
 
７  
「
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
」に
関
す
る
練
習
問
題

　

竹
田
さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
慣
用
句
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
次
は
、
そ
の

か

ん

よ

う

く

【
発
表
原
稿
の
下
書
き
】
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

こ

う

【
発
表
原
稿
の
下
書
き
】 

  

　

み
な
さ
ん
、
「
実
を
結
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

①
こ
の
前
、
わ
た
し
が
、
母
と
い
っ
し
ょ
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
新
聞
を
読
ん
で
い
た
と
き 

の
こ
と
で
す
。
②
金
メ
ダ
ル
を
と
っ
た
選
手
の
記
事
を
見
て
、
母
が
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
こ
の
選
手
は
、
今
ま
で
の
苦
労
が
実
を
結
ん
で
よ
か
っ
た
ね
。
」 

と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
「
実
を
結
ぶ
」
と
い
う
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
母
に
た
ず
ね

て
み
ま
し
た
。
③
す
る
と
、
母
が
、
「
実
を
結
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
よ
い
結
果
を
得
る
」
と
い
う
意
味
だ
と

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
④
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
、
慣
用
句
と
言
い
ま
す
。
⑤
慣
用
句
と
は
、
二
つ
以
上
の
言
葉

が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
特
別
な
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
す
。

　
　
　

Ａ　
　

、
ど
の
よ
う
な
慣

用

句

が
あ
る
か
国

語

辞

典

で
調
べ
て
み
る
と
、
「
心
」
と
い
う
言

葉
を
使

っ
た
慣
用
句
が
あ
り
ま
し
た
。
慣
用
句
は
、
様
子
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
昔
か

ら
生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
慣
用
句
は
、
も
と
の
言
葉
の
意
味
と
ち
が
っ
て
い
る
の
で
、
慣
用
句
を

使
う
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
使
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。

一  

竹
田
さ
ん
が
書
い
た
【
発
表
原
稿
の
下
書
き
】
の
文
章
の　
　
　

の
部
分
を
、
二
つ
の
段
落
に
分
け
た

だ

ん

い
と
思
い
ま
す
。
①
か
ら
⑤
を
ど
の
よ
う
に
分
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か

ら
、
一
つ

選
ん
で
そ
の
番
号
に
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

       

１  

①　

と　

②
③
④
⑤　
　
　
　
　
　
　
　

２　

①
②　

と　

③
④
⑤ 

　

    

３　

①
②
③　

と　

④
⑤　
　
　
　
　
　
　
　

４　

①
②
③
④　

と　

⑤               
 

  

　
　

                        

　

 

二　
　

Ａ　

に
入
る
ふ
さ
わ
し
い
つ
な
ぎ
言
葉
を
、
あ
と
の
１

か

ら

４

ま

で

の

中

か

ら
、
一
つ
選
ん
で
そ
の
番

　

号
に
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

       

１　

そ
こ
で         

２  

け
れ
ど
も　
　
　
　
　

３  

す
な
わ
ち　
　
　
　
　

４  
つ
ま
り 

 

三　

竹
田
さ
ん
は
、　
　
　

 

部
の
「
『
心
』
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
慣
用
句
」
の
例
文
を
考
え
ま
し
た
。
【
竹
田
さ

ん
が
考
え
た
例
文
】
の　
　
　

に
入
る
も

っ

と
も

ふ

さ

わ
し

い

慣
用
句
を
、
【

国

語

辞
典

で

調

べ
た

内

容

】

よ

う

の
ア
か
ら
エ
ま

で
の

中

か

ら
、

一
つ
選
ん
で
そ
の
記
号
に
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。                  

 

【
竹
田
さ
ん
が
考
え
た
例
文
】                                                                

 
 

　

本
を
読
ん
で
い
る
と
、
主
人
公
が
妹
を
は
げ
ま
す
場
面
で
、
強
く
わ
た
し
の　
　
　
　
　
　

言
葉
が
あ
っ
た
。

 
 

【
国
語
辞
典
で
調
べ
た
内
容
】 

 
 
 

 

　

ア　

心
を
配
る 

意
味  

あ
れ
こ
れ
と
気
を
使
う
。 

 

 

　

イ　

心
を
通
わ
せ
る 

意
味　

気
持
ち
を
分
か
り
合
う
。 

　

 

ウ　

心
を
お
ど
ら
せ
る 

意
味　

ど
き
ど
き
わ
く
わ
く
す
る
。 

 

　

エ　

心
を
打
つ

意
味　

深
く
感
動
さ
せ
る
。

  
 四  

竹
田
さ
ん
は
、      

部
を
読
み
直
し
て
、
「
書
き
方
が
お
か
し
い
」
と
感
じ
ま
し
た
。
「
慣
用
句
を
使
う
と

　

き
に
大
切
な
こ
と
は
、
」
に
続
け
て
、
正
し
く
直
し
た
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

慣
用
句
を
使
う
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、                                                  

 

〈
平
成

年
度
徳
島
県
学
力
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
テ
ス
ト
よ
り
作
成
〉 

24

名 前

。


