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初
級

点

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1   
Ａ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

㵔︠载︴︪꣥︿︷䏃︙︬
僩﹉﹠︵︼姁︕䢚︶佡︥♟︑︭︻㵔︠载︴︪曻﹠㎳︑︣︻﹏︻︻﹏︵︸

︷︰︬
輜︑傮﹂︻㍞︧劈﹠️ꢷ﹒︤︓︴︦
䎥︵︓佡︥︻☪︿︵︙ُئجصزءئ﹪ج

︵︤
︳泈︷︙﹎︳咤︻︬

﹠︭︤
﹗㵔︠载︴︪﹟✅︱﹘ꡡ︑︢︸㍞︧劈﹠️遚︑︨✅︢︻⸾﹠︢絳︓︠︸︤

﹗︬︤
﹋︤
︬

＊
ぢ
…
小こ

袖そ
で

の
地じ

色い
ろ

。「
ぢ
」
の
次つ

ぎ

に
は
色い

ろ

名め
い

が
書か

か
れ
、

こ
の
小こ

袖そ
で

の
下し

た

地じ

を
何な

に

色い
ろ

に
染そ

め
る
の
か
を
指し

示じ

し

て
い
る
。「
地じ

」
と
漢か

ん

字じ

で
書か

か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

＊
白
…
こ
の
小こ

袖そ
で

は
二に

色し
ょ
くの

染そ

め
分わ

け
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
一い

っ

色し
ょ
くは
白し

ろ

が
指し

定て
い

さ
れ
て
い
る
。

＊
の
…
も
と
の
字じ

は
「
能
」。（
現げ

ん

代だ
い

の
「
の
」
は
「
乃
」）。

＊
も
や
う
…
「
模も

よ
う様

」
の
こ
と
。

ぢ＊

白＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

の＊

も＊

や
う

Ζ

Η

���

ӳΖӳΗ

A

　
　
　

  

②
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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年　

 
 

組　

 
 

番

名前

 

問
題
2   

B
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

ぢ＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の＊

も＊

や
う

Θ
Ι

＊
ぢ
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

＊
の
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

＊
も
や
う
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

ӳΘӳΙ

B

　
　
　

  

④
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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初
級

点

 

問
題
3   
Ａ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

ぢ＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
の＊

も＊

や
う

Ζ
Η

＊
ぢ
…
小こ

袖そ
で

の
地じ

色い
ろ

。「
ぢ
」
の
次つ

ぎ

に
は
色い

ろ

名め
い

が
書か

か

れ
、
こ
の
小こ

袖そ
で

の
下し

た

地じ

を
何な

に

色い
ろ

に
染そ

め
る
の
か
を

指し

示じ

し
て
い
る
。「
地じ

」
と
漢か

ん

字じ

で
書か

か
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

＊
の
…
も
と
の
字じ

は「
能
」。（
現げ

ん

代だ
い

の「
の
」は「
乃
」）。

＊
も
や
う
…
「
模も

よ
う様
」
の
こ
と
。

㵔︠载︴︪꣥︿︷䏃︙︬
僩﹉﹠︵︼姁︕䢚︶佡︥♟︑︭︻㵔︠载︴︪曻﹠㎳︑︣︻﹏︻︻﹏︵︸

︷︰︬
輜︑傮﹂︻㍞︧劈﹠️ꢷ﹒︤︓︴︦
䎥︵︓佡︥︻☪︿︵︙ُئجصزءئ﹪ج

︵︤
︳泈︷︙﹎︳咤︻︬

﹠︭︤
﹗㵔︠载︴︪﹟✅︱﹘ꡡ︑︢︸㍞︧劈﹠️遚︑︨✅︢︻⸾﹠︢絳︓︠︸︤

﹗︬︤
﹋︤
︬

ӳΖӳΗ

C

　
　
　

  

②
に
は
漢か
ん

字じ

が
三さ
ん

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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年　

 
 

組　

 
 

番

名前

 

問
題
4   

B
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

地＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
の＊

も＊

や
う

Θ
Ι

＊
地じ

…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

＊
の
…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

＊
も
や
う
…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

ӳΘӳΙ

D

　
　
　

  

