
 

来
る
五
月
二
十
四
日(

開
場
１
０
時
開
演
１
０
時
３
０

分)

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
の
ナ
レ
ッ
ジ
サ
ロ
ン
に
お
き
ま
し

て
弊
社
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
致
し
ま
す
。 

 

よ

う

こ

そ

、

ナ

レ

ッ

ジ

キ

ャ

ピ

タ

ル

へ

。 

ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
、
企
業
人
、
研
究
者
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
、

そ
し
て
一
般
生
活
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
ス
ク
ラ
ン
ブ

ル
交
差
点
の
よ
う
に
行
き
交
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
を
結
び
合
わ

せ
て
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
“ 

知
的
創
造
拠
点
”
で
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

ナ
レ
ッ
ジ
サ
ロ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
抜
粋) 

 

第
一
回
目
で
す
の
で
、
テ
ー
マ
は
『実
物
資
産
・
金
に
ふ
れ

る
。
』 

実
際
に
目
で
見
て
触
っ
て
頂
き
、
金
の
良
さ
に
触

れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

講
師
は
、
ラ
ジ
オ
日
経
で
金
の
市
況
解
説
の
経
験
も
あ

る
弊
社
取
締
役
川
内
が
務
め
ま
す
。
金

の
状
況
を
平
易
に
お
伝
え
致
し
ま
す
。

参
加
費
無
料
で
す
の
で
お
気
軽
に
お

出
か
け
下
さ
い
。 

 

尚
、
お
席
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
ま

せ
。 

 
 

お
問
い
合
わ
せ
は 

０
１
２
０-

４
３
０-

５
６
５ 

 

㈱
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
ク
ま
で 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 

難
波
宮(

な
に
わ
の
み
や)

は
飛
鳥
・
奈
良
時
代

の
難
波
に
あ
っ
た
古
代
宮
殿
で
、
現
在
の
大
阪

市
中
央
区
に
位
置
し
ま
す
。
存
在
時
期
に
よ
り

前
期
難
波
宮(

飛
鳥
時
代)

と
後
期
難
波
宮(

奈
良

時
代)

と
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

前
期
難
波
宮
は
難
波
長
柄
豊
碕
宮(

な
に
わ
な

が
ら
と
よ
さ
き
の
み
や)

と
呼
ば
れ
る
飛
鳥
時
代

の
宮
殿
で
、
日
本
初
の
本
格
的
な
首
都
の
宮
殿

建
築
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
四
五
年
、
乙
巳
の

変
の
後
、
中
大
兄
皇
子(

後
の
天
智
天
皇)

ら
に
よ

り
企
画
さ
れ
孝
徳
天
皇
が
難
波
に
遷
都
、
宮
殿

は
六
五
二
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
大
化
の
改
新

と
呼
ば
れ
る
革
新
政
治
は
こ
の
宮
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
六
五
四(

白
雉
五)

年
、
孝
徳
天
皇
の
崩
御

後
、
斉
明
天
皇
に
よ
り
飛
鳥
板
蓋
宮
に
遷
宮
さ

れ
る
ま
で
の
約
十
年
間
、
日
本
の
首
都
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
建
物
は
六
八
六(

朱
鳥
元)

年
正

月
に
全
焼
す
る
ま
で
、
現
在
の
大
阪
市
中
央
区

に
三
十
四
年
間
存
在
し
ま
し
た
。
後
期
難
波
宮

は
七
四
四(

天
平
一
六)

年
、
聖
武
天
皇
に
よ
り
平

城
京
の
副
都
と
し
て
同
じ
場
所
に
築
か
れ
た
宮

殿
で
す
。
現
在
、
難
波
宮
の
跡
地
の
一
部
は
難

波
宮
史
跡
公
園
と
な
り
、
大
阪
城
の
南
西
に
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
、
大
阪
「
都
」
構
想
で
話
題
の
場
所
は
、

昔
「
都
」
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。 

日
本
の
首
都
だ
っ
た
大
阪
「
難
波
宮
」 



 
 

