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初
級

点

昔む
か
しの

謎な
ぞ

か
け
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
。

▲
金き

ん

の
下げ

駄た

ト

　
　

か
け
て

■
　
　
　
　
　
　
　
　

の
へ＊

ど

こ
ゝ＊

ろ
は

  

●  
 

 

　

 

事

 
 

 
 

　

 

な＊

い

ΖΗ

＊
へ
ど
…
一い

ち

度ど

食た

べ
て
胃い

に
入は

い

っ
た
も
の
を
口く

ち

か
ら
吐は

き
も
ど
す
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
吐は

い
た
も
の
。

＊
ゝ
…
踊お

ど

り
字じ

。
前ま

え

の
ひ
ら
が
な
を
繰く

り
返か

え

す
符ふ

号ご
う

。「
こ
ゝ
ろ
」で「
こ

こ
ろ
」
と
読よ

む
。

＊
な
…
も
と
の
字じ

は
「
奈
」。

ӳΖ
ӳΗ

A
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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
。

▲
秋あ

き

の
空そ

ら
ト

　

か
け
て

■
の
ぞ
き

こ
ゝ
ろ
は

　

●
ぢ＊

き＊

に＊

Θ

Ι

＊
き
…
も
と
の
字じ

は
「
起
」。

＊
ぢ
き
に
…
じ
き
に
（
直
に
）。
時じ

間か
ん

が
た
た
な
い
う
ち
に
。

＊
に
…
も
と
の
字じ

は
「
尓
」。

ӳΘ

ӳΙ

B
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初
級

点

 

問
題
3   
C
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。（
注
意

：
広ひろ
い
マ
ス
は
漢かん
字じ
と
ふ
り
が
な
で
す
）

▲
あ＊

つ
も
り
の　
　
　
　
　
　

 　

   

ト

　

か
け
て

■
ち
り
し
花は

な

心
は

●
　
　
　
　
　

の
こ
る

Λ

＊
あ
つ
も
り
…
平た

い
ら
の
あ
つ
も
り

敦
盛
。『
平へ

い

家け

物も
の

語が
た
り』
で
源げ

ん

氏じ

の
武ぶ

将し
ょ
う

熊く
ま

谷が
い

直な
お

実ざ
ね

に
討う

た
れ
た
話は

な
し

は
有ゆ

う

名め
い

。

昔む
か
しの
謎な

ぞ

か
け
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

Κ

ӳΚ

ӳΛ
C
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年　

 
 

組　

 
 

番

名前

 

問
題
4   
Ｄ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。（
注
意

：
広ひろ
い
マ
ス
は
漢かん
字じ
と
ふ
り
が
な
で
す
）

▲
夕ゆ

ふ

立だ
ち

や
田た

を

　
　

見み

廻め
ぐ

り
の＊

ト

　
　
　
　
　
　
　

か
け
て

■　
　
　
　
　

  

辺べ

の

　
　
　
　
　
　

  

色い
ろ

事ご
と

心
は

●　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る

ΜΝ

＊
夕
立
や
田
を
見
廻
り
の
…
「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
」。

宝た
か
ら
い井

其き

角か
く

の
句く

。
其
角
が
三み

め
ぐ
り囲

神じ
ん

社じ
ゃ

に
立た

ち
寄よ

り
、
発ほ

句っ
く

を
捧さ

さ

げ
た

と
こ
ろ
、
雨あ

め

が
降ふ

り
出だ

し
た
と
い
う
伝で

ん

説せ
つ

が
あ
る
。

DӳΜӳΝ
D
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教えるための手引き

解
答

問
題
1：
①
「
ゆ
う
れ
い
（
由
宇
連
以
）」、②
「
は
い
た
（
者
以
多
）」。

 
「
▲
金
の
下
駄
と
か
け
て
、
■
ゆ
う
れ
い
の
へ
ど
、
こ

こ
ろ
は
、
●
は
い
た
事
な
い
」

問
題
2：
③
「
か
ら
く
り
（
可
良
久
利
）」、④
「
か
わ
る
（
可
王
留
）」。

 