④
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
あ
さ
き
（
安
左
幾
）」

 
②
「
な
す
の
よ
（
奈
寸
能
与
）
一
」

問
題
2
：
①
「
み
る
ち
や
（
美
留
知
也
）」

 

②
「
た
つ
た
（
堂
川
多
）
川
」

問
題
3
：
①
「
う
こ
ん
（
宇
己
兂
）」

 

②
「
井
つ
ゝ
の
（
川
ゝ
乃
）
文
字
」

問
題
4
：
①
「
あ
さ
き
（
安
左
幾
）」

 

②
「
か
ま
き
り
（
可
満
幾
利
）
山
」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
当
時
の
庶
民
の
衣
服
と
、

生
活
文
化
や
古
典
と
の
関
係
を
知
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
25
分
、
授
業
時
間
5
分
（
く
ず
し
字
の
説
明
）、

問
題
を
解
く
時
間
20
分
（
問
題
1
・
2
）

対
象
教
材
：
国
語
、
書
写
・
書
道
、
社
会
、
家
庭
（
被
服
）

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
問
題
は
、
江
戸
時
代
の
小こ

袖そ
で
雛ひ
な
形が
た
本ぼ
ん
で
す
。
小
袖

と
は
、
現
代
の
「
き
も
の
」
の
も
と
と
な
っ
た
衣
服
で
す
。
そ
の

小
袖
の
図
案
集
で
あ
る
小
袖
雛
形
本
は
、
当
時
の
人
々
が
、
現
代

人
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
を
眺
め
る
よ
う
に
楽
し
ん
だ
り
、
小
袖
図

案
製
作
の
参
考
資
料
と
し
て
活
用
し
た
り
し
た
「
ス
タ
イ
ル
ブ
ッ

ク
」
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
前

半
の
約
一
五
〇
年
間
に
、
お
よ
そ
一
七
〇
〜
一
八
〇
種
刊
行
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
匠
を
凝
ら
し
た
小
袖
の
雛
形
図
が
描

か
れ
て
お
り
、
空
白
欄
に
は
色
や
工
法
、
ま
た
描
か
れ
た
模
様

に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
寛か
ん

文ぶ
ん

七
年

（
一
六
六
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
新し
ん

撰せ
ん

御お

ひ
い
な
が
た
』
か
ら
、
小

袖
図
右
下
に
地
色
、
左
下
に
模
様
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
問

題
と
し
て
選
び
ま
し
た
。

発
展
学
習

① 

地
色
に
指
定
さ
れ
て
い
る
色
に
つ
い
て
調
べ
る
。

② 

図
案
の
題
材
に
つ
い
て
調
べ
る
。

 

問
題
1 　
「
ぢ
」
と
は
地
色
を
指
し
、
こ
の
小
袖
は
白
と
、
①

の
正
解
「
あ
さ
き
」
の
二
色
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字

で
は
濁
音
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
あ
さ
き
」
は

「
浅あ
さ
葱ぎ

」
色
の
こ
と
で
す
。
浅
葱
と
は
、
淡
く
緑
み
が
か
っ
た
青

色
で
、
新
撰
組
の
羽
織
の
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用
さ

れ
て
い
る
文
字
は
、「
あ
」
は
「
安
」、「
さ
」
は
「
左
」、「
き
」
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は
「
幾
」
と
、
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
お

り
、
ほ
ぼ
今
の
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
読
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

②
は
「
な
す
の
よ
一
」
が
正
解
で
す
。「
す
」
と
「
よ
」
は
普
段

使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
「
寸
」と
「
与
」が
も
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。「
な
」
も
現
代
と
同
じ
「
奈
」
を
く
ず
し
て
い
ま
す
が
、

一
画
目
か
ら
最
後
ま
で
が
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
少
し
わ
か
り

づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
の
」
の
字
母
は
「
能
」
で
す
（
現
代

の
字
は「
乃
」が
も
と
で
す
）。
全
体
を
続
け
て
読
む
と
、「
地
白
浅
葱
」

「
那な

須す
の

与よ

一い
ち

の
模
様
」
と
な
り
ま
す
。
図
案
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
、
無
地
の
部
分
を
白
、
波
の
部
分
を
青
色
系
の
浅
葱
で
染
め
る

こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
那
須
与
一
は
『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』

に
も
登
場
す
る
弓
の
名
手
で
す
。
こ
の
図
案
は
、
屋や

島し
ま

の

合か
っ

戦せ
ん

で
、
平
家
側
が
竿さ
お

の
先
に
立
て
た
扇
を
射
落
と
す
よ
う
に
挑

発
し
た
の
に
対
し
、
源
氏
側
の
那
須
与
一
が
そ
れ
を
見
事
に
射
落

と
し
た
場
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
矢
が
当
た
り
、
は
ら
は
ら
と
波

間
に
落
ち
る
扇
が
大
胆
に
描
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
版は
ん

本ぽ
ん

が
普
及
し
、

こ
の
雛
形
本
が
刊
行
さ
れ
た
十
七
世
紀
後
半
ご
ろ
に
は
庶
民
の
間

で
も
『
平
家
物
語
』
が
読
ま
れ
、
こ
の
図
か
ら
そ
れ
を
類
推
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
2 　
問
題
1
同
様
、
こ
の
小
袖
の
地
色
は
③
の
正
解
「
み

る
ち
や
」
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
み
る
ち
や
」
は
「
海み

松る

茶ち
ゃ
」

色
の
こ
と
で
、
褐
色
が
か
っ
た
海
藻
の
海
松
の
様
な
色
（
茶
色
味

を
帯
び
た
深
緑
）で
す
。
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
み
」は
「
美
」、

「
る
」
は
「
留
」、「
ち
」
は
「
知
」、「
や
」
は
「
也
」
と
、
す
べ

て
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
④
は

「
た
つ
た
川
」
が
正
解
で
す
。「
た
つ
た
」
と
二
回
「
た
」
が
出
て

き
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
が
違
い
ま
す
ね
。
最
初
の
「
た
」
は

「
堂
」、
次
は
「
多
」
を
く
ず
し
た
も
の
で
す
。
現
在
の
「
た
」
は

「
太
」
を
く
ず
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
「
堂
」「
多
」
を
く
ず
し

た
文
字
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。「
つ
」
は
「
川
」
を
く
ず
し
た
も

の
で
す
が
、
現
在
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
も
、
こ
の
「
川
」
が

さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
文
字
と
な
り
ま
す
。「
た
つ
た
川
」
と
は
、

紅
葉
の
名
所
と
知
ら
れ
る
奈
良
県
生い

駒こ
ま

山
地
を
流
れ
る
竜た
つ

田た

川が
わ

の

こ
と
で
、
歌
枕
と
し
て
数
々
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
流
水

に
流
さ
れ
る
紅
葉
の
図
か
ら
、
庶
民
で
も
竜
田
川
を
想
起
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
「
ぢ
」
と
は
地
色
を
指
し
、
こ
の
小
袖
の
「
地
色
」
は
、

①
の
正
解
「
う
こ
ん
」
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
う
こ
ん
」
色
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教えるための手引き

と
は
赤
み
の
あ
る
鮮
や
か
な
黄
色
の
こ
と
で
、「
鬱
金
」
と
書
き

ま
す
。鬱
金
は
シ
ョ
ウ
ガ
科
の
多
年
草
で
、現
代
で
も
タ
ー
メ
リ
ッ

ク
と
い
う
名
で
カ
レ
ー
粉
な
ど
の
色
付
け
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
う
」
は
「
宇
」、「
こ
」
は
「
己
」、「
ん
」

は
「⩓
」
と
、
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い

る
ま
す
。
②
は
「
井
つ
ゝ
の
文
字
」が
正
解
で
す
。「
つ
」は
「
川
」

で
、
普
段
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
が
も
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
次
の
「
ゝ
」
は
、
そ
の
直
前
の
文
字
を
繰
り
か
え
す

踊
り
字
で
す
の
で
、「
つ
」
を
重
ね
ま
す
。「
の
」
も
現
代
の
ひ
ら

が
な
と
同
じ「
乃
」を
く
ず
し
て
い
ま
す
。
全
体
を
続
け
て
読
む
と
、

「
地
う
こ
ん
」「
井
つ
ゝ
の
文
字
の
も
や
う
」
と
な
り
ま
す
。
図
案

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
小
袖
の
中
心
に
大
き
く
「
井い

筒づ
つ

」
の
文

字
が
あ
り
、
説
明
通
り
「
井
筒
の
文
字
の
模
様
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。で
は
、こ
の
井
筒
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。「
井
筒
」