五
月
五
日
「
端
午
の
節
句
」

は
、
三
月
三
日
の
「
桃
の
節
句
（
上

巳
の
節
句
）
」
と
と
も
に
「
子
ど
も

の
成
長
を
祝
う
節
句
」
で
す
。 

 

け
れ
ど
も
、
古
代
日
本
で
は
、

五
月
一
～
五
日
は
「
女
児
節
」
と

い
わ
れ
、
女
の
子
を
着
飾
ら
せ
て

お
祝
い
を
す
る
日
で
し
た
。 

 

五
月
は
田
植
え
の
月
で
す
。
昔

は
田
植
え
は
「
若
い
女
性
が
す
る

も
の
」
と
い
う
決
ま
り
が
あ
り
ま
し
た
。
と

て
も
神
聖
な
行
事
な
の
で
、
女
性
は
菖
蒲

や
蓬
で
屋
根
を
葺
い
た
小
屋
に
前
夜
か
ら

こ
も
っ
て
過
ご
し
、
菖
蒲
酒
を
の
ん
で
穢

れ
を
祓
い
、
神
聖
な
存
在
に
な
っ
て
か
ら

田
植
え
の
行
事
に
の
ぞ
ん
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
女
児
節
は
そ
の
名
残
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

 

鎌
倉
時
代
に
入
り
武
士
の
力
が
強
く
な

る
と
、
武
士
は
菖
蒲

を
「
尚
武
＝
武
芸
を

尊
ぶ
」
と
か
け
、
盛
ん

に
端
午
の
節
句
を
祝

う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
に

よ
っ
て
五
月
五
日
は
重
要
な
日
と
定
め
ら

れ
、「
男
の
子
が
強
く
た
く
ま
し
く
成
長
し

て
立
身
出
世
す
る
こ
と
を
願
う
行
事
」
と

し
て
定
着
し
た
の
で
す
。
徳
川
将
軍
家
に

男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
、
城
に
馬
印
（
う
ま

し
る
し
）
や
幟
（
の
ぼ
り
）
を
立
て
て
祝
い

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
風
習
が
や
が
て
裕
福

な
庶
民
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

 
昭
和
二
十
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
こ
ど

も
の
日
」
は
依
然
男
の
子
の
節
句
と
し
て

祝
う
慣
習
を
残
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
男

女
の
別
な
く
「
こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、

こ
ど
も
の
幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、
母

に
感
謝
す
る
日
」
と
し
て
も
祝
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

 

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、
十
九
世
紀

末
～
二
十
世
紀
初
め
に
活
躍
し
た
ア
メ

リ
カ
の
作
家
。
代
表
作
は
日
本
で
も
有

名
な
『
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
の
冒
険
』『
ハ
ッ

ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
で
す
。 

 

