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中
級

点

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

㛠︳﹠侲︥㛠殷

┕ة⺀سطب� �٬�٬�

焜️︻楃︬︻︘﹗﹈︻䉚︑﹈︻莤︵﹋﹟️
﹖﹌

┖ة⺀سظث� �٬�

﹜︙輜﹚︠﹏䣆︴︼ꦴ︱︸︹﹙︱︱

㱲﹌︻﹗︻焜️楃︬﹠﹉︻鲱︘︮︸️
﹘♯︘﹗︻㵔︠㶴﹑︴㳭︺

︻︧榙︽﹠﹟︤
︳

︑︬
﹖㶴﹑剱︺︻禧️﹌乽︘︬︙盥﹖️︑︻︴︪
︻禧️﹌汘﹎︘﹖㛍﹕ꦴ︱︙虰︗

︳︮焍︻泑撌﹏︻︻载︴︪︼彰︹﹙︳︑﹘﹕

＊
百ひ

ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
最さ

い

初し
ょ

の
歌う

た

。

⩕قب烅ح氬خإ┉قز☔ةظش꺙عث

ӳΖ
ӳΗ

ӳΘ

ӳΙ
ӳΚ

ӳΛ

A
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年　

 
 

組　

 
 

番

名前

❆

ӳΖ

ӳΗ

ӳΘ

䈂︿﹚

﹃
Ζ

﹟
⯤﹋﹅
Η

︗
鿿﹑︤
❆︼

䣆︳

﹟
︻
Θ

︤

﹜
︙
輜﹚︠﹏

︴
︼
ꦴ︱

︸
︹
﹙
︱
﹦

Ι

Κ

㛠
❆⪕

搴㵛
㝞
Λ

䄃
ր

 

問
題
1   

①
〜
③
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

 

問
題
2   

④
〜
⑥
の
く
ず
し
字じ

の
も
と
の
漢か

ん

字じ

（
字じ
母ぼ
）
を
プ
リ
ン
ト
か
ら
探さ

が

し
て
み
よ
う
。

㰄غرا̝

❆

ӳΙ

ӳΚ

ӳΛ
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中
級

点

䌚﹕︤㯣︤⪼︷︑釙﹠︤晠︻︓

┕ة⺀سطب� �٬�٬�

晞︻祻﹕碵︕︺︽碵︕︺︷︙﹖﹅︽

┖ة⺀سظث� �٬�

︻︤﹃﹘︠
︵︻䍡﹗﹏︫
﹘︦

⽎︑︻︮﹕碵︬︕︳︤
﹋︓︷﹖碵︬︕︳︗﹙︠
︻﹋﹋椩︑︬
︷

﹖︽䔱︑︠䑤︡︠
﹚﹟︠

﹖︕﹘奚䧄﹏

︙︮䍡﹕﹜︰︳︤
﹋︑☪︿︵汘﹎︸︱﹕

︓︸︷﹘︵㍙﹋︠﹘︘﹖

＊
後ご

白し
ら

河か
わ

天て
ん

皇の
う

の
第だ

い

三さ
ん

皇こ
う

女じ
ょ

。
出し

ゅ

家っ
け

し
て
一い

っ

生し
ょ
う

独ど
く

身し
ん

を
通と

お

し
た
が
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定さ
だ

家い
え

と
は
恋こ

い

仲な
か

だ
っ
た
と
も
伝つ

た

わ
る
。

⩕قب烅ح氬خإ┉قز☔ةظش꺙عث

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

ӳΜ

ӳΝӳΞ
ӳΟ
ӳΠ
ӳΡ

ӳ

ӳΣ

ӳΤ

B
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年　

 
 

組　

 
 

番

名前

 