の
文
字
と
と
も
に
、
波
と
紅
葉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
図
案
が
『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』

二
三
段
の
「
風
吹
け
ば
沖
つ

白
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
が
詠
ま
れ
た

場
面
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

版
本
の
普
及
に
よ
り
、
庶
民
の
間
で
も
『
伊
勢
物
語
』
が
読
ま
れ
、

経
済
力
を
持
っ
た
町
人
が
、
こ
の
様
な
「
謎
解
き
」
を
小
袖
に
表

し
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
4 　
問
題
3
同
様
、
こ
の
小
袖
の
地
色
は
③
の
正
解
「
あ

さ
き
」
で
す
。「
あ
さ
き
」
は
「
浅
葱
」
色
の
こ
と
で
、
淡
く
緑

み
が
か
っ
た
青
色
で
す
。
使
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
あ
」

は
「
安
」、「
さ
」
は
「
左
」、「
き
」
は
「
幾
」
と
、
現
代
の
ひ
ら

が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
、
読
み
や
す
い
で
す

ね
。
④
は
「
か
ま
き
り
山
」
が
正
解
で
す
。「
き
」
は
「
幾
」、「
り
」

は
「
利
」で
現
在
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
が
も
と
で
す
が
、「
か
」

は
「
可
」、「
ま
」
は
「
満
」
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。（
現
在
の
「
か
」

は
「
加
」、「
ま
」
は
「
末
」
を
く
ず
し
て
い
ま
す
）。
全
体
を
続
け
て

読
む
と
「
地
あ
さ
き
」「
か
ま
き
り
山
の
も
や
う
」
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、「
か
ま
き
り
山
」
と
は
何
で
し
ょ
う
。
図
を
見
る
と
、
か

ま
き
り
の
乗
っ
た
山だ

車し

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
昆
虫
の
カ
マ
キ

リ
で
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
山
車
と
の
関
係
は
、「
蟷と
う

螂ろ
う

山や
ま

」

で
調
べ
る
と
、
そ
れ
が
京
都
の
祇ぎ

園お
ん

祭ま
つ
りの

山
車
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
様
に
、
地
方
の
祭
り
の
光
景
な
ど
も
模

様
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
の
時
代
の
小
袖
の

模
様
の
面
白
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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教
材
解
説　

　

教
材
は
、『
新
撰
御
ひ
い
な
が
た
』
の
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
版
を
使
用
し
ま
し
た
。（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
／

DOI

：10.11501/2541138

／https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/2541138

） 
こ
の
雛
形
本
は
、
版
行
さ
れ
た
小
袖
雛
形
本
の
中

で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
刊
の
『
新
撰
御
ひ

い
な
が
た
』
の
改
訂
版
で
す
。
寛
文
六
年
版
と
七
年
版
は
、
一
五

図
の
相
違
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
版
も
極
め
て
大
柄
な
図

案
が
二
〇
〇
図
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
題
材
は
単
に
物
だ
け

で
な
く
、
歌
枕
、
謡
曲
、
古
事
伝
承
、
風
習
な
ど
も

多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
庶
民
生
活
に
浸
透
し

て
い
た
文
化
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
回
問
題
で
取
り
上
げ
た
小
袖
図
の
他
に
も
、『
伊
勢
物
語
』

九
段「
東
下
り
」の
場
面
を
表
す
図（
参
考
図
1
）や
、漢
字
を
使
っ

て
網
に
か
か
っ
た
鳥
を
表
し
た
図
（
参
考
図
2
）
な
ど
面
白
い
も

の
が
多
数
あ
り
ま
す
。
小
袖
雛
形
本
が
古
典
の
教
科
書
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
う
身
近
な
題
材
か
ら
古
典
へ
の
興
味
喚
起
に
つ
な
が
る
資
料

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
：
髙
須
奈
都
子
）

参考図 2　鳥網 参考図 1　『伊勢物語』東下り


