
      

１ 

次
の
文
章
の
□
に
身
体
の
一
部
の
言
葉
を
入
れ
て
、
―
線
部
分
が
【 

】
内
の
意
味
に
な
る
よ
う
に
文
章
を

完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 

① 

返
却

へ
ん
き
ゃ
く

さ
れ
た
テ
ス
ト
の
点
数
に
□
を
疑

う
た
が

っ
た
。 

【
見
た
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
様
子
】 

 

② 

格
上

か
く
う
え

の
チ
ー
ム
に
全
く
□
が
立
た
な
い
。 

 
 

【
と
て
も
対
抗

た
い
こ
う

で
き
な
い
こ
と
】 

 

③ 

休
み
の
日
に
、
隣

と
な
り

町
ま
で
□
を
伸
ば
し
た
。 

 

【
予
定
よ
り
遠
く
へ
行
く
こ
と
】 

 

④ 

大
き
な
役
目
を
果
た
し
、
□
の
荷 に

が
下
り
た
。 

 
【
責
任
を
果
た
し
終
え
て
楽
に
な
り
、
落
ち
着
く
こ
と
】 

 

⑤ 

友
人
が
家
に
来
る
の
を
□
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
る
。【
心
待
ち
に
し
て
い
る
様
子
】 

 

⑥ 

毎
日
、
同
じ
こ
と
で
注
意
さ
れ
□
が
痛 い

た

い
。 

 

【
自
分
の
欠
点
を
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
、
つ
ら
い
こ
と
】 

        

２ 

次
の
慣
用
句
を
使
い
、
短
文
を
作
り
な
さ
い
。 

  

①
「
ご
ぼ
う
抜 ぬ

き
に
す
る
」 

 

       

②
「
羽
を
伸
ば
す
」 
 

      

④ ① 

肩 か

た 目 

⑤ ② 

首 歯 

⑥ ③ 

耳 足 

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
① 

小
学
校
四
年
生
以
上 

【
慣
用
句
】 

（
例
）
リ
レ
ー
の
ア
ン
カ
ー
が
、
前
に
走
っ
て
い
た
三
人
を
ご
ぼ
う
抜
き
に
し
た
。 

※
【
競
走
で
数
人
を
一
気
に
抜
き
去
る
こ
と
】
と
い
う
意
味
を
正
し
く
活
用
で
き
て
い
れ
ば
正
解 

（
例
）
毎
日
忙
し
い
の
で
、
休
み
の
日
く
ら
い
羽
を
伸
ば
し
た
い
。 

※
【
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
】
と
い
う

意
味
を
正
し
く
活
用
で
き
て
い
れ
ば
正
解 



１

次
の
文
章
を
、
主
語
に
注
目
し
て
二
つ
の
文
に
分
け
て
書
き
直
し
ま
す
。
つ
な
ぎ
言
葉
（
接
続
詞
）
を
使
っ
て
、

書
き
出
し
に
続
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
今
日
は
、
図
工
が
あ
る
の
で
、
絵
の
具
セ
ッ
ト
を
持
っ
て
家
を
出
ま
し
た
。

※
使
う
つ
な
ぎ
言
葉
【
だ
か
ら
】

②
ぼ
く
は
、
練
習
を
が
ん
ば
っ
た
が
、
大
会
の
結
果
は
五
位
だ
っ
た
。

※
使
う
つ
な
ぎ
言
葉
【
し
か
し
】

２

次
の
二
つ
の
文
を
一
つ
の
文
に
書
き
直
し
ま
す
。
書
き
出
し
に
続
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
お
に
ご
っ
こ
が
人
気
で
す
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
休
み
時
間
に
お
に
ご
っ
こ
を
し
て
遊
び
ま
し
た
。

