
年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句点「。」をつけましょう。句点「。」の数は現代文と同じにな
　　るようにしましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
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［古文シリーズ］　古文に親しむ１

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
６
文
）

今
と
な
っ
て
は
も
う
昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
竹
取
の
お

き
な
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
野
山
に
分
け
入
っ
て
竹
を
取
り
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。
な
ま
え
を
、
さ
ぬ

き
の
み
や
つ
こ
と
い
い
ま
し
た
。

（
あ
る
時
）
そ
の
竹
の
中
に
、
根
本
が
光
る
竹
が
一
本
あ
り
ま

し
た
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
近
寄
っ
て
見
て
み
る
と
、
（
そ
の

竹
の
）
筒
の
中
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
三
寸
く

ら
い
の
大
き
さ
の
人
が
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
姿
で
座
っ
て

い
ま
し
た
。

古
文
の
文
章

竹
取
物
語

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
ず
の
こ
と

に
使
い
け
り
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む

い
ひ
け
る

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け

る
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た

り
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う

つ
く
し
う
て
ゐ
た
り

現
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の
言
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で
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文
章
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な
ま
え
を
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ま
し
た
。

（
あ
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時
）
そ
の
竹
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中
に
、
根
本
が
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る
竹
が
一
本
あ
り
ま

し
た
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
近
寄
っ
て
見
て
み
る
と
、
（
そ
の

竹
の
）
筒
の
中
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
三
寸
く

ら
い
の
大
き
さ
の
人
が
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
姿
で
座
っ
て

い
ま
し
た
。

古
文
の
文
章

竹
取
物
語

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
ず
の
こ
と

に
使
い
け
り
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む

い
ひ
け
る

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
、
一
筋
あ
り

け
る
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り

た
り
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と

う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
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現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
４
文
）

祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
に
は
、
諸
行
無
常
の
響
き
が
あ
る
。

娑
羅
双
樹
の
花
の
色
は
、
盛
者
必
衰
の
道
理
を
表
し
て
い

る
。
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
人
で
も
長
く
は
続
か
ず
、

（
そ
れ
は
）
ま
る
で
春
の
夜
の
夢
み
た
い
に
み
じ
か
く
は
か

な
い
も
の
で
あ
る
。
勢
い
が
盛
ん
な
人
も
最
後
に
は
滅
び
て
し

ま
う
、
（
そ
れ
は
）
風
の
前
の
塵
と
同
じ
で
あ
る
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
こ
と
わ
り
を

あ
ら
は
す
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春

の
夜
の
夢
の
ご
と
し
た
け
き
者
も
つ
ひ
に
は
滅
び

ぬ
、
ひ
と
へ
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ

祇
園
精
舎

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

鐘

か
ね

諸
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無
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し
ょ
ぎ
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む
じ
ょ
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娑
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そ
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ゅ
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取
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、

い
ろ
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と
に
使
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た
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な
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え
を
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あ
る
時
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の
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に
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光
る
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あ
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と
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で
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に
、
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の
中
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を
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ば
、
三
寸
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り
な
る
人
、
い
と
う

つ
く
し
う
て
ゐ
た
り

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
５
文
）

春
は
明
け
方
（
が
趣
が
あ
っ
て
い
い
）
。
だ
ん
だ
ん
と

白
く
な
っ
て
い
く
山
ぎ
わ
が
、
少
し
ず
つ
光
り
を
増
し
て

き
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
（
の
は

趣
が
あ
る
）
。

夏
は
夜
（
が
趣
が
あ
っ
て
い
い
）
。
月
の
こ
ろ
は
い
う

ま
で
も
な
い
し
、
や
み
夜
で
も
や
は
り
、
蛍
が
た
く
さ
ん

飛
び
か
っ
て
い
る
（
よ
う
す
は
趣
が
あ
る
）
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ま
た
、

（
た
く
さ
ん
で
な
く
て
も
）
ほ
ん
の
一
匹
二
匹
が
、
ほ
の

か
に
光
り
な
が
ら
飛
ん
で
い
る
の
も
（
趣
が
あ
る
）
。
雨

な
ど
が
降
る
の
も
趣
が
あ
っ
て
よ
い
。
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文
の
文
章
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草
子
①
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や
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な
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光
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【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ３

