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．次
の
熟
語
の
読
み
方
が
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。
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三

読
み
間
違
い
が
多
い
熟
語
を
集
め
ま
し
た
。今
回
は
数
量
や
程
度
を

表
す
字
が
用
い
ら
れ
る
語
を
多
く
取
り
上
げ
ま
し
た
。意
味
が
分
か

ら
な
い
熟
語
は
、 D

O
N

G
R

I

で
確
認
し
ま
し
ょ
う.

。
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．次
の
熟
語
の
読
み
方
が
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

品
物
の
目
方
、重
さ
の
こ
と

「
量
目
を
ご
ま
か
す
」
「
量
目
が
足
り
な
い
」

量
目

出
場
・経
験
の
度
数

「
場
数
を
踏
む
」

場
数

味
付
け
が
薄
い
こ
と
「
淡
口
醬
油
」

「
淡
い
」
は
「
あ
わ
い
」
と
も
「
う
す
い
」
と
も
読
み
ま
す
。

淡
口

い
ろ
い
ろ
、様
々
の
意
味

「
種
々
雑
多
な
色
」

「
種
々
」
と
書
い
て
「
く
さ
ぐ
さ
」
と
読
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

種
々

同
時
に
二
つ
の
も
の
が
共
に
存
す
る
こ
と
。「
き
ょ
う
ぞ
ん
」

と
も
読
む
が
、も
と
も
と
は
「
き
ょ
う
そ
ん
」
「
共
存
共
栄
」

共
存

庭
の
植
え
込
み

「
前
栽
の
剪
定
」
・・・「
剪
定
」
は
読
め
ま
す
か
？

前
栽

普
段
、常
日
頃

「
平
生
か
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健
康
維
持
に
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い
る
」

平
生

傾
き
が
急
な
坂

「
急
坂
を
一
気
に
駆
け
上
が
る
」

急
坂

都
市
の
中
心
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
。街
は
ず
れ
。

場
末

働
か
ず
に
、ま
た
は
正
し
く
な
い
方
法
で
得
た
金
銭
。悪
銭
。

泡
銭

（

）

（
○
）

（

）

（
○
）

（
○
）

（

）

（

）

（
○
）

（

）

（
○
）

（

）

（
○
）

（
○
）

（

）

（

）

（
○
）

（

）

（
○
）

（

）

（
○
）

り
ょ
う
も
く

り
ょ
う
め

ば
す
う

ば
か
ず

う
す
く
ち

あ
わ
く
ち

し
ゅ
し
ゅ

し
ゅ
じ
ゅ

き
ょ
う
ぞ
ん

き
ょ
う
そ
ん

ぜ
ん
さ
い

せ
ん
ざ
い

へ
い
ぜ
い

へ
い
せ
い

き
ゅ
う
ざ
か

き
ゅ
う
は
ん

ば
ま
つ

ば
す
え

あ
わ
ぜ
に

あ
ぶ
く
ぜ
に

⑳ ⑱ ⑯ ⑭ ⑫ ⑩ ⑧ ⑥ ④ ②

四
人
で
演
奏
す
る
こ
と
。「
二
重
奏
」
は
デ
ュ
オ
・デ
ュ
エ
ッ
ト
。

「
三
重
奏
」
は
ト
リ
オ
。で
は
、「
四
重
奏
」
は
？

四
重
奏

【
片
方
の
翼
】
か
ら
転
じ
て
【
持
ち
場
・一
つ
の
役
割
】
を
指
す
。

「
文
化
祭
成
功
の
一
翼
を
担
う
」

一
翼

人
数
が
少
な
い
こ
と

「
少
人
数
」
は
「
し
ょ
う
に
ん
ず
う
」
と
読
む
。

小
人
数

あ
る
期
間
で
最
も
高
い
値
段

「
最
高
値
を
更
新
し
た
」

最
高
値

居
住
地
の
地
名
や
番
地

「
所
番
地
を
尋
ね
る
」

所
番
地

物
事
の
一
区
切
り

「
仕
事
が
一
段
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す
る
」

一
段
落

神
仏
の
不
思
議
で
測
り
知
れ
な
い
力
の
あ
ら
わ
れ

「
霊
験
あ
ら
た
か
」

霊
験

純
白
で
し
わ
の
な
い
き
め
の
美
し
い
高
級
和
紙
。

奉
書
紙

一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
を
「
大
正
月
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、陰

暦
で
一
月
十
五
日
を
指
す
。な
ま
は
げ
・ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
行

事
が
各
地
で
行
わ
れ
る
。

小
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月

時
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い
こ
と
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