
国
語
科

小
学
校
第
六
学
年

①

【
活
用
問
題
】

意
見
文
を
比
べ
て
読
む
〈
宮
崎
の
方
言
〉

組

番

氏
名

と
も
子
さ
ん
の
学
級
で
は
、
方
言
に
つ
い
て
の
学
習
を
し
た
あ
と
に
、
先
生
が
、
文
化
庁
の
「
国
語
に

ち
ょ
う

関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
の
一
部
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
た
二
つ
の
意
見
文
を
紹
介
し
て
く

よ

ろ

ん

し
ょ
う
か
い

れ
ま
し
た
。

次
の
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
の
一
部
と
二
つ
の
意
見
文
Ａ
・
Ｂ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
の
一
部

○

共
通
語
と
方
言
に
つ
い
て
、
ど
の
考
え
に
近
い
で
す
か
。

ア

相
手
や
場
面
に
よ
っ
て
共
通
語
と
方
言
を
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
。
…
…
…
…

・

％
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イ

基
本
的
に
共
通
語
を
使
い
、
方
言
は
で
き
る
だ
け
使
わ
な
い
方
が
よ
い
。
…

・

％
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ウ

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・

％
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分
か
ら
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・

％

0
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※
「
平
成
二
十
二
年
度

国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
（
文
化
庁
）
よ
り
作
成

意
見
文
Ａ

わ
た
し
は
、
「
相
手
や
場
面
に
よ
っ
て
共
通
語
と
方
言
を
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
考
え
に
賛

成
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
す
べ
て
の
人
が
共
通
語
を
使
い
、
方
言
を
使
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
、
方
言
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
思
い
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
、
小
学
校
四
年
生
ま
で
は
宮
崎
に
住
ん
で
い
た
が
、
五
年
生
に
進
級
す

る
と
同
時
に
、
父
の
仕
事
の
関
係
で
大
阪
の
学
校
に
転
校
し
た
。
友
達
は
、
す
ぐ
に
で
き
た
が
、
周
り

の
み
ん
な
が
関
西
の
方
言
で
話
を
し
て
い
る
の
で
、
時
々
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
ら
な
か
っ
た

り
、
独
特
の
話
し
方
に
怒
っ
て
い
る
の
か
な
と
感
じ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
な
か
な
か
言
葉
に
な

お

こ

じ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
学
生
の
時
に
宮
崎
に
も
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
一
番
に
帰
っ
て

き
た
こ
と
を
実
感
し
た
の
が
、
「
て
げ
て
げ
」
「
よ
だ
き
い
」
と
い
っ
た
宮
崎
の
方
言
で
あ
っ
た
。
宮

崎
人
の
大
ら
か
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
、
聞
い
て
ほ
っ
と
し
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

方
言
は
、
伝
統
や
文
化
に
さ
さ
え
ら
れ
た
そ
の
地
方
な
ら
で
は
の
言
葉
で
あ
る
。
方
言
を
聞
く
こ
と

で
、
自
分
の
ふ
る
さ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
方
言
を
し
っ
か
り
と
守
り
な
が
ら
、

相
手
や
場
面
に
よ
っ
て
共
通
語
を
使
う
よ
う
に
す
る
と
よ
い
と
考
え
る
。

意
見
文
Ｂ

わ
た
し
が
、
小
学
生
の
こ
ろ
に
、
家
族
で
熊
本
の
祖
父
の
家
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

く

ま

も

と

そ

ふ

お
客
さ
ん
が
来
ら
れ
た
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
が
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
る
と
、
男
性
の
年
配

ね

ん

ぱ

い

の
方
が
立
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
何
か
ご
用
で
す
か
？
」



と
た
ず
ね
た
。
す
る
と
、
そ
の
男
性
の
方
か
ら
、

「
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
お
ん
な
っ
で
す
か
？
」

と
聞
か
れ
た
の
で
、
変
な
こ
と
を
聞
く
人
だ
な
あ
と
思
い
な
が
ら
、

「
男
で
す
。
」

と
答
え
た
ら
、
そ
の
男
性
の
方
は
、
わ
た
し
の
顔
を
じ
っ
と
見
る
な
り
、
大
笑
い
を
さ
れ
た
。
わ
た
し

は
、
な
ぜ
大
笑
い
さ
れ
た
の
か
分
か
ら
ず
、
は
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。
後
で
、
祖
父
に
聞
く
と
、

そ

ふ

「
お
ん
な
っ
で
す
か
」
と
い
う
の
は
、
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
そ
う
だ
。

相
手
に
分
か
る
よ
う
に
話
す
こ
と
が
、
会
話
の
基
本
で
あ
る
。
方
言
を
使
う
こ
と
で
、
相
手
に
正
確

に
伝
わ
ら
ず
、
誤
解
を
生
ん
だ
り
、
い
や
な
思
い
を
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

ご

か

い

い
。だ

か
ら
、
わ
た
し
は
、
「
基
本
的
に
共
通
語
を
使
い
、
方
言
は
で
き
る
だ
け
使
わ
な
い
方
が
よ
い
」

と
い
う
考
え
に
賛
成
で
あ
る
。

(

一)

意
見
文
Ｂ
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
な
ぜ
「
基
本
的
に
共
通
語
を
使
い
、
方
言
は
で
き
る
だ
け
使
わ

な
い
方
が
よ
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
を
七
十
五
字
以
上
、
九
十
字
以
内
で
書

き
ま
し
ょ
う
。

相

手

に

分

か

る

よ

う

に

話

す

こ

と

が

、

会

話

の

基

本

で

あ

り

、

方

言

を

使

う

こ

と

で

、

相

手

に

正

確

に

伝

わ

ら

ず

、

誤

階

を

生

ん

だ

り

、

い

や

な

思

い

を

さ

せ

た

り

す

る

こ

と

は

、

さ

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

。
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■

■

■

■
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(

二)

先
生
は
、
こ
の
二
つ
の
意
見
文
Ａ
・
Ｂ
は
、
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
良
い
書
き
方
な
の

で
み
ん
な
に
紹
介
し
た
そ
う
で
す
。
二
つ
に
共
通
す
る
良
い
書
き
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す

し
ょ
う
か
い

か
。
二
つ
書
き
ま
し
ょ
う
。
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