
文
の
中
で
、

「
だ
れ
が
（
は
）
」「
何
が
（
は
）」
に
当
た
る
こ
と
ば
を

主
語
、

し

ゅ

ご

「
ど
う
す
る
」「
ど
ん
な
だ
」「
な
ん
だ
」
に
当
た
る
こ
と
ば
を

述
語

と
い
い
ま
す
。

じ
ゅ
つ
ご

【
も
ん
だ
い
】

つ
ぎ
の

文
の

主
語
を

○
で
か
こ
み
、
述
語
に

を
引
き
ま
し
ょ
う
。

（
れ
い
）

か
え
る
く
ん
は
、

ま
ど
か
ら

の
ぞ
き
ま
し
た
。

①

お
兄
さ
ん
が

ケ
ー
キ
と

ま
ん
じ
ゅ
う
を

食
べ
る
。

②

学
校
の

た
い
い
く
か
ん
は

と
て
も

広
い
で
す
。

③

か
え
る
く
ん
か
ら

お
手
紙
を

も
ら
っ
て
、
が
ま
く
ん
は

よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。

④

四
日
た
っ
て
、
か
た
つ
む
り
く
ん
が

が
ま
く
ん
の

家
に

よ
う
や
く

つ
き
ま
し
た
。

⑤

み
ん
な
が

つ
か
っ
て
い
た

一
り
ん
車
が

か
た
づ
け
ら
れ
ず
に

の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

話
す
と
き
や

文
を
書
く
と
き
は

主
語
と

述
語
が

あ
い
て
に

つ
た
わ
る
よ
う
に

気
を

つ
け
る
こ
と
が

た
い
せ
つ
で
す
。

【
も
ん
だ
い
】

つ
ぎ
の

絵
に

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
す
を

文
に

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

※

主
語
と

述
語
を

か
な
ら
ず

書
き
ま
し
ょ
う
。

P27

主語
だ
れ
が
（
は
）

何
が
（
は
）

述語
ど
う
す
る

ど
ん
な
だ

な
ん
だ

男
の
子
が

オ
ム
ラ
イ
ス
を

た
べ
て
い
ま
す
。

大
き
な

オ
ム
ラ
イ
ス
が

お
さ
ら
の
上
に

の
っ
て
い
ま
す
。

た
ろ
う
く
ん
が

オ
ム
ラ
イ
ス
の

大
き
さ
に

お
ど
ろ
い
て
い
ま
す
。

ヒント

まずは，述語をさがし

ましょう。

その次に，述語の

「だれが（は）」

「何が（は）」に

あてはまる主語をさが

すと見つかりますよ。

か
い
と
う
・
か
い
せ
つ

見つけた 主語 と 述語
だけをつなげて読んでみ
ましょう。
いみが とおっているか
かくにんできます。

ここに書いてあ
る文は，れいな
ので，いろいろ
なせいかいがあ
ります。
主語と述語がき
ちんと書かれて
いるかかくにん
しましょう。



教
科
書
下

「
修
飾
語
を
使
っ
て
書
こ
う
」
で
は
、
文
の
中
で
「
何
が
（
は
）
」「
だ
れ
が
（
は
）
」
に
当
た
る
言

Ｐ２９

葉
を
主
語
、「
ど
う
し
た
（
ど
う
す
る
）
」「
ど
ん
な
だ
」「
な
ん
だ
」
に
当
た
る
言
葉
を
述
語
、「
ど
ん
な
」「
ど
の
く

ら
い
」
の
よ
う
に
、
文
の
意
味
を
く
わ
し
く
す
る
言
葉
を
修
飾
語
と
い
う
学
習
を
行
い
ま
し
た
。
教
科
書
で
確
認
し

な
が
ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

１

次
の
文
の
主
語
と
述
語
を
、（

）
に
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

先
週
、
ぼ
く
は
、
友
だ
ち
と

児
童
セ
ン
タ
ー
に

行
っ
た
。

（１）

主
語
（

ぼ
く
は

）

述
語
（

行
っ
た

）

に
ぎ
や
か
な

音
楽
が

遠
く
か
ら

聞
こ
え
る
。

（２）

主
語
（

音
楽
が

）

述
語
（

聞
こ
え
る

）

白
い

ね
こ
が
、
公
園
の

ベ
ン
チ
の

下
に

い
る
。

（３）

主
語
（

ね
こ
が

）

述
語
（

い
る

）

２

丸
山
さ
ん
は
、
次
の
文
章
の
―
―
―
部

と

の
文
に
つ
い
て
、
言
葉
の
使
い
方
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

（ア）

（イ）

部
「
売
ら
れ
て
い
ま
す
」
の
主
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

（１）

（ア）

部
「
も
っ
と
も
」
は
ど
の
言
葉
を
く
わ
し
く
し
て
い
ま
す
か
。
適
切
な
も
の
を
書
き
出
し
ま

（２）

（イ）し
ょ
う
。

３

下
の
写
真
の
様
子
を
、
修
飾
語
を
使
っ
て
く
わ
し
く
書
き
ま
し
ょ
う
。

ひ
か
り
ス
ー
パ
ー
で
は
、
ち
ら
し
で
せ
ん
で
ん
し
た
商
品
が
、「
お
す
す
め
品
」

と
し
て

売
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
す
す
め
品
に
は
、
そ
の
き
せ
つ
が
い
ち
ば
ん
お
い

（ア）

し
い
や
さ
い
や
、
行
事
に
合
っ
た
食
べ
物
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
お
す
す
め
品
は
、

ひ
か
り
ス
ー
パ
ー
に
と
っ
て

も
っ
と
も
お
客
様
に
売
り
た
い
商
品
な
の
で
、
置
き

（イ）

場
所
に
く
ふ
う
を
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

商
品
が

売
り
た
い

今
日
は
、
家
族
で
海
に
つ
り
に
来
ま
し
た
。
赤
い
ぼ
う
し
、
黄
色
い

（例）
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
て
、
大
き
な
ボ
ー
ト
に
乗
り
こ
み
、
料
理
に