②
天
気
予
報
は
雨
だ
。
け
れ
ど
今
の
と
こ
ろ
空
は
晴
れ
て
い
る
。

ま ら

し
、

今

た 絵 日

。
の は

具
、

セ 図

ツ
工

ト が

を あ

持 り

つ
ま

て す

家
。

を だ

出 か

か

し ぼ

、
く

大 は

会
、

の 練

結 習

果 を

は が

五 ん

位 ば

だ
つ

つ
た

た
。

。
し

遊 な

び で お

ま 休 に

し み ご

た 時
つ

。
間 こ

に が

お 人

に 気

ご だ

つ
か

こ ら

を
、

し み

て ん

こ

ろ 天

空 気

は 予

晴 報

れ は

て 雨

い だ

る け

。
れ

ど

、

今

の

と

（
な
の
で
）



１

次
の
【
文
章
の
一
部
】
は
、
ゆ
み
さ
ん
が
遠
足
か
ら
帰
っ
て
き
て
書
い
た
作
文
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と

の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

【
文
章
の
一
部
】

一

そ
こ

と
は
、
ど
こ
で
す
か
。
八
文
字
で
書
き
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。

二

私
が
、
眠
れ
な
か
っ
た
理
由
を
二
十
五
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

三

私
が
、
起
床
し
た
と
き
に
、
う
れ
し
か
っ
た
理
由
を
、
次
の
言
葉
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、

三
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

今
年
の
遠
足
は
、
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
そ
こ
に
は
行
っ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
。
前
日
の
天
気
予
報
は
、
雨
だ
っ
た
の
で
、
せ

っ
か
く
の
遠
足
が
中
止
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
心
配
で
な
か
な
か
眠
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
朝
起
き
た
ら
き
れ
い
な
青
空
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た

で
す
。広 れ 天

が ど 気

つ 、
予

て き 報

い れ は

た い 雨

か な だ

ら 青
つ

。
空 た

が け

か は 遠

ら な 足

。
い が

か 中

と 止

心 に

配 な

だ る

つ
の

た で

ク

リ

ス

タ

ル

パ

―

ク

【POINT】

「理由」を解答する場合は，文末を「…から。」や「…ため。」にする

ことが大切です。

（例）（例）



     

１ 

次
の
①
～
②
は
「
同
訓
異
字
」
が
あ
り
ま
す
。
例
に
な
ら
っ
て
、
意
味
の
違
い
が
分
か
る
よ
う
に
、
別
の
漢

字
を
使
っ
て
短
文
を
三
つ
作
り
ま
し
ょ
う
。 

  

（
例
）
う
つ
す 

 

・
資
料
の
保
管
場
所
を
別
の
場
所
に
移
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
話
し
合
い
の
様
子
を
ビ
デ
オ
に
写
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
撮
影
し
た
動
画
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
。 

  

① 

あ
つ
い 

       

② 

つ
と
め
る 

      

２ 

次
の
①
～
②
は
「
同
音
異
義
語
」
が
あ
り
ま
す
。
意
味
の
違
い
が
分
か
る
よ
う
に
、
別
の
漢
字
を
使
っ
て
短

文
を
三
つ
作
り
ま
し
ょ
う
。 

   

① 

し
ゅ
う
か
ん 

      

② 

た
い
し
ょ
う 
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五
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生
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【
同
訓
異
字
・
同
音
異
義
語
】 

例
・
彼
は
級
友
か
ら
の
信
頼
が
厚
い
。 

・
今
年
の
夏
は
暑
い
日
が
多
か
っ
た
。 

・
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突

え

ん

と

つ

が
熱
か
っ
た
。 

例
・
成
績
の
向
上
に
努
め
る
。 

・
総
会
の
司
会
を
務
め
る
。 

・
三
月
ま
で
会
社
に
勤
め
る
。 

 

【POINT】 
 

<写す>  
そのとおりに

書く。画像など

に残す。 

 

<映す> 
画像などを再

生する。投影す

る。反映する。 

【POINT】 
 

<暑い>  
「寒い」の対義語。 

 

<熱い> 
「冷たい」の対義

語。 

【POINT】 
 

<努める>  
努力する。 

 

<務める> 
任務を果たす。 

 

<勤める> 
勤務する。 

 

例
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
習
慣
に
す
る
。 

・
今
日
か
ら
春
の
交
通
安
全
週
間
で
あ
る
。 

・
週
刊
誌
を
定
期
購
入

こ

う

に

ゅ

う

す
る
。 

 

。 

 

例
・
中
学
生
を
対
象
に
調
査
す
る
。 

 