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や

う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、

少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た

る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ

ら
な
り
、
や
み
も
な
ほ
、
蛍

の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。

ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、

ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く

も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も

を
か
し
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や

う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、

少
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た

る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ

ら
な
り
、
や
み
も
な
ほ
、
蛍

の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。

ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、

ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く

も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も

を
か
し
。
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　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句点「。」をつけましょう。句点「。」の数は現代文と同じにな
　　るようにしましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№254

［古文シリーズ］　古文に親しむ４

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
６
文
）

今
と
な
っ
て
は
も
う
昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
竹
取
の
お

き
な
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
野
山
に
分
け
入
っ
て
竹
を
取
り
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
っ
て
お
り
ま
し
た
。
な
ま
え
を
、
さ
ぬ

き
の（

あ
る
時
）
そ
の
竹
の
中
に
、
根
本
が
光
る
竹
が
一
本
あ
り
ま

し
た
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
近
寄
っ
て
見
て
み
る
と
、
（
そ
の

竹
の
）
筒
の
中
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
三
寸
く

ら
い
の
大
き
さ
の
人
が
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
姿
で
座
っ
て

い
ま
し
た
。

古
文
の
文
章

竹
取
物
語

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
ず
の
こ
と

に
使
い
け
り
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と
な
む

い
ひ
け
る

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け

る
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た

り
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う

つ
く
し
う
て
ゐ
た
り

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
４
文
）

秋
は
夕
暮
れ
（
が
趣
が
あ
っ
て
い
い
）
。
夕
日
が
差
し
込
ん

で
、
山
の
端
が
と
て
も
近
く
に
見
え
る
こ
ろ
に
、
か
ら
す
が
ね

ど
こ
ろ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
か
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど

（
ば
ら
ば
ら
に
）
飛
び
急
い
で
い
る
姿
も
ま
た
心
に
し
み
る
趣

が
あ
る
。
ま
し
て
か
り
な
ど
が
列
を
作
っ
て
い
る
様
子
が
、
た

い
へ
ん
小
さ
く
見
え
る
の
は
、
と
て
も
趣
が
あ
る
。
日
が
す
っ

か
り
暮
れ
て
、
風
の
音
や
、
虫
の
音
な
ど
は
、
ま
た
言
う
ま
で

も
な
い
（
く
ら
い
趣
が
あ
る
）
。

古
文
の
文
章

枕
草
子
②

秋
は
夕
暮
れ
夕
日
の
さ
し
て
山
の
端
い
と
近
う

な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
寝
所
へ
行
く
と
て
、
三

つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど
飛
び
急
ぐ
さ
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取
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い
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様
子
は
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も
な
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し
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が
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も
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い
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も
、

ま
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そ
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と
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を
急
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て
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持
っ
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と
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く
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光
り
た

り
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う

つ
く
し
う
て
ゐ
た
り

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
３
文
）

冬
は
早
朝
（
が
趣
が
あ
っ
て
い
い
）
。
雪
が
降
っ
て
い
る

様
子
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
霜
が
と
て
も
白
い
様
子
も
、

ま
た
そ
う
で
な
く
て
も
と
て
も
寒
い
と
き
に
、
火
な
ど
を
急

い
で
お
こ
し
て
、
炭
火
の
火
を
（
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
）
持
っ