「
▲
秋
の
空
と
か
け
て
、
■
の
ぞ
き
か
ら
く
り
、
こ
こ

ろ
は
、
ぢ
き
に
か
わ
る
」

問
題
３：⑤
「
か
た
み
（
可
多
三
）」、⑥
「
青
葉
（
あ
を
ば・安
遠
八
）」。

 

「
▲
あ
つ
も
り
の
か
た
み
と
か
け
て
、
■
ち
り
し
花
、

心
は
、
●
青
葉
の
こ
る
」

問
題
４
：
⑦
「
は
ま
（
者
満
）」、
④
「
あ
ま
恋
（
こ
ひ
・
己
比
）」。

 

「
▲
夕ゆ
ふ

立だ
ち

や
田た

を
見
廻
り
の
と
か
け
て
、
■
は
ま
辺
の

色
事
、
心
は
、
●
あ
ま
恋こ
ひ

を
す
る
」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
当
時
の
社
会
・
生
活
や
古

典
の
あ
り
方
、
遊
び
を
知
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
45
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
）、
20
分
（
問

題
3
・
4
）

対
象
教
科
： 

国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
問
題
は
昔
の
謎
か
け
で
す
。
謎
掛
け
は
言
葉
遊
び

の
一
種
、
出
典
の
本
で
は
、
▲
で
謎
を
掛
け
て
■
で
解
き
、
●
で

両
者
の
共
通
点
を
説
き
ま
す
。「
〜
と
か
け
て
〜
と
と
く
、
そ
の

心
は
？
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
有
名
で
す
ね
。

 

問
題
1 　
問
題
1
は
ま
ず
、「
金き
ん

の
下げ

駄た

」
と
か
け
ま
す
。
金

で
で
き
た
下
駄
、
あ
り
え
な
い
で
す
よ
ね
、
現
代
だ
と
金
で
靴
を

作
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
は
何
と
解
く
の
か
。
ヒ
ン
ト
に
な
る

の
が
絵
で
す
。
三
角
巾
を
頭
に
付
け
て
い
て
、
足
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
、①
は
「
ゆ
う
れ
い
（
幽
霊
）」
が
正
解
で
す
。「
う
」
と
「
い
」

は
普
段
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
形
で
す
ね
。「
ゆ
」
は

も
と
に
な
っ
た
漢
字
は
現
代
の
字
と
同
じ
「
由
」
で
す
。
し
か
し
、

く
ず
し
字
で
は
最
後
の
一
画
が
雷
（

）
の
よ
う
に
書
か
れ
る

形
が
多
い
で
す
。
次
に
、「
れ
」
は
「
連
」
と
い
う
漢
字
が
も
と

で
す
（
現
代
の
字
は
「
礼
」
が
も
と
で
す
）。
通
し
て
読
む
と
幽
霊
の

へ
ど
（
反
吐
）
と
な
り
ま
す
。
で
は
、
金
の
下
駄
と
幽
霊
の
反
吐

の
共
通
点
は
何
で
し
ょ
う
。
②
の
正
解
は「
は
い
た
」で
す
。「
は
」

は
「
者
」
が
も
と
の
字
で
す
。
漢
文
で
「
者
」
を
「
は
」
と
読
ん
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覗
き
の
箱
は
忠
実
に
描
か
れ
て
お
り
、
箱
の
前
に
あ
る
穴
か
ら
中