向
い
て
い
る
大
き
な
魚
を
ね
ら
っ
て
、
さ
お
を
投
げ
入
れ
ま
し
た
。

解
答
・
解
説

主語
「何が（は）」「だれが（は）」
に当たる言葉

述語
「どうした（どうする）」
「どんなだ」「なんだ」に
当たる言葉

修飾語
「どんな」「どのくらい」
のように、文の意味をくわ
しくする言葉

できるだけ一文節（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）で書き出
しましょう。

ここにあげているのは，正解の一例です。
自分なりに修飾語を使いながら書けていれ
ば正解です。
「いつ」「どこで」「だれが（に，と）」「何
を」「どこを」「どのように」などの観点で
文をくわしく書けるとよいでしょう。
人と話したり，感想文などを書いたりす
るときには，修飾語を使って，伝えたいこ
とが相手によく分かるようにしましょう。
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教
科
書

～

「
つ
な
ぎ
言
葉
の
は
た
ら
き
を
知
ろ
う
」
で
は
、
つ
な
ぎ
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
な
関
係
を
表
す
こ

Ｐ８１

Ｐ８２

と
や
，
つ
な
ぎ
言
葉
の
具
体
例
と
は
た
ら
き
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
教
科
書
で
確
認
し
な
が

ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

１

次
の
（

）
に
あ
て
は
ま
る
つ
な
ぎ
言
葉
を

か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
書
き
ま
し
ょ
う
。

よ
く
で
き
ま
し
た
。（
そ
れ
で
は
）、
練
習
を
終
わ
り
ま
す
。

（１）

こ
の
花
は
色
が
美
し
い
。（

そ
れ
に

）、
か
お
り
も
よ
い
。

（２）

自
転
車
で
行
こ
う
か
。（
そ
れ
と
も
）、
電
車
で
行
こ
う
か
。

（３）

ぼ
く
が
手
助
け
し
よ
う
。（

た
だ
し

）、
今
回
だ
け
だ
よ
。

（４）
２

次
の
―
―
―
線
の
言
葉
に
つ
い
て
、
①
の
述
語
と
、
②
の
修
飾
語
と
、
③
の
主
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
（

）

に
書
き
出
し
ま
し
ょ
う
。

①
（

行
っ
た

）
②
（

親
切
に

）
③
（

家
は

）

３

つ
な
ぎ
言
葉
は
、
話
し
手
や
書
き
手
の
気
持
ち
を
表
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の

に
、「
だ
か
ら
」「
し
か
し
」
を
入
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
の
ち
が
い
が
表
れ
る
で

し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

た
だ
し

そ
れ
に

つ
ま
り

そ
れ
と
も

そ
れ
で
は

先
週
の
日
曜
日
、
①

わ
た
し
は
、
電
車
で
、
い
と
こ
の
家
に
行
っ
た
。
駅
で
お
り
て
、
駅
前
の
文
ぼ

う
具
店
で
目
印
の
神
社
の
場
所
を
た
ず
ね
た
。
す
る
と
、
お
店
の
人
が
親
切
に
②

教
え
て
く
れ
た
。
に

ぎ
や
か
な
通
り
を
ぬ
け
る
と
、
神
社
が
あ
り
、
い
と
こ
の
家
は
そ
の
少
し
③

先
だ
っ
た
。

徒
競
走
の
と
き
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
必
死
で
走
っ
た
。

、
二
着
だ
っ
た
。

だ
か
ら
を
使
う
と
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
必
死
で
走
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
二
着
に
な
る
こ

（例）
と
が
で
き
、
と
て
も
う
れ
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
を
使
う
と
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
必
死
で
走
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
結
果
と
し
て
二

（例）
着
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
残
念
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

だからしかし

解
答
・
解
説

教科書Ｐ８２の表を見
て，どのつなぎ言葉がどの
ようなはたらきをしている
のか，たしかめましょう。
また，例文に目を通すこ
とで，文の中での使い方の
イメージをもつことができ
るでしょう。

主語
「何が（は）」「だれが（は）」
に当たる言葉

述語
「どうした（どうする）」
「どんなだ」「なんだ」に
当たる言葉

修飾語
「どんな」「どのくらい」
のように，文の意味をくわ
しくする言葉

「だから」の場合
は，前の文が理由とな
って後ろの文に続き
ます。
「しかし」の場合

は，前の文から予想さ
れない内容が後ろに
続くことになります。 P81



１

次
の
文
章
か
ら
【

】
で
示
す
文
の
成
分
を
す
べ
て
選
び
、
記
号
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

①

【
主
語
】

②

【
述
語
】

③

【
修
飾
語
】

④

【
接
続
語
】

⑤

【
独
立
語
】

２

次
の
各
文
の
文
節
ど
う
し
の
関
係
を
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①

学
校
へ
の

坂
道
は

長
く

ゆ
る
や
か
だ
。

（

カ

）

②

新
し
い

筆
を

使
っ
て

み
る
。

（

オ

）

③

降
っ
て

い
た

雨
も

急
に

や
ん
だ
。

（

ア

）

④

桜
が

美
し
い
の
で

撮
影
し
た
。

（

ウ

）

⑤

雪
で

道
は

真
っ
白
に

染
ま
っ
た
。

（

イ

）

⑥

や
あ
、
久
し
ぶ
り
だ
ね
。

（

エ

）

３

次
に
あ
る
の
は
、「
将
来
の
夢
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
」
の
下
書
き
を
見
直
し
て
い
て
、
書
き
直
す
必
要
が

あ
る
と
考
え
た
文
の
一
部
で
す
。
各
文
を
文
節
の
つ
な
が
り
に
気
を
付
け
て
書
き
直
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