て
行
く
の
も
、
と
て
も
似
つ
か
わ
し
い
。
昼
に
な
っ
て
、

（
寒
さ
が
）
し
だ
い
に
和
ら
い
で
く
る
と
、
火
桶
の
火
も
、

白
い
灰
が
多
く
な
っ
て
よ
く
な
い
。

古
文
の
文
章

枕
草
子
③

冬
は
つ
と
め
て
雪
の
降
り
た
る
は
言
ふ
べ
き
に

も
あ
ら
ず
、
霜
の
い
と
白
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も

い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
急
ぎ
お
こ
し
て
、
炭
持
て

渡
る
も
、
い
と
つ
き
づ
き
し
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る

く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、
火
を
け
の
火
も
、
白
き

灰
が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ５

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

冬
は
早
朝
（
が
趣
が
あ
っ
て

い
い
）
。
雪
が
降
っ
て
い
る
様

子
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
霜

が
と
て
も
白
い
様
子
も
、
ま
た

そ
う
で
な
く
て
も
と
て
も
寒
い

と
き
に
、
火
な
ど
を
急
い
で
お

こ
し
て
、
炭
火
の
火
を
（
あ
ち

ら
こ
ち
ら
に
）
持
っ
て
行
く
の

も
、
と
て
も
似
つ
か
わ
し
い
。

昼
に
な
っ
て
、
（
寒
さ
が
）
し

だ
い
に
和
ら
い
で
く
る
と
、
火

桶
の
火
も
、
白
い
灰
が
多
く

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

冬
は
つ
と
め
て
。
雪
の
降

り
た
る
は
言
ふ
べ
き
に
も
あ

ら
ず
、
霜
の
い
と
白
き
も
、

ま
た
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、

火
な
ど
急
ぎ
お
こ
し
て
、
炭

持
て
渡
る
も
、
い
と
つ
き
づ

き
し
。
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る

く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、
火

を
け
の
火
も
、
白
き
灰
が
ち

に
な
り
て
わ
ろ
し
。



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№256

［古文シリーズ］　古文に親しむ6

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

月
日
は
永
遠
の
時
間
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
旅
人
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
、
や
っ
て
き
て
は
去
っ
て
ゆ
く
年
も
ま
た
旅
人
で
あ
る
。

（
船
頭
と
し
て
）
舟
の
上
で
働
い
て
一
生
を
送
り
、
（
馬
方
と
し
て
）

馬
の
く
つ
わ
を
引
い
て
年
を
と
っ
て
い
く
人
々
は
、
毎
日
が
旅
で

あ
っ
て
い
わ
ば
旅
を
自
分
の
住
ま
い
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。昔

の
人
の
中
に
も
多
く
旅
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
人
が
い
る
。

古
文
の
文
章

お
く
の
ほ
そ
道
①

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
行
き
交
ふ
年
も
ま
た

旅
人
な
り
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
馬
の
口
と
ら
へ

て
老
い
を
迎
ふ
る
者
は
日
々
旅
に
し
て
旅
を
す
み
か

と
す
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り

百
代

は
く
た
い

過
客

か
か
く



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ6

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山

に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、

よ
ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。

名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ

と
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光

る

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、

行
き
交
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
、

馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
迎
ふ

る
者
は
、
日
々
旅
に
し
て
旅
を

す
み
か
と
す
。

古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ

り
。



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№257

［古文シリーズ］　古文に親しむ7

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

私
も
い
つ
の
年
か
ら
か
、
ち
ぎ
れ
雲
が
風
に
誘
わ
れ
て
空
を
流
れ

て
い
く
よ
う
に
、
あ
て
の
な
い
旅
に
出
た
い
と
い
う
思
い
が
や
ま
ず
、

海
辺
の
地
方
を
さ
ま
よ
い
歩
き
、
去
年
の
秋
、
隅
田
川
の
ほ
と
り
の

あ
ば
ら
家
に
戻
り
く
も
の
古
い
巣
を
払
っ
て
住
ん
で
い
る
う
ち
に
、

や
が
て
年
も
暮
れ
、
立
春
に
な
っ
て
空
に
か
す
み
が
立
ち
こ
め
る
よ

う
に
な
る
と
、
白
河
の
関
を
こ
え
て
い
き
た
い
も
の
だ
と
、
そ
ぞ
ろ

神
が
と
り
つ
い
て
私
の
心
を
そ
わ
そ
わ
さ
せ
、
道
祖
神
が
招
い
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
て
、
取
る
物
も
手
に
つ
か
な
い
。