彼
に
つ
い
て
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受

賞
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、

「
最
初
の
真
の
ア
メ
リ
カ
人

作
家
で
あ
り
、
我
々
の
全
て

は
彼
の
相
続
人
で
あ
る
」
と

記
し
、
大
文
豪
、
ア
ー
ネ
ス

ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
「
あ

ら
ゆ
る
現
代
ア
メ
リ
カ
文
学

は
彼
の
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・

フ
ィ
ン
』
と
呼
ば
れ
る
一
冊

に
由
来
す
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ

ン
ド
の
「
蒸
気
船
マ
ー
ク
ト

ウ
ェ
イ
ン
号
」
も
、
彼
に
由
来

し
ま
す
。
実
は
ウ
ォ
ル
ト
・

デ
ィ
ズ
ニ
ー
も
『
ト
ム
・
ソ
ー

ヤ
の
冒
険
』
の
愛
読
者
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

ひ
と
言
で
「
学
ぶ
」
と
言
っ
て
も
、

様
々
な
場
面
が
あ
り
ま
す
。
物
事
は
、
確

か
に
目
を
通
じ
て
人
の
中
に
入
り
、
頭

の
中
に
情
報
と
し
て
蓄
積
さ
れ
ま
す

が
、
本
当
に
何
か
を
得
た
い
と
感
じ
た

な
ら
ば
、
与
え
ら
れ
た
も
の
一
つ
一
つ

を
刻
み
つ
け
る
よ
う
な
「
心
」
や
「
想
い
」

が
な
け
れ
ば
、
真
に
自
分
の
も
の
に
は

な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
い

換
え
る
な
ら
、
学
び
た
い
と
い
う
心
が

あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
人
は
ど
こ
で
も
、
い

く
つ
に
な
っ
て
も
、
ど
ん
な
状
態
で
も
、

学
べ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  

人
は
心
で
学
ぶ
。
目
や
頭
で
学
ぶ
の
で
は
な
い
。 

                        

―
―   

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン 



 

録
音
さ
れ
た
自
分
の
声
を
初
め
て
聞

い
た
時
、
ど
う
思
い
ま
し
た
か
？ 

 

自
分
の
声
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し

て
「
違
和
感
を
感
じ
た
」「
少
し
シ
ョ
ッ
ク

だ
っ
た
」
と
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
か
？ 

 

こ
れ
は
、
録
音
し
た
レ
コ
ー
ダ
ー
の
性

能
に
問
題
が
あ
る
か
ら
…
…
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
可
能
性
も
完

全
に
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
、
人
に
は
あ
な
た
の
声
は
そ
の
録

音
さ
れ
た
声
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
い
る

と
思
っ
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

逆
に
い
う
と
、
録
音
で
は
な
い
生
の
状

態
で
は
、
あ
な
た
自
身
が
人
と
同
じ
よ
う

に
あ
な
た
の
声
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な

い
…
…
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

こ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

声
、
つ
ま
り
、
口
か
ら
出
た
音
は
、
空

中
を
伝
搬
し
、
両
耳
に
到
達
し
て
い
ま

す
。
空
気
を
伝
わ
っ
て
外
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
こ
の
音
は
「
気
導
音
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。 

 
一
方
、
声
を
出
し
た
時
、
体
の
内
側
で

自
分
の
耳
に
直
接
伝
わ
る
音
は
「
骨
導

音
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
声
帯
が

振
動
し
、
そ
れ
が
頭
蓋
骨
を
通
じ
て
耳
に

届
く
と
言
う
仕
組
み
で
す
。 

 

あ
な
た
が
声
を
発
し
た
時
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
人
は
こ
の
気
導
音
だ
け
を
聞

い
て
い
ま
す
。
録
音
さ
れ
た
音
も
、
同
じ

く
気
導
音
で
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
声
を
出
し
た
あ
な
た

自
身
は
、
外
か
ら
の
気
導
音
と
同
時
に
、

内
側
か
ら
伝
わ
る
骨
導
音
も
聞
い
て
い

ま
す
。
両
方
を
併
せ
て
聞
い
て
い
る
た

め
、
結
果
的
に
他
人
が
聞
く
音
や
録
音
さ

れ
た
音
と
は
か
な
り
異
な
る
聞
こ
え
方

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
す
。 

  

以
上
は
、
あ
く
ま
で
も
「
声
」
に
関
す

る
知
識
で
す
。 

 

し
か
し
こ
れ
を
、
あ
な
た
の
発
言
や
振

る
舞
い
に
対
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
（
た
と
え

話
）
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
と
て
も
深
い
、

大
切
な
心
得
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。 

 

声
に
違
和
感
を
感
じ
る
の
と
同
様
に
、

自
分
で
は
「
こ
れ
は
○
○
だ
」
と
い
う
認

識
で
発
信
し
た
も
の
が
、
人
に
は
「
▲
▲
」

「
□
□
」
と
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
い
、

ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
首
を
か
し
げ

る
、
と
い
う
経
験
も
、
一
度
く
ら
い
は
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