の
絵
を
覗
く
子
ど
も
や
、
傍
に
口こ
う

上じ
ょ
う
人に
ん

（
興
行
な
ど
で
、
題
、
役
割
、

出
演
者
な
ど
を
紹
介
す
る
人
）
が
い
る
様
子
か
ら
も
、
覗
き
か
ら
く

り
と
知
れ
ま
す
。で
は
秋
の
空
と
の
共
通
点
は
何
で
し
ょ
う
。「
ぢ

き
に
」
は
「
じ
き
に
」
で
す
。
昔
は
音
が
合
え
ば
よ
い
面
が
あ
り

ま
し
た
。
④
の
一
字
目
は
先
に
出
て
き
た
「
か
（
可
）」、
次
の
字

は
「
王
」
が
も
と
の
字
の
「
わ
」
で
す
。
王
は
ワ
ン
と
読
ん
だ
り

し
ま
す
ね
。「
る
」
の
も
と
の
字
は
「
留
」、
こ
れ
も
現
代
の
字
と

も
と
は
同
じ
で
す
が
、
一
画
目
が
省
略
、
小
さ
め
に
書
か
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
通
し
て
読
む
と
「
直
に
か
わ
る
」
と
な
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
問
題
2
は
、
天
気
が
コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
り
や
す
い
秋
の

空
（
愛
情
が
変
わ
り
や
す
い
こ
と
を
「
男
（
女
）
心
と
秋
の
空
」
と
言
っ

た
り
し
ま
す
ね
）
と
、
中
の
絵
を
ど
ん
ど
ん
と
転
換
さ
せ
る
見
世

物
「
覗
き
か
ら
く
り
」
の
共
通
点
と
し
て
、共
に
「
直
に
変
わ
る
」

と
い
う
事
象
を
説
く
わ
け
で
す
ね
。

 
問
題
3 　
問
題
３
。「
あ
つ
も
り
の
か
た
み
」
と
か
け
ま
す
。
あ

つ
も
り
と
は
平
た
い
ら
の
敦あ
つ
盛も
り
の
こ
と
。『
平へ
い
家け

物も
の
語が
た
り』
で
戦
の
前
夜
に
笛

を
吹
い
て
い
た
風
流
な
若
者
の
武
士
で
、
源
氏
の
熊く
ま
谷が
い
次じ

郎ろ
う
直な
お
実ざ
ね

に
討
た
れ
た
こ
と
で
有
名
で
す
ね
。
⑤
の「
か
」は
可
、「
た
」は
多
、

だ
り
し
ま
す
ね
。「
た
」
の
も
と
の
字
は
「
多
」、「
さ
」
の
横
線

が
な
い
形
と
認
識
す
る
と
覚
え
や
す
い
で
す
。通
し
て
読
む
と「
は

い
た
事
な
い
」
と
な
り
ま
す
。

　
金
で
作
ら
れ
た
下
駄
を
履
く
か
、
幽
霊
が
食
事
を
し
て
食
べ
た

も
の
を
吐
く
か
、「
は
か
な
い
」
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
問
題
1
は
、

金
の
下
駄
も
幽
霊
の
反
吐
も
「
履
い
た
・
吐
い
た
」
事
が
な
い
、

と
同
音
異
義
語
を
共
通
点
と
す
る
わ
け
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
絵

で
幽
霊
が
吐
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
人
魂
で
し
ょ
う
か
。
当
時

の
幽
霊
観
が
伺
え
て
面
白
い
で
す
ね
。

 

問
題
2 　
問
題
2
。
ま
ず
「
秋あ
き

の
空そ
ら

」
と
か
け
ま
す
。
移
ろ
い

や
す
い
秋
の
空
を
何
と
解
く
の
か
。
③
の
初
め
の
字
は
も
と
の
字

が
「
可
」
の
「
か
」、
直
前
の
「
か
け
て
」
と
同
じ
形
で
す
。
次

の
「
ら
」
は
現
代
と
同
じ
「
良
」
が
も
と
の
字
で
す
が
、
一
画
目

の
点
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。「
く
り
」
は
現
代
と
同

じ
字
で
す
。
■
を
通
し
て
読
む
と
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
と
な
り

