
 

慣
用
句
の
意
味
を
考
え
よ
う 

 

年 
 

 

組 

名
前 

    

☆ 

「
口
が
か
た
い
」
と
い
う
慣
用
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
軽
々
し
く
人
に
話
さ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
で
も
、
「
口
」

と
「
か
た
い
」
と
い
う
、
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
は
こ
う
い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
つ
の
言
葉
が
「
口
が
か
た
い
」
と
い
う
形
で
結
び
つ
い
た
と
き
、
は

じ
め
て
慣
用
句
と
し
て
の
意
味
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
慣
用
句
が
ど
ん
な
意
味
を
表
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

１
、
上
の
慣
用
句
に
あ
う
説
明
を
さ
が
し
て
、
線
で
結
ん
で
み
ま
し
ょ
う
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中
に
入
る 
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木
に
竹
を
つ
ぐ 
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味
を
し
め
る 

 
 
 

・ 

  

さ
じ
を
投
げ
る 

 
 

・ 

  

輪
を
か
け
る 

 
 
 

・ 

  

ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
着
せ
る 

・ 

 

２
、
次
の
慣
用
句
と
似
た
意
味
の
慣
用
句
や
反
対
の
意
味
の
慣
用
句
を
後
の 

 

か
ら
探
し
て
、
記
号
を
（ 

）
の
中
に

書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

〔
似
た
意
味
の
慣
用
句
〕 

① 

つ
む
じ
を
曲
げ
る
＝
（ 
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② 

し
の
ぎ
を
け
ず
る
＝
（ 

 

） 
 

 

③ 

折
り
紙
つ
き
＝
（ 

 
） 

 

④ 

く
ぎ
を
さ
す
＝
（ 
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⑤ 

水
を
差
す
＝
（ 

 

） 

 

〔
反
対
の
意
味
の
慣
用
句
〕 

① 

か
べ
に
ぶ
つ
か
る 

 

（ 
 

） 
 

 

② 

馬
が
あ
う 

 

（ 
 

） 
 

 

③ 

根
に
持
つ 

 

（ 
 

） 

    

・
や
っ
た
こ
と
が
う
ま
く
い
っ
て
、
お
も
し
ろ
み
を
お
ぼ
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
が
忘
れ
ら

れ
ず
、
次
を
期
待
す
る
気
持
ち
に
な
る
こ
と
。 

 

・
医
者
が
、
治
る
見
こ
み
が
な
い
と
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
。
ま
た
、
も
の
ご
と
が
よ
く
な
る
見

こ
み
が
な
く
、
や
っ
て
も
む
だ
だ
と
あ
き
ら
め
る
こ
と
。 

 

・
争
っ
て
い
る
者
の
あ
い
だ
に
入
っ
て
、
仲
直
り
を
さ
せ
る
こ
と
。 

 

・
罪
の
な
い
人
を
、
無
実
の
罪
に
お
と
し
い
れ
る
こ
と
。 

 

・
も
の
ご
と
の
程
度
を
い
っ
そ
う
激
し
く
す
る
こ
と
。
も
っ
と
お
お
げ
さ
に
す
る
こ
と
。 

 

・
前
後
の
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
こ
と
。
不
自
然
な
こ
と
。 

 

ア 

念
を
お
す 

 
 

イ 

活
路
を
ひ
ら
く 

 
 

ウ 

へ
そ
を
曲
げ
る 

 
 

エ 

そ
り
が
合
わ
な
い 

オ 

仲
を
さ
く 

 
 

カ 

太
こ
判
を
お
す 

 
 

キ 

水
に
流
す 

 
 

 
 

ク 

火
花
を
散
ら
す 
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