書
き
直
す
意
図
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①②

ＰＯＩＮＴ 教科書Ｐ242～246 で，それ

ぞれの文節どうしの関係を確認しましょう。

ア

疲
れ
た
が
、
イ

ぼ
く
は
、
ウ

へ
こ
た
れ
な
か
っ
た
。
エ

さ
あ
、
オ

練
習
を
カ

頑
張
ろ
う
。

イオエ

ア

接
続
す
る
前
後
の
関
係
が
正
し
く
対
応
す
る
よ
う
に
し
た
。

イ

修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

ウ

指
示
す
る
語
句
が
何
を
指
す
か
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

エ

主
語
と
述
語
が
正
し
く
対
応
す
る
よ
う
に
し
た
。

ウ
・
カ

ア

ア

主
・
述
の
関
係

イ

修
飾
・
被
修
飾
の
関
係

ウ

接
続
の
関
係

エ

独
立
の
関
係

オ

補
助
の
関
係

カ

並
立
の
関
係

私
の
夢
は
多
く
の
人
に
希
望
を
与
え
る
ア
ス
リ
ー
ト
に
な
る
こ
と
で
す
。

私
の
夢
は
多
く
の
人
に
希
望
を
与
え
る
ア
ス
リ
ー
ト
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
と
て
も
先
輩
が
一
生
懸
命
練
習
し
て
い
る
姿
を
見
て
感
動
し
ま
し
た
。

私
は
先
輩
が
一
生
懸
命
練
習
し
て
い
る
姿
を
見
て
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

「意図」

イ

「意図」

エ

解
答
・
解
説

「私は，多くの人に希望を与え
るアスリートになりたいと思
っています。」でも○です。

（主・述の関係をしっかりと対
応させましょう。）

修飾語の「とても」と被修飾語
の「感動した」が離れすぎてい
ます。（修飾・被修飾の関係を明
確にしましょう。）

１，２の設問が基本
です。しっかりと文
節の働きと関係を確
認しましょう。

文章を書く
時や推敲な
どにいかし
ましょう。
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１

次
の
①
か
ら
⑩
の
―
線
部
分
の
単
語
を
、
助
詞
と
助
動
詞
に
分
け
、
そ
の
番
号
を

に
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
鳥
が
飛
ぶ

②
す
ぐ
に
答
え
ら
れ
る

③
運
動
を
す
る

④
雪
が
降
ら
な
い

⑤
話
せ
ば
、
わ
か
る

⑥
寒
い
が
、
が
ま
ん
す
る

⑦
字
を
書
か
せ
る

⑧
作
品
が
完
成
し
た

⑨
先
生
に
話
す

⑩
風
邪
を
引
い
て
、
学
校
を
休
む

助
詞
～
活
用
を
し
な
い
付
属
語
。

助
詞
は
、
自
立
語
の
後
に
付
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を

付
け
加
え
た
り
、
語
句
と
語
句
の
関
係
を
示
し
た
り
す
る
。

助
動
詞
～
活
用
す
る
付
属
語
。

助
動
詞
は
、
用
言
・
体
言
や
他
の
助
動
詞
な
ど
に
付
い
て
、
意
味
を
付

け
加
え
た
り
、
話
し
手
・
書
き
手
の
気
持
ち
や
判
断
を
表
し
た
り
す
る

２

次
の
①
、
②
に
つ
い
て
、
例
文
の
―
線
部
分
と
同
じ
使
い
方
の
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、

あ
と
の
１
～
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
に
○
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
友
達
に
助
け
ら
れ
る
。

②
先
生
を
呼
び
に
行
っ
た
。

１

先
生
が
戻
っ
て
来
ら
れ
る
。

１

姉
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
っ
た
。

２

自
分
で
服
が
着
ら
れ
る
。

２

図
書
館
へ
本
を
借
り
に
行
っ
た
。

３

春
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。

３

時
間
を
間
違
え
て
、
父
に
し
か
ら
れ
た
。

４

と
な
り
の
犬
に
ほ
え
ら
れ
る
。

４

午
後
五
時
に
、
家
に
着
い
た
。

３

次
の

内
の
会
話
は
、
外
国
か
ら
の
留
学
生
メ
グ
が
同
級
生
に
し
た
自
己
紹
介
の
一
部
分
で
す
。
話
が
通
じ

る
よ
う
に
適
切
な
助
詞
を
補
い
、
漢
字
と
平
仮
名
で
書
き
換
え
ま
し
ょ
う
。（
「
ア
ニ
メ
」
は
カ
タ
カ
ナ
で
よ

い
。）

解
答
・
解
説

主語を示す
「助詞」

ＰＯＩＮＴ ここの内容は 教科書Ｐ244～

250 に載っています。確認しましょう。

ワ
タ
シ

ニ
ホ
ン

ア
ニ
メ

ダ
イ
ス
キ
デ
ス
。

キ
ノ
ウ

ワ
タ
シ

ア
ネ

ダ
イ
ス
キ
ナ
ア
ニ
メ

エ
イ
ガ

ミ
マ
シ
タ
。

ア
ニ
メ

ハ
ナ
シ

タ
ク
サ
ン

シ
マ
シ
ョ
ウ
。

①

③

⑤

⑥

⑨

⑩

②

④

⑦

⑧

（
例
）
私
は
日
本
の
ア
ニ
メ
が
大
好
き
で
す
。

昨
日

私
は
姉
と
（
私
と
姉
は
）
大
好
き
な
ア
ニ
メ
の
映
画
を
み
ま
し
た

ア
ニ
メ
の
話
を
た
く
さ
ん
し
ま
し
ょ
う
。

今
度
、
本
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。 可能の

「助動詞」

対象を表す
「助詞」

否定（打ち消し）
の「助動詞」

条件を表す
「助詞」

逆接を表す
「助詞」

原因・理由を表す
「助詞」

完了の
「助動詞」

使役の
「助動詞」

相手を表す
「助詞」

これは，受け身の「助
動詞」です。
①～④については
①は尊敬
②は可能
③は自発
④が受け身

これは，目的を表す
「助詞」です。
①～④については
①は変化の結果
②が目的
③は相手
④は時

「キノウ ワタシ アネ
ダイスキナ」は、「私と姉
は」「私は姉と」「私の姉
は」「私も姉も」と何種類
かに書き換え可能ですが，
問題文に「自己紹介」とい
う設定があるので，「私の
姉は」は不自然です。「私
も姉も」は，日本語の使い
方として違和感がありま
す。従って、文脈としても
設定としても不自然出ない
答えは，解答例の２つにな
ります。
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１