古
文
の
文
章

お
く
の
ほ
そ
道
②

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
片
雲
の
風
に
誘
は
れ
て

漂
泊
の
思
い
や
ま
ず
海
浜
に
さ
す
ら
へ
て
去
年
の
秋

江
上
の
破
屋
に
く
も
の
古
巣
を
払
ひ
て
や
や
年
も
暮

れ
春
立
て
る
か
す
み
の
空
に
白
河
の
関
超
え
む
と
そ

ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
道
祖
神
の
招
き

に
会
ひ
て
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず

去
年

こ
ぞ

道
祖
神

ど
う
そ
じ
ん



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ7

年 組 氏名

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体

の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。
音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、

片
雲
の
風
に
誘
は
れ
て
、
漂
泊
の

思
い
や
ま
ず
、
海
浜
に
さ
す
ら
へ

て
、
去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に

く
も
の
古
巣
を
払
ひ
て
、
や
や
年

も
暮
れ
、
春
立
て
る
か
す
み
の
空

に
、
白
河
の
関
超
え
む
と
、
そ
ぞ

ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
狂
は

せ
、
道
祖
神
の
招
き
に
会
ひ
て
、

取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
よ



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№258

［古文シリーズ］　古文に親しむ8

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

も
も
引
き
の
破
れ
を
繕
い
、
笠
の
ひ
も
を
付
け
替
え
て
、
三
里

に
灸
を
す
え
る
と
、
松
島
の
月
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
ま
ず
気
に

か
か
っ
て
、
今
ま
で
住
ん
で
い
た
家
は
人
に
譲
り
、
杉
風
の
別
荘

に
移
る
に
あ
た
っ
て
、

草
の
戸
も
住
み
替
わ
る
代
ぞ
雛
の
家

(

と
詠
ん
で)

こ
れ
を
発
句
と
し
て
面
八
句
を
懐
紙
に
書
き
記
し
て

庵
の
柱
に
掛
け
て
お
い
た
。

古
文
の
文
章

お
く
の
ほ
そ
道
③

も
も
引
き
の
破
れ
を
つ
づ
り
か
さ
の
緒
付
け
替

へ
て
三
里
に
灸
す
う
る
よ
り
松
島
の
月
ま
づ
心
に

か
か
り
て
住
め
る
か
た
は
人
に
譲
り
て
杉
風
が
別

墅
に
移
る
に

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ
ひ
な
の
家

面
八
句
を
庵
の
柱
に
懸
け
置
く

別
墅

べ
っ
し
ょ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ8

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山

に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、

よ
ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。

名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ

と
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光

る

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

も
も
引
き
の
破
れ
を
つ
づ
り
、

か
さ
の
緒
付
け
替
へ
て
、
三
里
に

灸
す
う
る
よ
り
、
松
島
の
月
ま
づ

心
に
か
か
り
て
、
住
め
る
か
た
は

人
に
譲
り
て
、
杉
風
が
別
墅
に
移

る
に
、

草
の
戸
も
住
み
替
は
る
代
ぞ

ひ
な
の
家

面
八
句
を
庵
の
柱
に
懸
け
置
く
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
よ



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№259

［古文シリーズ］　古文に親しむ9

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

天
人
の
中
（
の
一
人
）
に
、
持
た
せ
て
あ
る
箱
が
あ
る
。
天
の
羽
衣
が

入
っ
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
つ
あ
る
箱
に
は
、
不
死
の
薬
が
入
っ
て

い
る
。
一
人
の
天
人
が
言
う
に
は
、「
壺
の
中
に
入
っ
て
い
る
御
薬
を

お
飲
み
く
だ
さ
い
。
け
が
れ
た
地
上
の
も
の
を
お
召
し
上
が
り
に

な
っ
た
の
で
、
ご
気
分
が
悪
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
て
、
（
薬
の

壺
を
）
持
っ
て
（
姫
の
）
そ
ば
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
お
な
め
に

