
 

※ 

か
い
答
は
、
《
か
い
答
用
紙
》
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

高
田
さ
ん
は
、
地
い
き
の
れ
き
し
に
つ
い
て
調し

ら

べ
た
こ
と
を
ほ
う
こ
く
し
ま
す
。
次つ

ぎ

の
高
田
さ

ん
が
書
い
た
【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問と

い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】 

 

                        

６ 

国
語
お
う
用
力
強

き
ょ
う

化か

シ
ー
ト 

 
 

番 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

【し料１】 

「
銀ぎ

ん

納の
う

義ぎ

民み
ん

伝で
ん

」
に
つ
い
て 

１ 

調
べ
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け 

新
聞
に
【
資し

料
り
ょ
う

１
】
の
記き

事じ

が
の
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し 

た
。
こ
れ
は
、
中
学
校
で
美び

じ
ゅ
つ
部ぶ

員い
ん

だ
っ
た
生せ

い

徒と

た
ち
が
「
銀 

納
義
民
伝
」
の
紙
し
ば
い
を
作
っ
た
と
い
う
記
事
で
す
。
紙
し
ば
い 

の
絵
が
と
て
も
上
手

じ
ょ
う
ず

で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
を
き
っ
か
け
に 

し
て
、
わ
た
し
は
、
き
ょ
う
土
資し

料
り
ょ
う

館か
ん

で
も
っ
と
く
わ
し
く
「
銀
納 

義
民
伝
」
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

２ 

銀
納
に
つ
い
て 

江え

戸ど

時じ

代だ
い

、
村
で
と
れ
た
お
米
の
い
く
ら
か
を
、
と
の
様さ

ま

に
差さ

し 

出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
お
米
の
こ
と
を
「
年ね

ん

貢ぐ

」 

と
い
い
ま
す
。
銀
納
と
い
う
の
は
、
お
米
の
代か

わ
り
に
銀
を
年
貢
と 

す
る
と
い
う
意い

味み

で
す
。
年
貢
は
お
米
で
あ
る
の
が
ふ
通
で
し
た
が
、
記
事
に
出
て
い
る
村
は
、

け
わ
し
い
山
に
か
こ
ま
れ
て
、
①
お
米
が
あ
ま
り
と
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
お

米
が
少
な
い
の
で
、
作
っ
て
い
る
村
人
も
お
米
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

３ 

し
ょ
う
屋や

の
工く

藤ど
う

治じ

兵へ

衛え 

村
の
し
ょ
う
屋
の
工
藤
治
兵
衛
は
、
お
米
が
と
れ
ず
に
こ
ま
っ
て
い 

た
村
人
の
た
め
に
、
と
の
様
に
、
お
米
の
代
わ
り
に
銀
で
年
貢
を
差
し 

出
し
た
い
と
お
願ね

が

い
し
ま
し
た
。
し
ょ
う
屋
と
い
う
の
は
、
村
の
代だ

い

表
ひ
ょ
う 

と
い
う
立
場
の
人
で
す
。
た
だ
、
こ
の
時
代
、
と
の
様
に
意い

見け
ん

を
の
べ 

る
た
め
に
は
、
自
分
の

命
い
の
ち

を
か
け
る
覚か

く

ご
が
必
要

ひ
つ
よ
う

で
し
た
。
そ
れ
で
も 

治
兵
衛
は
、
村
の
代
表
と
し
て
、
人
々
の
た
め
に
命
を
か
け
て
と
の
様 

に
願
い
出
た
の
で
す
。
し
か
し
、
と
の
様
は
、
願
い
を
聞
い
て
く
れ
ず
、 

治
兵
衛
は
命
を
落お

と
し
ま
し
た
。 

【
資
料
１
】 

【
資
料
２
】 

※ 資料１,２ 愛媛新聞社提供 



              

一 

高
田
さ
ん
は
、
【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】
の
中
の
―
―
線せ

ん

部ぶ

②
「
感
動
し
ま
し
た
」
に
つ
い

て
、
感
動
し
た
こ
と
を
よ
り
強
く

表
あ
ら
わ

す
た
め
に
、
「
（ 

 
 

）
を
打う

た
れ
ま
し
た
」
と
い
う
言こ

と

葉ば

に
書
き
か
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

（ 
 

 

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
、

最
も
っ
と

も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で

の
中
か
ら
一
つ
選え

ら

ん
で
、
そ
の
記き

号ご
う

を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

ア 

頭 
 

 

イ 

目 
 

 

ウ 

鼻は
な 

 
 

エ 

心 

 

二 

【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】
を
読
ん
で
い
た
高
田
さ
ん
は
、
読
み
手
に
伝
わ
り
や
す
く
す
る

た
め
に
、
―
―
線
部
③
の
一
文
を
、
次
の
よ
う
に
二
つ
の
文
に
分
け
て
書
き
直
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。 

     

（ 
 

 

）
に
は
、
文
と
文
を
つ
な
ぐ
言
葉
が
入
り
ま
す
。
（ 

 
 

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉

と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を

書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

ア 

す
る
と 

 
 

イ 

し
か
し 

 
 

ウ 

で
す
か
ら 

 
 