ア
～
オ
の
説
明
は
、
ど
の
文
章
の
特
徴
で
す
か
。
①
～
③
の
文
種
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
複
数
入
る
も
の
や
、
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

①
随
筆
（

ア

）
②
報
道
文
（

イ

）
③
論
説
文
（

ウ
・
オ

）

ア

自
分
の
経
験
な
ど
を
も
と
に
、
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
こ
と
や
、
感
じ
た
こ
と
を
書
き
綴
っ
た
文
章
。

イ

広
く
世
間
に
情
報
を
知
ら
せ
る
た
め
、
５

１

を
意
識
し
、
客
観
的
な
視
点
で
書
か
れ
た
文
章
。

W

H

ウ

テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
、
知
識
や
情
報
、
筆
者
の
考
え
を
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
。

エ

人
物
設
定
や
場
面
設
定
を
行
い
、
登
場
人
物
の
心
情
や
情
景
描
写
で
読
み
手
に
う
っ
た
え
る
文
章
。

オ

書
き
手
の
立
場
を
明
確
に
し
、
根
拠
を
示
し
て
、
論
理
的
に
考
え
を
述
べ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
文
章
。

２

①
の
説
明
文
を
、
②
の
物
語
に
書
き
換
え
ま
し
た
。
①
と
②
を
比
較
し
、
大
山
さ
ん
の
書
き
換
え
の
工
夫

点
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。

Ａ

書
き
換
え
た
と
こ
ろ
が
明
確
に
な
る
よ
う
、
引
用
を
使
い
八
十
～
九
十
字
で
説
明
し
な
さ
い
。

Ｂ

大
山
さ
ん
の
書
き
換
え
の
意
図
が
わ
か
る
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

①②

K

解
答

私
た
ち
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
エ
ン
ペ
ラ
ー
ペ
ン
ギ
ン
の
潜
水
行
動
の
調
査
を
開
始
し
た
。
そ
れ
以
前
の
記
録
で

は
、
エ
ン
ペ
ラ
ー
ペ
ン
ギ
ン
の
最
大
潜
水
深
度
は
五
百
六
十
四
メ
ー
ト
ル
、
最
大
潜
水
時
間
は
二
十
分
以
上
だ
と
い

う
。

「
ペ
ン
ギ
ン
は
、
本
当
に
こ
ん
な
に
深
く
、
長
時
間
、
潜
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
。」

私
は
、
思
わ
ず
う
ー
ん
と
う
な
っ
て
、
腕
を
く
み
な
が
ら
、
彼
ら
に
問
い
か
け
た
。

（
例
）「
ペ
ン
ギ
ン
は
、
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
深
く
、
長
時
間
、
潜
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
筆
者
の

考
え
の
部
分
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
セ
リ
フ
に
し
、
物
語
の
登
場
人
物
が
話
し
て
い
る
よ
う
に
書
き
直
し

た
。（

字
）

84

（
例
）
筆
者
の
考
え
を
、
「
ペ
ン
ギ
ン
は
、
本
当
に
こ
ん
な
に
深
く
、
長
時
間
、
潜
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
。
」
と

い
う
風
に
、
物
語
の
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
と
し
て
書
き
換
え
、
そ
の
あ
と
、
セ
リ
フ
を
言
っ
た
人
物
の
様
子
を

描
写
し
た
。（

字
）

88

（
例
）
筆
者
の
意
見
を
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
に
し
た
あ
と
、「
私
は
、
思
わ
ず
う
ー
ん
と
う

な
っ
て
、
腕
を
く
み
な
が
ら
、
彼
ら
に
問
い
か
け
た
」
と
い
う
、
登
場
人
物
の
情
景
描
写
を
加
え
る
と
い
う
工

夫
を
し
た
。（

字
）

88

解
答
・
解
説

ＰＯＩＮＴ１ 教科書Ｐ34～37，Ｐ232～235，その他これ

までの教科書の文章を見直し，各文章の特徴を確認しましょ

ＰＯＩＮＴ２ 教科書Ｐ232～235 で，文学的な文

章と説明的な文章の特徴を確認しましょう。

私
た
ち
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
エ
ン
ペ
ラ
ー
ペ
ン
ギ
ン
の
潜
水
行
動
の
調
査
を
開
始
し
た
。
そ
れ
以
前
の
記
録
で
は
、

エ
ン
ペ
ラ
ー
ペ
ン
ギ
ン
の
最
大
潜
水
深
度
は
五
百
六
十
四
メ
ー
ト
ル
、
最
大
潜
水
時
間
は
二
十
分
以
上
だ
と
い
う
。
ペ

ン
ギ
ン
は
、
本
当
に
こ
れ
ほ
ど
深
く
、
長
時
間
、
潜
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「書き換えの意図」という言葉の意味が
理解できない場合には，「大山さんが、説
明文を物語にするとき，どうしてそのよ
うに書き換えたのか」と言い換えて考え
るとよい。
さらなるヒントとしては，「どのように書
き直すと，物語という文章の特徴が出る
のか」と考えてみるとよい。