な
っ
て
、
少
し
形
見
と
し
て
脱
い
で
残
し
て
お
く
着
物
に
包
も
う
と

す
る
と
、
（
そ
こ
に
）
い
る
天
人
が
包
ま
せ
な
い
。

古
文
の
文
章

竹
取
物
語
「
天
の
羽
衣
①
」

天
人
の
中
に
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
天
の
羽
衣
入
れ

り
ま
た
あ
る
は
不
死
の
薬
入
れ
り
一
人
の
天
人
言
ふ

「
壺
な
る
御
薬
た
て
ま
つ
れ
き
た
な
き
所
の
物
き
こ

し
め
し
た
れ
ば
御
心
地
あ
し
か
ら
む
も
の
ぞ
」
と
て

持
て
寄
り
た
れ
ば
い
さ
さ
か
な
め
た
ま
ひ
て
少
し
形

見
と
て
脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む
と
す
れ
ば
あ
る
天
人

包
ま
せ
ず

天
の
羽
衣

あ
ま
の
は
ご
ろ
も



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ9

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱

あ
り
。
天
の
羽
衣
入
れ
り
。

ま
た
あ
る
は
、
不
死
の
薬
入
れ
り
。

一
人
の
天
人
言
ふ
、
「
壺
な
る
御
薬

た
て
ま
つ
れ
。
き
た
な
き
所
の
物
き

こ
し
め
し
た
れ
ば
、
御
心
地
あ
し
か

ら
む
も
の
ぞ
。
」
と
て
、
持
て
寄
り

た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な
め
た
ま
ひ
て
、

少
し
形
見
と
て
、
脱
ぎ
置
く
衣
に
包

ま
む
と
す
れ
ば
、
あ
る
天
人
包
ま
せ

ず
。

「
竹
取
物
語
」
よ
り



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№260

［古文シリーズ］　古文に親しむ10

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

天
の
羽
衣
を
取
り
出
し
て
、
（
か
ぐ
や
姫
に
）
着
せ
よ
う
と
す
る
。

そ
の
時
に
か
ぐ
や
姫
は
、「
ち
ょ
っ
と
待
ち
な
さ
い
。
」
と
言
う
。「
（
天

人
が
）
衣
を
着
せ
て
し
ま
っ
た
人
は
、
心
が
（
人
間
世
界
と
は
）
変

わ
っ
て
し
ま
う
と
言
い
ま
す
。
（
そ
の
前
に
）
ひ
と
言
、
言
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
」
と
言
っ
て
、
手
紙
を

書
く
。 古

文
の
文
章

竹
取
物
語
「
天
の
羽
衣
②
」

御
衣
を
と
り
出
て
着
せ
む
と
す
そ
の
時
に
か
ぐ
や

姫
「
し
ば
し
待
て
」
と
言
ふ
「
衣
着
せ
つ
る
人
は
心

異
に
な
る
な
り
と
言
ふ
も
の
ひ
と
言
言
ひ
置
く
べ
き

こ
と
あ
り
け
り
」
と
言
ひ
て
文
書
く

御
衣

み
ぞ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ10

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

御
衣
を
と
り
出
て
、
着
せ
む
と

す
。
そ
の
時
に
、
か
ぐ
や
姫
、
「
し

ば
し
待
て
。
」
と
言
ふ
。

「
衣
着
せ
つ
る
人
は
、
心
異
に

な
る
な
り
と
言
ふ
。
も
の
ひ
と
言
、

言
ひ
置
く
べ
き
こ
と
あ
り
け

り
。
」
と
言
ひ
て
、
文
書
く
。

「
竹
取
物
語
」
よ

り



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№261

［古文シリーズ］　古文に親しむ11

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

中
将
が
（
手
紙
と
壺
を
）
受
け
取
る
と
、
（
天
人
が
）
さ
っ
と
天
の
羽

衣
を
（
か
ぐ
や
姫
に
）
着
せ
て
さ
し
あ
げ
た
の
で
、

お
じ
い
さ
ん
の
こ
と
を
、「
気
の
毒
だ
、
か
わ
い
そ
う
だ
。
」

と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
天
の
羽
衣
を
着
た
人
は
地
上
の
人
間
と
し
て
の
感
情
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
（
そ
の
ま
ま
）
天
を
飛
ぶ
車
に
乗
っ
て
、