エ 

し
か
も 

村
人
た
ち
は
、
治
兵
衛
の
思
い
に
感か

ん

し
ゃ
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
「
命
を
投な

げ
出
し
て
人
の

た
め
に
つ
く
し
た
人
」
と
い
う
意
味
の
「
義
民
」
と
し
て
、
今
ま
で
ず
っ
と
、
治
兵
衛
の
こ
と

を
伝つ

た

え
て
き
ま
し
た
。
新
聞
に
の
っ
て
い
た
【
資
料
２
】
の
紙
し
ば
い
に
は
、
多
く
の
子
ど
も

た
ち
に
、
治
兵
衛
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

４ 

分
か
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と 

 
 

し
ょ
う
屋
の
治
兵
衛
は
、
村
人
が
苦く

る

し
む
す
が
た
を
見
て
、
と
て
も
つ
ら
か
っ
た
か
ら
、
代

表
で
あ
る
自
分
が
何
と
か
み
ん
な
を
助た

す

け
た
い
と
考
え
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
治
兵
衛

が
村
人
を
思
い
や
る
気き

持も

ち
に
②
感か

ん

動ど
う

し
ま
し
た
。 

今
回
、
わ
た
し
は
、
地
い
き
に
残の

こ

る
話
を
く
わ
し
く
調
べ
ま
し
た
。

昔
む
か
し

は
、
お
米
を
年
貢

と
し
て
差
し
出
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
③
ま
た
、
お
米
が
と
れ
な
い
こ
と
で
、
治
兵

衛
や
村
の
人
々
が
と
て
も
苦く

労ろ
う

し
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
の
で
、
地
い
き
に
残
る
話
を
み
ん
な

が
知
る
た
め
に
ず
っ
と
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
お
米
が
と
れ
な
い
こ
と
で
、
治
兵
衛
や
村
の
人
々
が
と
て
も
苦
労
し
た
こ
と
も
知

り
ま
し
た
。（ 

 
 

）
、
地
い
き
に
残
る
話
を
み
ん
な
が
知
る
た
め
に
ず
っ
と
伝
え
て
い
く

こ
と
は
、
と
て
も
大
切
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。 



 

三 

【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】
の
中
の
―
―
線
部
①
「
お
米
が
あ
ま
り
と
れ
な
か
っ
た
」
に
つ
い

て
、
高
田
さ
ん
は
、
友と

も

達だ
ち

か
ら
次
の
感か

ん

想そ
う

を
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

【
友
達
の
感
想
】 

   

 

そ
こ
で
、
高
田
さ
ん
は
、
き
ょ
う
土
資
料
館
の
館か

ん

長
ち
ょ
う

さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
を
思
い
出
し
て
、

―
―
線
部
①
の
前
に
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

【
館
長
さ
ん
の
話
】 

      

加
え
る
説
明
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

そ
の
記
号
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

ア 

お
米
を
近き

ん

所じ
ょ

の
人
に
買
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど 

イ 

お
米
を
作
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど 

ウ 

お
米
を
す
べ
て
食
べ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど 

エ 

お
米
を
よ
そ
で
買
っ
た
り
借
り
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど 

 

四 

高
田
さ
ん
は
、
【
ほ
う
こ
く
文
の
下
書
き
】
を
読
み
返か

え

し
て
、
次
の
【
メ
モ
】
の
内
よ
う
が
書

け
て
い
る
か
を
た
し
か
め
ま
し
た
。
（ 

Ａ 

）
、
（ 

Ｂ 

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
、
最

も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
あ
と
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書

き
ま
し
ょ
う
。 

【
メ
モ
】 

    

 

ア 

銀 
 

 

イ 

紙 
 

 

ウ 

義
民 

 
 

エ 

代
表 

 

ど
れ
く
ら
い
お
米
が
と
れ
な
か
っ
た
の
か
が
分
か
る
説せ

つ

明め
い

を
加く

わ

え
る
と
、

こ
の
地
い
き
の
村
人
た
ち
の
苦
労
が
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。 

「
銀
納
義
民
伝
」
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。 

 

・ 

な
ぜ
、
年
貢
は
お
米
で
な
く
（ 

Ａ 

）
だ
っ
た
の
か 

 

・ 

な
ぜ
、
し
ょ
う
屋
の
治
兵
衛
が
（ 

Ｂ 

）
と
よ
ば
れ
て
い
る
か 

 

お
米
が
あ
ま
り
と
れ
な
い
村
の
人
は
、
本
当
に
苦
労
し
た
ん
だ
よ
。
自
分
の
口

に
は
入
ら
な
い
お
米
を
わ
ざ
わ
ざ
近
く
の
村
か
ら
買
っ
た
り
、
買
う
お
金
が
な
け

れ
ば
、
借か

り
た
り
し
て
年
貢
を
お
さ
め
よ
う
と
し
た
ん
だ
。
苦
労
す
る
村
人
た
ち

の
様よ

う

子す

を
見
て
、
自
分
の
こ
と
よ
り
も
村
人
の
こ
と
を
考
え
て
行こ

う

動ど
う

し
た
治
兵
衛

は
、
し
ょ
う
屋
と
し
て
の
せ
き
に
ん
感
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。 



 
 

 

 

一 

 

  

 

二 

 

   

三 

 

   

四 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

  

６ 

国
語
お
う
用
力
強
化
シ
ー
ト 

か
い
答
用
紙 

番 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 



     

一 

エ 

 

二 

ウ 

 

三 

エ 

 

四
Ａ 

ア 

 

四
Ｂ 

ウ 

 

シ
ー
ト
６ 

 
 

正
答
例れ

い 