①引用を，カギカッコを用
いて示していること

②引用した部分をどのよう
に変えているかを適切に
説明できていること

③セリフにしたことと、描
写のどちらかを指摘して
いること

の３条件を満たしていれば
正解とする。
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１

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
や
た
の
し
か
っ
た
こ
と
を
て
が
み
に
か
き
ま
し
た
。

こ
え
に
だ
し
て
よ
み
ま
し
ょ
う
。

２

１
の
ぶ
ん
を
ま
ね
て
、
こ
う
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
に
、
な
わ
と
び
の
わ
ざ

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
て
が
み
で
し
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

な
わ
と
び
の
わ
ざ
の
れ
い
（
ま
え
ま
わ
し
と
び
、
う
し
ろ
ま
わ
し
と
び
、
あ
や
と
び

な
ど
）

か
い
と
う
・
か
い
せ
つ

え
ん
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
、
お
げ
ん
き
で
す
か
。

わ
た
し
は
、
お
ん
が
く
の
じ
か
ん
に
、
け
ん

ば
ん
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
な
ら
い
ま
し
た
。「
き
ら
き

ら
ぼ
し
」
が
ふ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
か
、
え
ん
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
に
も
、
き

い
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

こ
う
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
、
お
げ
ん
き
で
す
か
。

わ
た
し
は
、
た
い
い
く
の
じ
か
ん
に
、
な
わ

と
び
を
な
ら
い
ま
し
た
。
「
う
し
ろ
ま
わ
し
と

び
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
か
、
こ
う
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い
に
も
、
み

て
も
ら
い
た
い
で
す
。

ここにあげてい
るのは，せいか
いのれいです。

いろいろなひと
にてがみをかい
てみましょう。

なんどもこえに
だしてよんでみ
ましょう。せいかいのれい
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絵
て１

お
礼
の
手
紙
の
文
章
を
て
い
ね
い
な
言
葉
に
直
し
ま
し
ょ
う
。

若
葉
の
さ
わ
や
か
な
季
節
に
な
っ
た
。
山
田
さ
ん
は
元
気
か
。
先
週
、
見
学
で

お
世
話
に
な
っ
た
、
北
山
小
学
校
四
年
一
組
の
石
川
あ
か
り
だ
。

こ
の
間
、
お
店
の
こ
と
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
教
え
て
く
だ
さ
り
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
。
商
品
の
な
ら
べ
る
と
こ
ろ
や
お
店
の
裏
側
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の

で
、
と
て
も
よ
く
分
か
っ
た
。
ク
ラ
ス
で
発
表
し
た
ら
、
み
ん
な
お
ど
ろ
い
て
い

た
。こ

れ
か
ら
も
お
体
に
気
を
つ
け
て
、
お
仕
事
を
つ
づ
け
て
ね
。

さ
よ
う
な
ら
。

五
月
十
八
日

石
川

あ
か
り

山
田
様

〈
例
〉

若
葉
の
さ
わ
や
か
な
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
山
田
さ
ん
は
お
元
気
で
す
か
。
先

週
、
見
学
で
お
世
話
に
な
っ
た
、
北
山
小
学
校
四
年
一
組
の
石
川
あ
か
り
で
す
。

こ
の
間
、
お
店
の
こ
と
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
教
え
て
く
だ
さ
り
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
商
品
の
な
ら
べ
る
と
こ
ろ
や
お
店
の
裏
側
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
、
と
て
も
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
で
発
表
し
た
ら
、
み

ん
な
お
ど
ろ
い
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
お
体
に
気
を
つ
け
て
、
お
仕
事
を
つ
づ
け
て
く
だ
さ
い
。

さ
よ
う
な
ら
。

五
月
十
八
日

石
川

あ
か
り

山
田
様

ていねいな言葉

は，手紙やみんな

の前で話すときに

使えますね。

か
い
と
う
・
か
い
せ
つ
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教
科
書
Ｐ

「
敬
語
」
を
教
科
書
で
確
認
し
な
が
ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

103

１

次
の
文
の

の
言
葉
を
敬
語
に
直
し
ま
し
ょ
う
。

①
母
は
、
来
週
の
水
曜
日
に
学
校
に
来
る
と
申
し
て
い
ま
し
た
。

（
う
か
が
う
・
参
る
）

②
校
長
先
生
が
、
私
た
ち
の
ク
ラ
ス
の
劇
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
ご
覧
に
な
る
・
見
ら
れ
る
）

③
お
客
様
か
ら
、
お
菓
子
を
も
ら
っ
た
。

（
い
た
だ
い
た
・
ち
ょ
う
だ
い
し
た
）

④
お
客
様
が
、
食
事
を
食
べ
る
。

（
召
し
上
が
る
・
お
食
べ
に
な
る
・
食
べ
ら
れ
る
）

２

家
に
帰
っ
て
、
明
日
の
社
会
見
学
の
持
ち
物
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
先
生
に
教
え
て
も
ら
お
う
と
、
学
校
に
電
話
を
か
け
た
ら
、
教
頭
先
生
が
電
話
に
出
ま
し
た
。
あ
な

た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
を
し
ま
す
か
。
文
章
を
直
し
ま
し
ょ
う
。

３

あ
な
た
は
、
ど
ん
な
相
手
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
敬
語
を
使
い
ま
す
か
。
思
い
出
し
て
書
い
て
み

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
敬
語
を
使
う
こ
と
の
よ
さ
は
何
で
し
ょ
う
。

解
答
・
解
説

五
年
○
組
の
○
○
だ
よ
。
明
日
の
社
会
見
学
の
持
ち
物
に
つ
い
て
聞
き
た
い
か
ら
、
△
△
先
生
い
る
。

ど
の
よ
う
な
相
手

〈
例
〉

・
先
生
・
目
上
の
人
・
知
ら
な
い
人
・
大
人

・
お
客
さ
ん
・
外
部
の
人

な
ど

ど
の
よ
う
な
時

〈
例
〉

・
質
問
す
る
と
き
・
お
願
い
す
る
と
き

・
電
話
の
と
き

・
自
分
に
関
係
す
る
人
の
こ
と
を
話
す
と
きな

ど

敬
語
を
使
う
よ
さ

〈
例
〉・
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
。・
人
に
敬
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