・
点
対
称
の
図
形
を
か
く
。 

・
二
人
は
対
照
的
な
性
格
で
あ
る
。 

  

【POINT】 
 

「習慣」「週間」 

「週刊」のほか， 

「収監」（監獄に

収容すること） 

「集患」（患者を

集めること）など

も考えられます。 

【POINT】 
 

「対象」「対称」 

「対照」のほか， 

「大正」（昭和の前

の時代），「大将」（あ

る集団の頭目や優

れた人物），「大賞」

（最も優れたもの

に与えられる賞）等

も考えられます。 

ど
う
く
ん
い
じ 

ど
う
お
ん
い
ぎ
ご 



１

次
の
文
中
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
正
し
く
漢
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
送
り
仮
名
が
必
要
な

時
は
、
送
り
仮
名
も
書
き
ま
し
ょ
う
。

２

次
の
文
中
に
、
誤
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
熟
語
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
誤
っ
て
い
る
熟
語
に
直
線
を
引
き
、
解

あ
や
ま

じ
ゅ
く
ご

答
欄
に
正
し
く
書
き
直
し
ま
し
ょ
う
。

ら
ん

３

次
の
文
中
の

線
部
の
読
み
方
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
手
間
を
省
く

②
百
も
承
知

③
勢
い
を
つ
け
る

私
は
今
年
の
夏
休
み
に
、
祖
父
母
の
い
る
①
ギ
フ
県
に
家
族
で
旅
行
に
行
き
ま
す
。
祖
父
が

七
十
歳
の
誕
生
日
を
む
か
え
る
の
で
、
み
ん
な
で
②
イ
ワ
ウ
予
定
で
す
。
③
ニ
イ
ガ
タ
県
に
住

ん
で
い
る
い
と
こ
も
来
る
の
で
、
み
ん
な
に
会
え
る
の
が
今
か
ら
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

先
日
行
わ
れ
た
児
童
会
選
挙
で
は
、
私
た
ち
の
学
級
の
会
長
候
補
で
あ
る
千
葉
さ
ん
が
高
い

指
示
を
得
て
当
選
し
ま
し
た
。
と
な
り
の
ク
ラ
ス
の
秋
田
く
ん
が
票
を
集
め
る
と
予
想
し
て
い

た
の
で
、
以
外
で
し
た
。
選
挙
演
説
を
よ
く
聞
い
て
判
断
し
て
く
れ
る
な
ど
、
有
権
者
の
選
挙

へ
の
感
心
が
高
か
っ
た
た
め
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

は
ぶ

し
ょ
う
ち

い
き
お

①

岐

阜

②

祝

う

③

新

潟

①

支

持

②

意

外

③

関

心



１

け
ん
じ
さ
ん
の
学
級
で
は
、
生
活
の
中
で
気
に
な
っ
た
こ
と
を
調
べ
る
学
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
け
ん
じ
さ

ん
は
、
旭
川
市
か
ら
出
て
い
る
ご
み
の
量
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
資
料
１
と
資
料
２
は
、
け
ん
じ
さ
ん
が
意

見
文
を
書
く
た
め
に
収
集
し
た
資
料
で
す
。
資
料
を
よ
く
見
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

①

け
ん
じ
さ
ん
は
、
資
料
１
の
グ
ラ
フ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
意
見
文
に
書
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
グ
ラ
フ

か
ら
分
か
る
適
切
な
文
章
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

ア

事
業
系
ご
み
と
家
庭
ご
み
は
、
年
々
減
っ
て
き
て
い
る
。

イ

家
庭
ご
み
の
排
出
量
は
、
総
排
出
量
の
半
分
を
占
め
て
い
る
。

ウ

ご
み
の
総
排
出
量
は
、
一
度
大
き
く
減
り
、
そ
の
後
あ
ま
り
変
化
は
な
い
。

②

け
ん
じ
さ
ん
は
、
家
庭
で
で
き
る
工
夫
と
し
て
資
料
２
の
「
３

」
の
取
組
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
こ
で

R

け
ん
じ
さ
ん
は
、
資
料
３
の
よ
う
な
意
見
文
を
考
え
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
意
見
文
を
書
く
と
し
た
ら
、
ど