百
人
ほ
ど
の
天
人
を
引
き
連
れ
て
、
（
月
の
世
界
に
）
昇
っ
て
し
ま
っ

た
。そ

の
の
ち
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
、
血
の
涙
を
流
し
て

悲
し
む
け
れ
ど
も
、
ど
う
に
も
し
か
た
が
な
い
。

古
文
の
文
章

竹
取
物
語

「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」

中
将
取
り
つ
れ
ば
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て

ま
つ
り
つ
れ
ば
翁
を
「
い
と
ほ
し
、
か
な
し
」

と
お
ぼ
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
こ
の
衣
着
つ
る
人
は

物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
車
に
乗
り
て
百
人
ば
か

り
天
人
具
し
て
昇
り
ぬ
そ
の
の
ち
翁
・
嫗
、
血
の
涙

を
流
し
て
惑
へ
ど
か
ひ
な
し

翁

お
き
な

嫗

お
う
な



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ11

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

中
将
取
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の

羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ

ば
、

翁
を
、
「
い
と
ほ
し
、
か
な
し
。
」

と
お
ぼ
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。

こ
の
衣
着
つ
る
人
は
物
思
ひ
な

く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、

百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
昇
り

ぬ
。そ

の
の
ち
、
翁
・
嫗
、
血
の
涙

を
流
し
て
惑
へ
ど
、
か
ひ
な
し
。



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№262

［古文シリーズ］　古文に親しむ12

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

な
に
も
す
る
こ
と
が
な
く
退
屈
で
あ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
一
日
中
、

硯
に
向
か
い
な
が
ら
、
心
に
次
々
と
浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
く
と
り

と
め
も
な
い
こ
と
を
、
な
ん
と
い
う
あ
て
も
な
く
書
き
つ
け
て
い
る

と
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
気
分
が
高
ぶ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

古
文
の
文
章

徒
然
草
「
序
段
」

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
日
暮
ら
し
硯
に
向
か
ひ
て

心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
そ
こ
は
か
と
な
く

書
き
つ
く
れ
ば
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ12

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮

ら
し
、
硯
に
向
か
ひ
て
、
心
に
う

つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ

は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ

や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。

「
徒
然
草
」
よ

り



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№263

［古文シリーズ］　古文に親しむ13

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

仁
和
寺
に
い
た
僧
が
、
年
を
と
る
ま
で
石
清
水
八
幡
宮
を
お
参
り

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
残
念
に
思
わ
れ
て
、
あ
る
時
思
い

立
っ
て
、
た
だ
一
人
で
徒
歩
で
参
詣
し
た
。

ふ
も
と
の
極
楽
寺
や
高
良
大
明
神
な
ど
を
拝
ん
で
、
こ
れ
だ
け
の

も
の
と
思
い
込
ん
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

古
文
の
文
章

徒
然
草
「
第
五
十
二
段
①
」

仁
和
寺
に
あ
る
法
師
年
寄
る
ま
で
石
清
水
を
拝
ま

ざ
り
け
れ
ば
心
う
く
覚
え
て
あ
る
と
き
思
ひ
た
ち
て

た
だ
一
人
徒
歩
よ
り
詣
で
け
り
極
楽
寺
・
高
良
な
ど

を
拝
み
て
か
ば
か
り
と
心
得
て
帰
り
に
け
り

仁
和
寺

に
ん
な
じ

徒
歩

か
ち

極
楽
寺

ご
く
ら
く
じ



【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ13

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

仁
和
寺
に
あ
る
法
師
、
年
寄
る

ま
で
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば
、

心
う
く
覚
え
て
、
あ
る
と
き
思
ひ

た
ち
て
、
た
だ
一
人
、
徒
歩
よ
り

詣
で
け
り
。

極
楽
寺
・
高
良
な
ど
を
拝
み
て
、

か
ば
か
り
と
心
得
て
帰
り
に
け
り
。

「
徒
然
草
」
よ

り



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№264

［古文シリーズ］　古文に親しむ14

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

帰
っ
て
仲
間
の
人
に
向
か
っ
て
、「
長
年
の
間
思
っ
て
い
た
こ
と
を

成
し
と
げ
ま
し
た
。
前
々
か
ら
聞
い
て
い
た
の
に
も
ま
さ
っ
て
、
尊

く
あ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
参
詣
に
来
た
人
々
が
皆
山
へ

登
っ
て
い
っ
た
の
は
、
山
の
上
に
も
何
事
か
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、