ま
す
。
覗
き
か
ら
く
り
は
「
箱
の
中
に
、
物
語
の
筋
に
応
じ
た
幾

枚
か
の
絵
を
入
れ
て
お
き
、
こ
れ
を
順
次
に
転
換
さ
せ
、
箱
の
前

方
の
眼
鏡
を
通
し
て
覗
か
せ
る
」（『
広
辞
苑
』）
見
世
物
で
、
大
変

人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
絵
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
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教えるための手引き
「
み
」
は
三
が
字
母
で
す
。「
か
た
み
」
は
形
見
の
こ
と
、『
平
家

物
語
』
に
直
実
が
敦
盛
を
討
っ
た
後
、
笛
を
見
つ
け
る
と
い
う
場

面
が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
挿
絵
を
見
て
も
手
に
笛
を
持
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
形
見
と
は
こ
の
笛
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
ち

り
し
花
」、
こ
れ
は
散
っ
た
花
と
い
う
意
味
で
す
。
で
は
何
と
解

く
の
か
、
⑥
は
漢
字
で
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

ふ
り
が
な
を
見
て
推
測
し
ま
す
。
ふ
り
が
な
に
は「
あ（
安
）」、「
を

（
遠
）」、「
ば
（
八
に
濁
点
）」
と
あ
る
の
で
、「
青
葉
」
と
想
像
で
き
、

「
青あ
を

葉ば

の
こ
る
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
お
花
見
の
季
節
を
終
え
て

花
が
散
っ
た
後
、
木
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
、
葉
が
青
々
と
し

て
、
青
葉
が
残
る
様
子
が
思
い
浮
か
び
ま
す
ね
。
で
は
、
こ
の
青

葉
と
敦
盛
の
笛
は
ど
う
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
平
敦
盛
の

笛
の
名
称
が
「
青
葉
の
笛
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。『
平
家
物
語
』

の
本
文
に
は
出
て
来
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
謡
曲
「
敦
盛
」
や
江
戸

時
代
の
歌
舞
伎
『
一い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き

谷
嫩
軍
記
』
な
ど
で
は
、
敦
盛
の
笛
の
名
前

が
「
青
葉
」
で
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
は
、原
作
の
『
平
家
物
語
』

か
ら
よ
り
も
演
劇
な
ど
か
ら
そ
の
伝
承
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
現

代
の
感
覚
で
言
う
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
内
容
を
知
っ
た
、

と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　
つ
ま
り
、敦
盛
の
形
見
と
し
て
「
遺
」
っ
た
の
が
「
青
葉
の
笛
」

で
、
花
が
散
っ
た
後
に
「
残
」
る
の
が
「
青
葉
」
と
い
う
わ
け
で

す
。
一
方
は
笛
の
名
前
、
も
う
一
方
は
実
際
の
青
々
と
し
た
葉
な

わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
敦
盛
の
笛
の
名
前
を
知
ら
な
け
れ
ば
解
け

ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
人
々
が
演
劇
を
通
し
て
、
敦
盛
が
遺
し
た

笛
の
名
前
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
４ 　
問
題
４
の
か
け
る
こ
と
ば
は
、
少
し
難
し
い
で
す
。

「
夕ゆ
ふ

立だ
ち

や
田た

を
見み

廻め
ぐ

り
の
」
と
か
け
る
、
こ
れ
だ
け
だ
と
な
か
な

か
意
味
が
通
じ
ま
せ
ん
よ
ね
。
実
は
こ
の
「
夕
立
や
」
は
注
に

も
あ
る
通
り
、「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
」
と
い
う

宝た
か
ら
い井

其き

角か
く

と
い
う
俳
人
の
句
で
す
。
其
角
は
芭ば
し
よ
う蕉

の
門
人
で
蕉
門

の
筆
頭
と
目
さ
れ
た
人
物
で
し
た
。
こ
の
其
角
の
句
の
一
部
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
何
と
解
か
れ
て
い
る
の
か
、