の
よ
う
な
取
組
を
提
案
す
る
か
、
左
の
条
件
に
沿
っ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

条
件
１

資
料
２
か
ら
、
具
体
的
な
取
組
を
一
つ
選
ぶ
こ
と
。

条
件
２

取
組
の
具
体
的
な
場
面
を
記
入
す
る
こ
と
。

条
件
３

提
案
す
る
意
見
の
言
い
方
で
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。１００

ウ

解
答
例

・
ぼ
く
は
、
家
庭
で
で
き
る
工
夫
と
し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
を
活
用
す
る

こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
着
な
く
な
っ
た
服
を
捨
て
ず
に
、
お
店
に
持
ち
こ
め
ば
、

ご
み
が
減
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
着
な
く
な
っ
た
服
を
お
店
に
持
ち
こ
み
ま
し

ょ
う
。

・
わ
た
し
は
、
家
庭
で
で
き
る
工
夫
と
し
て
、
資
源
物
を
回
収
に
出
す
こ
と
を
提

案
し
ま
す
。
新
聞
紙
な
ど
を
資
源
回
収
に
出
す
こ
と
で
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
な

が
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
資
源
回
収
で
き
る
も
の
は
捨
て
ず
に
、
資
源
回
収

に
出
し
ま
し
ょ
う
。

・
わ
た
し
は
、
家
庭
で
で
き
る
工
夫
と
し
て
、
ご
み
を
正
し
く
分
別
す
る
こ
と
を

提
案
し
ま
す
。
ご
み
を
捨
て
る
時
に
、
正
し
く
分
別
す
る
こ
と
で
、
リ
サ
イ
ク

ル
に
つ
な
が
り
、
ご
み
が
減
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
ご
み
の
分
別
を
し
っ
か

り
と
行
い
ま
し
ょ
う
。



    

１ 

旭
川
中
学
校
の
工
藤
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
で
「
職
業
体
験
学
習
」
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
旭
山
幼
稚
園
に
お

礼
の
手
紙
を
書
き
ま
し
た
。
次
の
【
幼
稚
園
へ
の
手
紙
】
を
読
ん
で
、
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

               

一 
 

Ａ 

に
入
る
言
葉
を
次
の
１
～
３
か
ら
選
び
、（ 

）
に
数
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

１ 

か
し
こ 

 

２ 

敬
具

け

い

ぐ 
 

３ 

早
々

そ
う
そ
う 

 

Ａ 

（ 

２ 

） 

 

二 
 

Ｂ 

、 

Ｃ 

、 

Ｄ 

の
中
に
入
る
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
１
～
３
か
ら
選
び
、 

（ 

）
に
数
字
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

１ 

自
分
の
名
前 

 
 

２ 

相
手
の
名
前 

 
 

３ 

日
付 

 
 

 

 

Ｂ 

（ 

３ 

） 
 

 
 

Ｃ 

（ 

１ 

） 
 

 

Ｄ 

（ 

２ 

） 

 

２ 

左
の
よ
う
に
、
団
体
あ
て
に
封
筒
に
あ
て
名
を
書
く
場
合
、 

Ｅ 
 

に
入
る
言
葉
を
１
～
３
か
ら
選
び
、 

 
 

Ｅ 
 

に
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。 

 

１ 

様 

２ 

御
中

お
ん
ち
ゅ
う 

３ 

行 ゆ
き 

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑦ 

小
学
校
五
年
生
以
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【
手
紙
】 

拝
啓 

 

日
に
日
に
秋
が
深
ま
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
先
日
は
私
た
ち
の
職
業
体
験
学
習
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

初
め
て
園
児
に
接
し
た
と
き
に
は
、
緊
張
の
あ
ま
り
「
お
は
よ
う
」
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
先
生
方
の
園
児
へ
の
接
し
方
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
園
児
と
元
気
に
挨
拶
を
交

わ
せ
、
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

今
回
の
経
験
を
生
か
し
、
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

こ
れ
か
ら
も
、
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

Ａ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ｂ 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ｃ 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ｄ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

旭
川
市
十
条
通
三
丁
目
五
―
三 

  
 
 