も
ち
ろ
ん
、
双
方
の
感
覚
が
完
全
に
一

致
し
て
い
て
、
万
事
う
ま
く
進
む
と
い
う

こ
と
だ
っ
て
多
々
あ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

あ
な
た
の
中
か
ら
、
傲
慢
や
思
い
込
み
や

わ
が
ま
ま
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
も
の

が
あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
た
時
。
そ
の
た
め

に
、
自
分
で
は
一
〇
〇
点
だ
と
自
信
満
々

だ
っ
た
こ
と
が
、
人
に
と
っ
て
は
七
〇
点

や
五
〇
点
と
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
場
合
で
す
。 

 

物
事
の
本
質
や
正
し
い
方
向
性
を
導

く
た
め
に
は
、
自
分
を
正
し
く
見
つ
め
、

ど
こ
か
居
心
地
の
悪
い
感
覚
や
恥
ず
か

し
さ
と
向
き
合
う
こ
と
も
必
要
。
自
分
の

録
音
し
た
声
を
聞
く
と
き
の
よ
う
な
、
客

観
的
な
向
き
合
い
方
が
大
切
な
の
で
す
。 

 

そ
れ
が
、
い
つ
も
相
手
の
立
場
に
立
つ

こ
と
を
意
識
で
き
、
思
い
や
り
を
持
ち
謙

虚
で
い
ら
れ
る
こ
と
の
原
動
力
と
な
っ

て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

 



 下記のマスに１字の漢字を入れて、４つの熟語を 

 完成させてください。 

 問 1        問 2  

 

        

 
前
号
に
引
き
続
き
、
入
浴
施
設

に
お
け
る
マ
ナ
ー
や
常
識
を
確

認
し
て
い
き
ま
す
。 

 

洗
い
場
は
ほ
と
ん
ど
の
施
設

で
一
人
ず
つ
区
切
ら
れ
た
空
間

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
洗
面
器
を

使
っ
て
体
を
流
す
と
き
や
シ
ャ

ワ
ー
を
浴
び
る
と
き
は
、
後
ろ
や

隣
に
い
る
人
に
か
か
ら
な
い
よ

う
、
慎
重
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

立
っ
た
ま
ま
な
ど
は
も
っ
て
の

ほ
か
で
す
。
ま
た
、
た
と
え
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
隣
同
士
が

見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
て

も
、
歯
磨
き
を
し
た
り
、
鼻
を
か

ん
だ
り
と
い
っ
た
こ
と
も
控
え
、

少
し
で
も
汚
さ
な
い
よ
う
心
が

け
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
自
分
が
持
ち
込
ん
だ
入

浴
グ
ッ
ズ
な
ど
を
置
い
て
、
洗
い

場
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
人
な
ど

も
い
ま
す
。
必
ず
一
回
毎
に
次
の

人
に
譲
る
こ
と
を
意

識
し
、
入
浴
グ
ッ
ズ
な
ど
は
そ
れ

専
用
に
作
ら
れ
て
い
る
浴
室
内

の
棚
や
物
置
な
ど
に
置
き
た
い

で
す
ね
。 

 

さ
ら
に
、
次
に
使
う
人
の
た
め

に
、
洗
面
器
や
椅
子
な
ど
は
サ
ッ

と
流
し
洗
い
し
て
も
と
の
位
置

に
戻
し
ま
す
。
髪
の
毛
や
石
け
ん

の
泡
な
ど
が
残
っ
て
い
な
い
か

も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
っ

た
も
の
は
、
自
分
の
も
の
は
な
ん

と
も
な
く
て
も
、
他
人
の
も
の
は

不
快
に
感
じ
る
も
の
で
す
。
思
い

や
り
が
基
本
で
す
ね
。 

  

 答え 1 

  【物】です。縦は、「人物」、「物理」、 

 横は、「食物」「物品」となります。 

 答え 2 

 【連】です。縦は、「常連」、「連動」、 

 横は、「関連」「連続」となります。 