・
相
手
と
の
関
係
を
円
滑
に
す
る
。・
相
手
に
良
い
印
象
を
与
え
る
。

な
ど

〈
例
〉
五
年
○
組
の
○
○
で
す
。
明
日
の
社
会
見
学
の
持
ち
物
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
（
お

尋
ね
し
た
い
・
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
）
こ
と
が
あ
り
、
お
電
話
し
ま
し
た
。
△
△
先
生
は
、

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
（
お
ら
れ
ま
す
か
）
？

ここにあ
げている
のは，正
解の一例
です。

敬語には，3つの種類がありま
す。
・尊敬語（相手が主語）
・謙譲語（自分や身内が主語）
・ていねい語
です。

ていねい語や尊敬語，謙
譲語の敬語を使って，話
すことができるように，
いろいろなパターンで練
習してみましょう。
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①は，身内が主語
③は，自分が主語なので，
謙譲語
②は，校長先生が主語
④は，お客様が主語なので，
尊敬語
になります。



１

次
の
①
～
③
の
線
部
は
敬
語
表
現
で
す
。
こ
れ
ら
を
「
尊
敬
語
」
と
「
謙
譲
語
」
に
分
け
ま
し
ょ
う
。

①
明
日
、
吉
田
先
生
が
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
予
定
で
す
。

②
私
が
田
中
先
生
の
と
こ
ろ
に
う
か
が
い
ま
す
。

③
こ
れ
か
ら
、
母
が
そ
ち
ら
に
参
り
ま
す
。

２

次
の
問
題
を
読
み
、「
敬
語
」
を
使
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
箇
所
に
線
を
引
き
、
そ
の
横
に
適
切

な
敬
語
を
書
き
な
さ
い
。

お
届
け
し
ま
す

①
僕
が
大
島
先
生
に
、
忘
れ
物
を
届
け
ま
す
。申

し
て
お
り
ま
し
た

お
宅

う
か
が
い
ま
す

②
姉
は
、
先
生
に
ぜ
ひ
お
目
に
か
か
り
た
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
明
日
、
姉
が
先
生
の
家
に
行
き
ま
す
。

３

職
業
体
験
学
習
で
お
世
話
に
な
っ
た
事
業
所
の
方
に
お
礼
の
手
紙
を
送
り
ま
す
。
出
す
前
に
、
友
達
と
互
い

の
手
紙
を
読
み
合
い
、
確
認
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
友
達
の
手
紙
に
、
敬
語
表
現
の
誤
り
を
見
つ
け
ま
し
た
。

あ
な
た
は
、
そ
の
誤
り
を
ど
の
よ
う
に
指
摘
し
て
伝
え
ま
す
か
。
次
の
条
件
で
答
え
な
さ
い
。

・
九
十
字
程
度
で
表
現
す
る
。

・
三
文
で
書
き
、
一
文
目
は
、
ど
の
部
分
が
間
違
っ
て
い
る
か
引
用
を
使
っ
て
指
摘
し
、
二
文
目
に
は
、
な

ぜ
誤
っ
て
い
る
か
の
理
由
を
述
べ
、
三
文
目
に
は
ど
の
よ
う
に
修
正
す
る
と
良
い
か
を
書
く
。

【
お
礼
の
手
紙
の
一
部
】

特
に
、
工
場
長
の
田
中
さ
ん
が
「
衛
生
面
を
第
一
に
考
え
て
食
品
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
」
と
申
し
た
こ
と

が
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
は
、
お
忙
し
い
中
、
私
た
ち
に
社
会
人
と
し
て
の
心
構
え
や
働

く
こ
と
の
意
義
を
教
え
て
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尊
敬
語

謙
譲
語

謙
譲
語

（
例
）「
申
し
た
」
の
部
分
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。「
申
す
」
は
謙
譲
語
で
、

目
上
の
人
の
動
作
に
用
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
で
、

「
申
し
た
」
で
は
な
く
、
尊
敬
語
の
「
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
を
用
い
る

と
良
い
と
思
い
ま
す
。（

字
）

86

解
答
・
解
説

ＰＯＩＮＴ 教科書Ｐ117～119 で，尊敬

語と謙譲語の違いについて確認しましょう。

基本的に尊敬語は「お～になる」，謙譲語は「お～する」の形です
が，一部，形が変化するものがあるので，要注意です。

複数の条件がある問題を解く
際は，答えを書いた後に，条
件に合っているかをしっかり
と確認しましょう。

「言う」の尊敬
語は「おっしゃ
る」。「申す」は
謙譲語です。

自分の身内であ
る姉の動作には
謙譲語を用いま
す。「言ってい
ました」は「言
う」と補助動詞
「いる」が合わ
さっています。
「言う」の謙譲
語は「申す」，
「いる」の謙譲
語は「おる」で
す。
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教
科
書

「
か
ら
た
ち
の
花
」
は
、
二
行
ず
つ
の
連
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
連
か
ら
第
六
連
ま
で
で
構
成
さ
れ

P94

て
い
ま
す
。
教
科
書
を
読
み
な
が
ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

１

五
音
・
七
音
の
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
く
り
返
し
を
意
識
し
て
、「
か
ら
た
ち
の
花
」
を
声
に
出
し
て
読
み
ま
し

ょ
う
。

２

「
か
ら
た
ち
の
花
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
技
法
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
次
の
二
つ
の
技
法
を
見
つ
け
、

<

例
〉
に
な
ら
っ
て
、
一
つ
ず
つ
書
き
ま
し
ょ
う
。

３

「
た
と
え
」
を
使
っ
た
り
、
同
じ
リ
ズ
ム
を
く
り
返
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
か
。
自
分
が
感
じ
た
「
か
ら
た
ち