問
題
4   

⑬
〜
⑮
の
く
ず
し
字じ

の
も
と
の
漢か

ん

字じ

（
字じ
母ぼ
）
を
プ
リ
ン
ト
か
ら
探さ

が

し
て
み
よ
う
。

︬
﹋
Μ

鶌️

﹂

︻

︻
Ο
Π


Ρ

︽

Ν➜

Ξ个

︤
︻
﹃
﹘
◛︵︠

︻
﹕
︼
﹗
﹏
︫
︦
﹘



╹
┭
Σ

╹
┮
⪕
⮳
壷
傏
Τ
Σ

 

問
題
3   

⑦
〜
⑫
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

ӳ

ӳΣ

ӳΤ

ӳΜ

ӳΝ

ӳΞ

ӳΟ
ӳΠ

ӳΡ
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
た
（
多
）」、
②
「
に
（
尓
）」、
③
「
ば
（
者
）」

問
題
2
：
④
「
王
」、
⑤
「
可
」、
⑥
「
連
」

問
題
3
：
⑦
「
に
（
尓
）」、
⑧
「
た
よ
り
（
多
与
利
）」、

 

⑨
「
ふ
み
（
不
三
）」、
⑩
「
な
（
奈
）」、

 

⑪
「
が
（
可
）」、
⑫
「
れ
（
連
）」

問
題
4
：
⑬
「
志
」、
⑭
「
留
」、
⑮
「
春
」

教
材
に
つ
い
て

ね 

ら 

い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
古
典
を
用
い
た
〈
遊
び
〉

に
つ
い
て
考
え
る
。

時
間
配
分
：
5
分
（『
百
人
一
首
』
の
説
明
）

 

　
15
分
（
問
題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）

対
象
教
科
：
国
語
、
社
会
、
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
教
材
は
、
幕
末
の
嘉か

永え
い

五
年
（
一
八
五
二
）
一
〇

月
に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
勧か
ん

善ぜ
ん

堂ど
う

春し
ゅ
ん

水す
い

著
『
教
き
ょ
う

歌か

道ど
う

化け

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ
』（
中
ち
ゅ
う
本ほ
ん
一
冊
）
で
す
。

 

問
題
1 　
例
の
「
ハ
」
は
「
は
」
と
な
り
ま
す
。
字じ

母ぼ

は
「
八
」。

①
は
「
た
」
で
字
母
は
「
多
」。「
た
（
多
）」
は
く
ず
し
字
一
覧

表
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ひ
ら
が
な
の
「
さ
」
の
横
線
が
な
い
よ

う
な
形
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
②
「
に
（
尓
）」
も
頻

出
の
く
ず
し
字
で
す
。
ひ
ら
が
な
の
「
ふ
」
と
間
違
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、「
ふ
」
の
よ
う
に
一
画
目
が
右
下
に
書
か
れ
ず
、

左
下
に
書
く
と
こ
ろ
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。
③
の
「
ば
」
は
「
者
」

が
字
母
の
「
は
」
に
濁
点
。
漢
文
の
授
業
で
「
者
」
を
「
は
」
と

読
む
こ
と
を
学
習
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

問
題
2 　
④
の
字
母
は
「
王
」。
日
本
で
は
「
お
う
」
と
読
む

「
王
」
は
中
国
語
で
は
も
と
も
と
「
わ
ん
」
の
発
音
で
、
江
戸
時

代
で
も
ふ
り
が
な
は「
わ
う
」と
記
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
わ
」

と
読
ま
れ
ま
す
。
⑤
は
「
可
」。
小
さ
い
「
の
」
に
見
え
る
た
め
、

「
の
」
と
間
違
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
⑥

は
「
連
」、
こ
の
字
母
も
頻
出
し
ま
す
。

　
図
Ａ
の
歌
に
つ
い
て
、「
広
ぶ
た
」
は
広ひ
ろ

蓋ぶ
た

盆ぼ
ん

と
呼
ば
れ
る
浅

い
お
盆
で
、
料
理
な
ど
を
乗
せ
ま
す
。
そ
の
広
蓋
盆
を
前
に
し
て

お
酌
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
衣
の
袖
が
濡
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
歌
意
が
面
白
い
か
ど
う
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
と
関
わ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生
活
の
一
場
面
を
『
百
人
一
首
』
の
下
の