デ
ザ
イ
ン
株
式
会
社 

Ｅ

御
中 

   

【POINT】 
・相手方が企業等の場合，敬称

として「御中」を使用します。 

・あて名を書く際は，投稿先の

名前に敬称を付け，封筒の中

央に，住所よりも大きな字で

書くことが大切です。 

【POINT】 
・相手方に敬意を表するため，相手の

名前は最も高い位置に書きます。 

・また，同じ考え方から，自分の名前

は最も低い位置に書きます。 

【POINT】 
「かしこ」 

「敬具」

「早々」 

は，いずれも

手紙の終わり

に書く「結語」

です。使い分

けについて，

調べてみまし

ょう。 



    

１ 

旭
川
中
学
校
の
中
村
さ
ん
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
調
べ
学
習
で
、「
兵
村
記
念
館
」
を
訪
れ
ま
し

た
。
次
の
会
話
の
中
の
―
線
部
分
の
う
ち
、
敬
語
の
使
い
方
が
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
二
カ
所
あ
り
ま
す
。
誤

っ
て
い
る
記
号
を
答
え
、
正
し
い
敬
語
に
改
め
な
さ
い
。 

                    

２ 

次
の
文
章
は
、
旭
川
中
学
校
の
中
田
さ
ん
が
職
業
体
験
学
習
の
お
礼
と
し
て
書
い
た
手
紙
の
一
部
で
す
。
こ

の
文
章
の
中
に
は
謙
譲
語

け
ん
じ
ょ
う
ご

を
使
っ
た
方
が
よ
い
言
葉
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
一
文
節
で
抜
き
出
し

「
謙
譲
語

け
ん
じ
ょ
う
ご

」
に
直
し
な
さ
い
。
（
※
文
節
と
は
、
意
味
が
こ
わ
れ
な
い
程
度
に
文
を
細
か
く
区
切
っ
た
言
葉
の

か
た
ま
り
の
こ
と
で
す
） 

       
 
 

 

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑧ 

小
学
校
五
年
生
以
上 

【
敬
語
】 

中
村
「
こ
ん
に
ち
は
。
旭
川
中
学
校
の
中
村
で
す
。
今
日
は
旭
川
市
の
歴
史
を
調
べ
に
ア

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」 

職
員
「
こ
ん
に
ち
は
。
昨
日
連
絡
を
く
れ
た
中
村
さ
ん
で
す
ね
。
今
日
は
、
ゆ
っ
く
り
見
学
し
て
い
っ
て
く
だ

さ
い
。」 

中
村
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
記
念
館
の
中
で
写
真
を
イ

撮
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
」 

職
員
「
一
般
に
展
示
し
て
い
る
も
の
な
ら
大
丈
夫
で
す
。
」 

中
村
「
わ
か
り
ま
し
た
。
見
学
後
に
質
問
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
ど
な
た
に
ウ

質
問
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
よ
ろ
し
い
で
す
か
。」 

職
員
「
内
容
に
応
じ
て
、
専
門
の
職
員
を
紹
介
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
質
問
で
す
か
。
」 

中
村
「
旭
川
市
の
開
拓
の
こ
と
に
つ
い
て
エ

存
じ
上
げ
て
い
る
方
を
お
願
い
し
ま
す
。」 

 

職
場
の
皆
さ
ん
が
丁
寧

て
い
ね

い

に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
お
忙
し
い
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
貴
重

き
ち
ょ
う

な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

記
号 

記
号 

エ ア 

正 正 

ご
存
知
の 

 

ま
い
り
ま
し
た
（
う
か
が
い
ま
し
た
） 

 

【POINT】 
 

「知る」 
 
<尊敬語> 

ご存知，お知

りになる，知

られる 
 

<謙譲語> 

存じ上げる，

存じる 

誤 

（
さ
せ
て
）
も
ら
い 

正 

（
さ
せ
て
）
い
た
だ
き 

 

 



     

１ 

次
の
「
学
校
便
り
」
に
は
、
漢
字
の
間
違
い
が
六
カ
所
あ
り
ま
す
。
間
違
い
を
探
し
、
正
し
い
漢
字
に
直
し

な
さ
い
。 

                                    