の
花
」
の
よ
さ
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

※
「
た
と
え
」
や
「
く
り
返
し
」
以
外
の
よ
さ
を
取
り
上
げ
て
書
い
て

も
よ
い
で
す
。

解
答
・
解
説

〈
例
〉

第
一
連

白
い
白
い

【
技
法
①

く
り
返
し
（
反
復
）】

同
じ
言
葉
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、

様
子
や
気
持
ち
を
強
く
伝
え
る
効
果
が
あ
り
ま

す
。

【
技
法
②

た
と
え
（
比
ゆ
）】

も
の
ご
と
を
、
ほ
か
の
も
の
に
た
と
え
て
表

現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
か
り
や
す
く
伝
え
た

り
、
生
き
生
き
し
た
印
象
を
与
え
た
り
す
る
効

果
が
あ
り
ま
す
。

〈
例
〉
第

二

連

青
い
青
い

〈
例
〉

第
二
連

針

第

四

連

（
金
の
）
た
ま

【参考】

【からたちのまるい実】 【からたちの白い花】

〈
例
〉・「
た
と
え
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
と
げ
や
実
の
様
子
が
分
か
り
や
す
い
。

・「
く
り
返
し
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
強
く
印
象
に
残
る
。

・
五
音
・
七
音
の
リ
ズ
ム
が
よ
い
の
で
、
音
読
す
る
の
が
楽
し
い
。

・
さ
ま
ざ
ま
な
色
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
様
子
が
想
像
し
や
す
い
。

ここにあげているの
は，正解の一例です。
自分なりに感じた詩の
よさが少しでも書けて
いれば正解です。

このほか
第３連 いつもいつも
第４連 まろいまろい
第５連 みんなみんな
第６連 白い白い
も正解です。
また，第１連と第６連
は連全体がくり返しに
なっています。

第２連では，からたち
のとげが，堅くてとが
っている様子を「針」
にたとえています。
第４連では，からたち
の実がまるい様子を
「たま」にたとえてい
ます。

声に出して読むことによ
って，さまざまなよさに
気付くことがあります。
これからも，詩や物語は
音読してみましょう。

P94



教
科
書

～

「
人
を
引
き
つ
け
る
表
現
」
は
、
読
み
手
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
表
現
の
技
法
に
つ
い
て
考
え

P204

P207

る
学
習
で
す
。
教
科
書
で
確
認
し
な
が
ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

１

次
の
文
に
は
、
比
ゆ
（
も
の
ご
と
を
、
他
の
似
て
い
る
も
の
に
例
え
る
表
現
）
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
に

な
ら
っ
て
「
何
を
」
、「
何
に
」
た
と
え
て
い
る
か
を
答
え
ま
し
ょ
う
。

２

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
表
現
の
工
夫
を
見
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
比
ゆ
表
現
に
は

（
ぼ
う
線
）、
繰
り
返
し

の
表
現
に
は

（
二
重
線
）、
擬
声
語
に
は

（
点
線
）
を
引
き
ま
し
ょ
う
。

３

教
科
書

～

「
森
へ
」
に
は
、
読
み
手
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
表
現
技
法
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｐ83

Ｐ91

「
森
へ
」
の
中
か
ら
表
現
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
一
文
を
見
つ
け
て
、
書
き
写
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
一

文
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
か
ら
自
分
が
ど
う
感
じ
た
か
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か

あさひかわ

国語⑫

人
を
引
き
つ
け
る
表
現

〔
表
現
の
技
法
②
〕

ぼ
く
は
、
昨
日
、
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
出
ま
し
た
。
初
め
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
緊

張
し
て
胸
が
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
。
前
半
に
自
分
の
ミ
ス
で
相
手
に
一
点
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
今
、
思
い
出
し
て
も
く
や
し
く
て
く
や
し
く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
後
半
に
入
っ
て
、

新
田
君
が
二
点
取
っ
て
逆
転
勝
ち
し
ま
し
た
。
新
田
君
の
活
躍
は
ま
る
で
プ
ロ
の
選
手
の
よ
う

で
し
た
。

自
分
が
見
つ
け
た
表
現
技
法

小
学
校
六
年
生

P204

長
い
時
間
、
外
に
い
た
の
で
、
手
が
氷
の

よ
う
に
冷
た
く
な
っ
た
。

（
例
）

手

何
を

何
に

氷

␟

␠

भ
ৈ
ः

ر
ऋ
ঽ
ী
॑

ॉ
೧
ि
े
अ
द
␓
ঽ
ே
भ
প
ऌ
औ
॑

ग
ॊ

解
答
・
解
説

彼
は
、
ク
ラ
ス
の
中
で
も
太
陽
の
よ
う
な

存
在
だ
。

①

彼

何
を

何
に

太
陽

太
郎
は
素
早
く
泳
い
だ
。
そ
れ
は
ま
る
で

魚
の
よ
う
だ
っ
た
。

②

太
郎

何
を

何
に

魚

␟

␠
ृ
ऋ
थ
␓
ढ़
খ
⑁
ॡ
ऋ
ෛ
म
ऽ
प
ଭ
ॉ

ऑ
ॊ
ध
␓

म
␓

उ
उ
ः
ऊ
व
औ
ॊ
े
अ
प
च
ऽ

थ
ः
ऽ
ख
ञ
␔␟

भ

ষ
৯
␠

Ｐ85

13 ここにあげているのは，
正解の一例です。
自分が見つけた表現技
法についての感じ方が
書かれていれば正解で
す。

これ以外にも「～よう
（な，に）」を使わない
比ゆや人でないものを
人に例える比ゆ（擬人
法）もあります。

自分で作文を書く時に
もこれらの表現を積極
的に使ってみましょう。



空
に
浮
か
ん
で
い
る

白
い
雲

／

白
い
雲
が

浮
か
ん
で
い
る

空

白
い
白
い
雲
が

空
に
浮
か
ん
で
い
る

１

次
の
文
章
を
【

】
で
示
す
表
現
技
法
を
使
っ
て
、
書
き
変
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
加
え
る
言
葉