⑦
は
「
は
（
者
）」
と
「
ま
（
満
）」
で
す
。
続
け
て
読
む
と
「
は

ま
辺べ

の
色い
ろ

事ご
と

」
と
な
り
ま
す
。
漢
字
で
書
く
と
「
浜
辺
の
色
事
」、

挿
絵
に
も
浜
辺
で
紙
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、「
色

事
」
は
男
女
間
の
恋
愛
の
意
味
で
す
か
ら
、
紙
は
恋ラ
ブ
レ
タ
ー文で
し
ょ
う
。

で
は
、
其
角
の
句
と
浜
辺
の
女
性
の
恋
愛
と
が
ど
う
関
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
⑧
は
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
字
母
は
同
じ
で
す
。
漢
字
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と
共
に
連れ
ん
綿め
ん
体た
い
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
⑧
は
「
あ
ま
恋
（
こ
ひ
）」
で
す
。
続
け
て
読
む
と
「
あ

ま
恋こ
ひ

を
す
る
」
と
な
り
ま
す
。
浜
辺
の
女
性
と
い
え
ば
「
海
女

（
あ
ま
）」
さ
ん
で
す
ね
。
二
〇
一
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
『
あ
ま
ち
ゃ

ん
』
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
が
、
海
女
さ
ん
は
海
に
潜
っ
て
貝
や
海

藻
を
採
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
女
性
で
す
ね
。「
海
女
、
恋
を
す

る
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
一
方
、
其
角
の
句
が
ど
う
関
わ
る
か
と

言
い
ま
す
と
、こ
の
句
は
『
五ご

元げ
ん

集し
ゅ
う』（

延え
ん

享き
ょ
う
四
年
〔
一
七
四
七
〕
刊
）

と
い
う
俳
諧
集
に
収
録
さ
れ
、
日
照
り
続
き
の
あ
る
時
、
三み
め
ぐ
り囲

神

社
で
「
請
し
ょ
う

雨う

の
祈
願
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
其
角
が
句
を
詠
む
と

雨
が
降
っ
た
と
記
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、こ
の
句
は
「
雨あ
ま

乞ご

い
」

の
句
で
あ
り
、「
海
女
が
恋
を
す
る
」
と
「
雨
乞
い
を
す
る
」
と

が
掛
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
こ
の
問
題
も
問
題
３
と
同
様
に
、
其
角
の
句
に
つ
い
て
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
ま
ず
解
け
な
い
謎
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
其
角
の
句

の
一
部
を
聞
け
ば
即
座
に
「
雨
乞
い
」
と
わ
か
る
素
地
が
、
江
戸

時
代
の
庶
民
に
備
わ
っ
て
い
た
と
、
こ
の
謎
か
ら
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
其
角
の
雨
乞
い
の
句
と
海
辺
の
恋
愛
の
共
通
点

と
し
て
、「
あ
ま
こ
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
、

江
戸
時
代
の
人
々
の
文
学
へ
の
身
近
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
謎
か
け
は
『
新
撰
な
ぞ
づ
く
し
』
と
い
う
本
に
も

見
ら
れ
ま
す
（「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
、
と
か
け
て
、
海

べ
の
い
ろ
ご
と
、
と
と
く
。
心
は
、
あ
ま
ご
ひ
を
す
る
」）。

教
材
解
説

　
本
書
は
『
謎な
ぞ

解と
き

説わ
け

秘ひ

伝で
ん

』（
底て
い
本ほ
ん
は
三
宅
宏
幸
所
蔵
本
）
と
題
さ

れ
た
近
世
後
期
か
ら
明
治
あ
た
り
に
出
版
さ
れ
た
本
で
す
。
全

二
〇
頁
、
一
頁
に
つ
き
四
つ
、
総
計
で
全
八
〇
の
謎
が
掲
載
さ
れ

ま
す
。
当
時
の
社
会
や
生
活
の
知
識
を
題
材
と
し
た
も
の
だ
け
で

な
く
、
古
典
の
知
識
を
踏
ま
え
た
謎
か
け
も
収
め
ら
れ
ま
す
。

（
担
当
：
三
宅
宏
幸
）
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