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑨ 

中
学
校
一
年
生
以
上 

【
漢
字
②
】 

○○中学校 学校便り  

                                 第３号 

                             令和元年 ９月３０日 
 

素晴らしい歌声 ～ 合唱コンクール 

 ９月２７日（金）に，合唱コンクールが行われた。本校の合唱コンクールは毎年，音協

設備が素晴らしい「旭川ホール」を貸りて行われる。今年度も，全６クラスの素摘な合唱

が披露された。 

 本校では，毎年，指揮者や判奏者，パートリーダーを中心に，放課後の時間を活用して

自主的に練習を重ねている。クラス全員が心を一つにしてつくり上げる合唱は，聴衆の心

を揺さぶる。全校生徒，保護者が見守り，地域のお年寄りも招態する。多くの聴衆の心に

届けようと，毎日の練習が協力して進められていた。 

 今年度の最優秀クラスは，３年Ｂ組。しかし，どのクラスも拍力のある合唱で，本校の

合唱技術の高さが感じられた一日だった。 

 

 

学び舎 

【
誤
】
→

協 

【
正
】
→

響 

【
誤
】
→

貸 

【
正
】
→

借 

【
誤
】
→

摘 

【
正
】
→

敵 
【
誤
】
→

態 

【
正
】
→

待 

【
誤
】
→

判 

【
正
】
→

伴 

【
誤
】
→

拍 

【
正
】
→

迫 



     

１ 

次
の
詩
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
を
、
三
つ
以
上
答
え
な
さ
い
。（
二
回
以
上
で
て
く
る
も
の
は
、
一
回

答
え
れ
ば
よ
い
） 

                                

２ 

「
直
喩
」
（
よ
う
に
・
み
た
い
に
な
ど
を
用
い
て
、
直
接
明
ら
か
に
示
し
て
た
と
え
る
方
法
）
を
使
っ
た
短

文
を
つ
く
り
な
さ
い
。 

   

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑩ 

中
学
校
一
年
生
以
上 

【
表
現
技
法
】 

落
葉
松 

 
 
 
 
 

北
原
白
秋 

一 か
ら
ま
つ
の
林
を
過
ぎ
て
、 

か
ら
ま
つ
を
し
み
じ
み
と
見
き
。 

か
ら
ま
つ
は
さ
び
し
か
り
け
り
。 

た
び
ゆ
く
は
さ
び
し
か
り
け
り
。 

二 か
ら
ま
つ
の
林
を
出
で
て
、 

か
ら
ま
つ
の
林
に
入
り
ぬ
。 

か
ら
ま
つ
の
林
に
入
り
て
、 

ま
た
細
く
道
は
つ
づ
け
り
。 

三 か
ら
ま
つ
の
林
の
奥
も 

わ
が
通
る
道
は
あ
り
け
り
。 

霧
雨
の
か
か
る
道
な
り
。 

山
風
の
か
よ
ふ
道
な
り
。 

四 か
ら
ま
つ
の
林
の
道
は 

わ
れ
の
み
か
、
ひ
と
も
か
よ
ひ
ぬ
。 

ほ
そ
ぼ
そ
と
通
ふ
道
な
り
。 

さ
び
さ
び
と
い
そ
ぐ
道
な
り
。 

 

五 か
ら
ま
つ
の
林
を
過
ぎ
て
、 

ゆ
ゑ
し
ら
ず
歩
み
ひ
そ
め
つ
。 

か
ら
ま
つ
は
さ
び
し
か
り
け
り
、 

か
ら
ま
つ
と
さ
さ
や
き
に
け
り
。 

六 か
ら
ま
つ
の
林
を
出
で
て
、 

浅
間
嶺
に
け
ぶ
り
立
つ
見
つ
。 

浅
間
嶺
に
け
ぶ
り
立
つ
見
つ
。 

か
ら
ま
つ
の
ま
た
そ
の
う
へ
に
。 

七 か
ら
ま
つ
の
林
の
雨
は 

さ
び
し
け
ど
い
よ
よ
し
づ
け
し
。 

か
ん
こ
鳥
鳴
け
る
の
み
な
る
。 

か
ら
ま
つ
の
濡
る
る
の
み
な
る
。 

八 世
の
中
よ
、
あ
は
れ
な
り
け
り
。 

常
な
け
ど
う
れ
し
か
り
け
り
。 

山
川
に
山
が
は
の
音
、 

か
ら
ま
つ
に
か
ら
ま
つ
の
か
ぜ
。 

・
対
句
（
霧
雨
の
・
山
風
の
、
か
か
る
道
・
か
よ
ふ
道 

な
ど
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
反
復
（
か
ら
ま
つ
の
・
か
ら
ま
つ
の
、
さ
び
し
か
り
け
り
・
さ
び
し
か
り
け
り 