は
、
最
小
限
に
す
る
こ
と
。

例

【
比
喩
（
直
喩
）
】

【
倒
置
】

【
体
言
止
め
】

【
反
復
】

【
対
句
】

【
省
略
】

２

「
み
の
り
」
の
詩
の

線
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
の
名
前
は
何
で
す
か
。
答
え
な
さ
い
。

３

線
の
技
法
の
効
果
を
、
詩
の
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。
次
の
条
件
に
従
っ
て
答
え
る
こ
と
。

・
技
法
の
一
般
的
な
効
果
を
指
摘
し
て
か
ら
、
そ
の
効
果
が
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
書
く
こ
と

・
詩
の
言
葉
を
引
用
し
、
一
文
で
書
く
こ
と

ＰＯＩＮＴ 教科書Ｐ224～226 で，それ

ぞれの文節どうしの関係を確認しましょう。 解
答
・
解
説

同じ言葉を
繰り返して
いれば OK
です。

綿
あ
め
み
た
い
な

白
い
雲
が

空
に
浮
か
ん
で
い
る

空
に
浮
か
ん
で
い
る

白
い
雲
が

／

白
い
雲
が

浮
か
ん
で
い
る

空
に

白
い
雲
が

青
い
空
に
浮
か
ん
で
い
る

白
い
雲
が

空
に

／

白
い
雲
が

空
に
浮
か
ん
で

白
い
雲
が

空
に
浮
か
ん
で
い
る

倒
置
法

形や意味が対
応するように
言葉を並べら
れていれば
OK です

文末が体言
（名詞）であ
れば OK です

み
の
り

ま
な
つ
の
ひ
か
り
を

う
け
と
め
て

つ
よ
い

か
ぜ
に
も

ま
け
な
い
で

ゆ
っ
く
り

じ
っ
く
り

た
く
わ
え
る

ま
っ
て
い
て

き
っ
と

ま
っ
か
な
り
ん
ご
に
そ
だ
つ
か
ら

解
答
例

倒
置
法
は
、
通
常
と
は
違
う
語
順
で
表
現
す
る
技
法
で
、
そ
の
部
分
を

強
調
す
る
効
果
が
あ
り
、
「
ま
っ
て
い
て
」
を
先
に
い
え
ば
、
何
を
待

つ
の
か
気
に
な
る
た
め
、
あ
と
の
理
由
が
強
調
さ
れ
る
。

倒
置
法
は
、
言
葉
の
順
番
を
逆
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
部
分
を
強
調
す

る
効
果
が
あ
る
た
め
、「
ま
っ
か
な
り
ん
ご
に
そ
だ
つ
か
ら
」
を
後
に

す
る
こ
と
で
、「
待
っ
て
い
て
」
の
理
由
が
強
調
さ
れ
る
。

倒置法の効果を指
摘してから，具体
的な詩の言葉を書
きます。
引用にはカギカッ
コをつけます。
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教
科
書

「
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
」
は
、
和
語
と
漢
語
の
意
味
の
違
い
を
考
え
た
り
、
外
来
語
を
探
し
た
り
す

P58

る
学
習
で
す
。
教
科
書
で
確
認
し
な
が
ら
、
次
の
問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

１

次
の
言
葉
は
、

の
中
の
ど
れ
に
あ
た
り
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
号
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

①
花
見
・
・
・
・

②
人
間
・
・
・
・

③
ピ
ア
ノ
・
・
・

④
初
心
・
・
・
・

⑤
ワ
ン
ピ
ー
ス
・
・

⑥
歌
声
・
・
・
・

２

次
の
文
章
の

線
の
言
葉
を
、<

例
〉
に
な
ら
っ
て
、
後
の
【

】
の
言
葉
に
言
い
か
え
て
、
全

文
を
書
き
直
し
ま
し
ょ
う
。

３

自
分
の
教
室
を
見
回
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
教
室
の
中
に
あ
る
「
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
」
を
見
付
け
て
、
文

を
作
り
ま
し
ょ
う
。

た
ぼ
く
は
、
友
人
に
理
由
を
話
し
始
め
た
。

二
時
に
開
始
し
た
試
合
に
敗
北
し
て
し
ま
っ

か
い
た
あ
と
、
昼
飯
を
た
の
ん
だ
。

家
の
周
り
で
見
付
け
た
ひ
ま
わ
り
の
絵
を

外来語 漢語 和語

【
例
】
黒
板
に
チ
ョ
ー
ク
で
ラ
ン
ド
セ
ル
の
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
た
。

【
例
】
先
生
が
教
科
書
を
音
読
し
た
。

【
例
】
後
ろ
の
席
の
友
達
に
紙
を
わ
た
す
。

家
の
周
囲
で
発
見
し
た
ひ
ま
わ
り
の
イ
ラ
ス
ト
を
か
い
た

あ
と
、
ラ
ン
チ
を
注
文
し
た
。【
和
語
】

〈
例
〉

昼
休
み
に
、
は
さ
み
を
つ
か
っ
た
。【
漢
語
】

昼
休
み
に
、
は
さ
み
を
使
用
し
た
。

ウ

ア

イ

イ

ウ

ア

ア

和
語

イ

漢
語

ウ

外
来
語

二
時
に
ス
タ
ー
ト
し
た
試
合
に
負
け
て
し
ま
っ
た
ぼ
く

は
、
友
達
に
わ
け
を
話
し
始
め
た
。【
漢
語
】

解
答
・
解
説

ここにあげているのは，
正解の一例です。
教室にあるものを見付け
て、文が書けていれば正
解です。

「昼食」は漢語です。
たがいの語感を感じ取
り，伝えたい内容によ
って使い分けることが
できます。
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