句
「
わ
が
衣
で
は
つ
ゆ
に
ぬ
れ
つ
つ
」
に
合
う
よ
う
に
、
上
の
句
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を
詠
み
込
む
工
夫
が
見
え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
古
典
の
『
百

人
一
首
』
を
生
活
の
一
部
に
取
り
入
れ
て
〈
遊
び
〉
を
楽
し
ん
で

い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
⑦
は
先
述
の
②
と
同
じ
で
す
。
⑧
の
「
便
」
に
つ
く

ふ
り
が
な
は
「
た
よ
り
」
で
す
。「
た
（
多
）」
の
み
が
現
代
で
使

用
さ
れ
る
ひ
ら
が
な
の
字
母
と
異
な
り
ま
す
。
⑨
の
「
ふ
み
」
の

「
み
（
三
）」
は
現
代
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
字
母
で
す
。
⑩
の
「
な
」

は
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
字
母
は
同
じ
も
の
の
、
現
代
の
「
る
」
と

似
て
い
る
の
で
間
違
え
や
す
い
字
体
で
す
。
見
分
け
る
方
法
と
し

て
は
、
現
代
の
「
る
」
の
下
の
丸
い
部
分
が
大
き
く
書
か
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
⑪
は
先
述
の
⑤
と
同
じ
、
⑫
も
⑥
と
同
じ
く
ず

し
字
で
す
。

 

問
題
4 　
⑬
の
字
母
は
「
志
（
し
）」
で
す
。
こ
の
字
母
は
明
治

時
代
の
活
字
印
刷
本
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
⑭
は
現
代
の
ひ
ら
が
な

と
同
じ
字
母
の
「
留
」。
⑮
の
字
母
は
「
春
」。
現
代
日
本
語
で
は

「
し
ゅ
ん
」
と
読
み
ま
す
が
、
中
国
語
に
「
す
ん
」
の
音
が
あ
る

こ
と
か
ら
「
す
」
と
読
ま
れ
ま
す
。

　
図
Ｂ
に
は
、
派
手
な
笄
こ
う
が
いを
差
し
た
女
性
と
猫
が
描
か
れ
て
お
り
、

彼
女
は
遊
女
と
思
わ
れ
ま
す
。
歌
に
は
、
た
ま
に
し
か
来
な
い
想

い
人
か
ら
の
手
紙
が
長
い
た
め
、
堪
え
忍
ぶ
心
が
弱
っ
て
し
ま
う

と
い
う
気
持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
元
祖
の
和
歌
と
は
少
々
趣

が
異
な
る
江
戸
風
の
歌
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
『
百
人
一
首
』
は
現
代
で
も
教
科
書
や
カ
ル
タ
な
ど
を
通
し
て

親
し
ま
れ
る
古
典
文
学
で
す
が
、
日
本
で
最
も
広
く
読
ま
れ
、
数

多
く
出
版
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
で
し
た
。
今
回
扱
っ
た
『
教
歌

道
化
百
人
一
首
』（
底
本
は
三
宅
宏
幸
所
蔵
本
）
は
、『
百
人
一
首
』

の
上
の
句
を
当
世
風
の
狂
句
に
変
え
、
下
の
句
は
そ
の
ま
ま
生
か

し
、
面
白
お
か
し
い
教
訓
歌
に
仕
立
て
た
狂
歌
百
人
一
首
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た
上
の
句
の
解
釈
を
考
え
る
際

に
、
下
の
句
が
解
答
者
の
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
取
り
上
げ
た

二
首
は
、
小
学
校
三
〜
四
年
生
の
検
定
教
科
書
を
参
考
に
し
ま
し

た
の
で
、「
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
生
徒
の
反
応
が
返
っ
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
詳
細
は
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
4
）
―
教
科

書
教
材
と
し
て
の
『
百
人
一
首
』
か
ら
『
教
道
道
化
百
人
一
首
』

へ
―
」（
203
頁
に
書
誌
を
記
載
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）