な
ど
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
体
言
止
め
（
山
が
は
の
音
、
か
ら
ま
つ
の
か
ぜ
） 

・
擬
人
法
（
か
ら
ま
つ
は
さ
び
し
か
り
け
り 

な
ど
） 

 
 

な
ど 

（
例
）
一
羽
の
鳥
が
、
ま
る
で
矢
の
よ
う
に
空
を
横
切
っ
た
。 

【POINT】 
対句 … 言葉を形や意味が対応するように並べる方法。リズムや意味の面で

まとまりが生まれ，整然とした印象を与える。 
反復  …同じ言葉を繰り返す方法。たたみかけるようなリズムが生まれ，繰

り返されている情景や心情が強調される。 
体言止め…文末や区末を体言（名詞）で結ぶ方法。詩や短歌，俳句で用いられることが

多く，しみじみとした余韻を残したり，きっぱりとした印象を与えたりする。 



      

１ 

次
の
文
の
―
線
部
分
の
単
語
を
、
自
立
語
か
付
属
語
に
分
類
し
な
さ
い
。 

          

２ 

次
の
文
の
―
線
部
分
の
単
語
を
、
活
用
す
る
単
語
か
、
活
用
し
な
い
単
語
に 

分
類
し
な
さ
い
。 

         

３ 

次
の
―
線
部
分
の
単
語
の
品
詞
名
を
答
え
な
さ
い
。 

  
 

① 

太
陽
が
出
て
、
周
囲
が
明
る
く
な
っ
た
。 

 
 

② 

夢
を
き
っ
と
実
現
し
て
み
せ
る
。 

 
 

③ 

こ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
進
め
ば
目
的
地
に
着
く
。 

 
 

④ 

今
度
の
試
合
に
は
絶
対
に
勝
と
う
。 

 
 

⑤ 

そ
ん
な
に
嫌
な
ら
、
も
う
や
め
な
さ
い
。 

 
 

⑥ 

選
手
の
動
き
が
よ
く
な
い
。 

      

 
 
 
 
 

あさひかわ 

国
語
プ
リ
ン
ト
⑪ 

中
学
校
一
年
生
以
上 

【
単
語
】 

私
た
ち
の
ア

社
会
は
、
イ

さ
ま
ざ
ま
な
考
え
ウ

を
も
つ
人
た
ち
か
ら
エ

成
り
立
っ
て
い
オ

ま
す
。 

私
た
ち
の
ア

社
会
は
、
イ

さ
ま
ざ
ま
な
考
え
ウ

を
も
つ
人
た
ち
か
ら
エ

成
り
立
っ
て
い
オ

ま
す
。 

④ ① 

動 

詞 

形
容
詞 

⑤ ② 

形
容
動
詞 

副 

詞 

⑥ ③ 

名 

詞 

連
体
詞 

 

自
立
語 

ア
・
イ
・
エ 

付
属
語 

ウ
・
オ 

 

活
用
す
る 

イ
・
エ
・
オ 

活
用
し
な
い 

ア
・
ウ 

 

【POINT】 
ア 社会    …名詞 自立語 活用しない 
イ さまざまな …形容動詞 自立語 活用する 
ウ を     …助詞   付属語 活用しない 
エ 成り立っ  …動詞   自立語 活用する 
オ ます    …助動詞  付属語 活用する 

【POINT】 
⑥「動き」については， 
 
車が動きます。 

 
のような文では，動詞になり
ますが，例文のように主語に
なることができ，「動き方」
や「動く様子」などと置き換
えることが可能な場合は，名
詞になります。 

 


