
の
中
に
は
看
板
が
描
か
れ
て
い
る

絵
が
神
奈
川
宿
ほ
か
全
部
で
七
枚
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
比

較
的
読
み
や
す
い
字
で
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
三
枚
を
抽
出

し
ま
し
た
。
戸
塚
・
鞠
子
・
草
津
の
三
枚
で
す
。

 

問
題
1 　
問
題
1
で
は
、
く
ず
し
字
解
読
の
ハ
ー
ド
ル
を
下

げ
、
ま
た
現
代
で
も
く
ず
し
字
看
板
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

さ
せ
る
た
め
に
「
生
そ
ば
」「
こ
ん
ぶ
」
の
二
枚
を
使
用
し
ま
し

た
。
特
に
「
生
そ
ば
」
は
現
代
で
も
多
く
見
ら
れ
る
書
体
で
す
の

で
、
生
徒
た
ち
に
も
な
じ
み
が
深
い
と
思
い
ま
す
。

 

問
題
2 　
問
題
2
で
い
よ
い
よ
東
海
道
五
十
三
次
に
描
か
れ
て

い
る
看
板
の
解
読
学
習
に
な
り
ま
す
。

①
戸
塚　
正
解
は
「
こ
め
や
」
で
す
が
、「
こ
」
は
「
古
」
の
く

ず
し
字
で
あ
り
、
問
題
1
で
読
ん
で
い
る
の
で
、「
め
」「
や
」
が

難
な
く
読
め
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
最
初
に
読
む
字
と
し
て
は
易

し
い
と
思
い
ま
す
。

②
草
津　
画
像
中
央
上
部
の
看
板
に
「
う
ば
も
ち
や
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
「
姥う
ば

ヶが

餅も
ち

」
と
い
う
名
で
名
物
に
な
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
看
板
の
解
読
も
や
や
難
し
い
の
で
ヒ
ン
ト

を
用
意
し
ま
し
た
。「
全
部
で
五
文
字
で
あ
る
」「
食
品
名
が
三
・

四
字
目
に
入
っ
て
い
る
」「
二
字
目
に
は
濁
点
が
付
い
て
い
る
」

等
で
す
。
こ
の
絵
の
場
合
、
純
粋
に
く
ず
し
字
を
解
読
さ
せ
て
も

い
い
の
で
す
が
、絵
の
部
分
も
参
考
に
な
り
ま
す
。店
舗
内
の
人
々

の
様
子
を
観
察
す
る
と
、
餅
を
こ
ね
た
り
、
食
べ
た
り
し
て
い
る

人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
情
報
が
く
ず
し
字
解
読
の
推

理
材
料
と
な
り
ま
す
。
浮
世
絵
教
材
を
使
用
す
る
こ
と
の
面
白
さ

は
、
字
だ
け
で
な
く
こ
の
よ
う
に
絵
の
部
分
も
参
考
に
な
る
こ
と

で
す
。
国
語
の
学
習
の
意
義
か
ら
す
れ
ば
「
言
葉
」
に
こ
だ
わ
る

べ
き
な
の
で
す
が
、
最
近
は
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
画
像
や

動
画
も
教
材
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
学
び
も
味
わ
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

③
鞠
子　
画
像
中
央
の
店
舗
に
立
て
か
け
て
あ
る
看
板
「
名
ぶ
つ

と
ろ
ゝ
汁
」
を
教
材
と
し
ま
し
た
。
こ
の
解
読
は
漢
字
仮
名
交
じ

り
な
の
で
、
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
た
方
が
、
楽
し
く
取
り
組
め
る
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、「
全
部
で
七
字
書
い
て
あ
る
」「
一
字
目
は
漢

字
の
『
名
』
で
あ
る
」「
二
字
目
に
は
濁
点
が
付
い
て
い
る
」「
六

字
目
は『
繰
り
返
し
』を
表
す
記
号
で
あ
る『
ゝ
』」で
あ
る
」「
七

字
目
は
漢
字
で
あ
る
」
等
で
す
。
こ
の
段
階
か
ら
グ
ル
ー
プ
で
協

力
し
合
っ
て
解
読
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
こ
の
「
鞠
子
宿
」
絵
に
は
看
板
が
さ
ら
に
一
つ
、
ま
た

障
子
紙
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
二
カ
所
に
も
く
ず
し
字
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
画
像
向
か
っ
て
左
側
の
看
板
は
「
御お

ち
や
つ
け
（
お
茶

漬
け
）」、
右
側
の
障
子
紙
に
は
「
酒
さ
か
な
」「
御お

茶ち
ゃ

漬づ
け

」
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
三
枚
の
浮
世
絵
ワ
ー
ク
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
生
徒

へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
材
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
解
読
終
了
後
は
、
こ
の
よ
う
な
く
ず
し
字
看
板
が
現
代

に
も
あ
っ
た
場
合
の
効
果
や
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
の
学
習
に
お
け
る
、
く
ず
し
字
が
江
戸
時
代
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
の
実
感
に
基
づ
き
、
そ
れ
が
現
代
に
あ
っ
た
場
合
の

効
果
や
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
は
自
分
で
く
ず
し
字
看
板
が
ふ
さ
わ
し
い
商

品
や
店
舗
を
考
え
て
、
看
板
文
字
を
制
作
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
歌
川
広
重
（
初
代
）
が
、
江
戸
日
本
橋

か
ら
京
三
条
大
橋
に
い
た
る
「
東
海
道
五
拾
三
次
」
の
各
宿
駅

に
当
て
て
描
い
た
名
所
・
風
景
・
風
俗
絵
の
大お
お

錦に
し
き

横
判
五
五

枚
揃ぞ
ろ

い
か
ら
成
る
。
こ
れ
以
前
に
も
「
東
海
道
五
十
三
次
」
は

描
か
れ
た
が
、
大
判
横
と
い
う
大
き
さ
で
全
五
五
枚
完
結
し
た

の
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
が
最
初
で
あ
る
。（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
解
題
よ
り
）
底
本
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は

次
の
通
り
。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/1307523?tocOpened=1

（
担
当：永
吉
寛
行
）