私
も
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
神
に
参
拝
す
る
こ
と
こ
そ
が
目
的

だ
と
思
っ
て
、
山
の
上
ま
で
は
登
っ
て
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
言
っ

た
の
だ
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
に
も
、
そ
の
道
の
指
導
者
は
あ
っ
て
ほ
し
い

も
の
で
あ
す
。

古
文
の
文
章

徒
然
草
「
第
五
十
二
段
②
」

さ
て
か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て
「
年
ご
ろ
思
ひ
つ
る

こ
と
果
た
し
は
べ
り
ぬ
聞
き
し
に
も
過
ぎ
て
尊
く
こ

そ
お
は
し
け
れ
そ
も
参
り
た
る
人
ご
と
に
山
へ
登
り

し
は
何
事
か
あ
り
け
ん
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
神
へ
参

る
こ
そ
本
意
な
れ
と
思
ひ
て
山
ま
で
は
見
ず
」
と
ぞ

言
ひ
け
る
少
し
の
こ
と
に
も
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き

こ
と
な
り



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ14

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

さ
て
か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て
、

「
年
ご
ろ
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
た

し
は
べ
り
ぬ
。
聞
き
し
に
も
過
ぎ

て
、
尊
く
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
そ

も
、
参
り
た
る
人
ご
と
に
山
へ
登

り
し
は
、
何
事
か
あ
り
け
ん
、
ゆ

か
し
か
り
し
か
ど
、
神
へ
参
る
こ

そ
本
意
な
れ
と
思
ひ
て
、
山
ま
で

は
見
ず
。
」
と
ぞ
言
ひ
け
る
。

少
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ

ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
。



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№265

［古文シリーズ］　古文に親しむ15

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

あ
る
人
が
、
弓
を
射
る
こ
と
を
習
う
と
き
に
、
二
本
の
矢
を
手
に

し
て
的
に
向
か
っ
た
。

師
匠
の
言
う
に
は
、「
初
心
者
は
、
二
本
の
矢
を
持
っ
て
は
な
ら
な

い
。
後
の
矢
を
あ
て
に
し
て
、
初
め
の
矢
を
射
る
と
き
に
油
断
が
生

じ
る
も
の
だ
。
毎
回
た
だ
命
中
す
る
か
ど
う
か
迷
わ
ず
、
こ
の
一
本

の
矢
で
必
ず
当
て
よ
う
と
思
え
。
」
と
言
う
。

古
文
の
文
章

徒
然
草
「
第
九
十
二
段
①
」

あ
る
人
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
諸
矢
を
た
ば
さ
み

て
的
に
向
か
ふ
師
の
い
は
く
「
初
心
の
人
二
つ
の
矢

を
持
つ
こ
と
な
か
れ
後
の
矢
を
頼
み
て
初
め
の
矢
に

な
ほ
ざ
り
の
心
あ
り
毎
度
た
だ
得
失
な
く
こ
の
一
矢

に
定
む
べ
し
と
思
へ
」
と
言
ふ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ15

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

諸
矢
を
た
ば
さ
み
て
的
に
向
か
ふ
。

師
の
い
は
く
、
「
初
心
の
人
、
二

つ
の
矢
を
持
つ
こ
と
な
か
れ
。
後
の

矢
を
頼
み
て
、
初
め
の
矢
に
な
ほ
ざ

り
の
心
あ
り
。
毎
度
た
だ
得
失
な
く

こ
の
一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
。
」

と
言
ふ
。

「
徒
然
草
」
よ
り



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№266

年 組 氏名

［古文シリーズ］　古文に親しむ16

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

た
っ
た
二
本
の
矢
な
の
に
、
師
匠
の
前
で
、
一
本
を
お
ろ
そ
か
に

し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
。

油
断
す
る
心
は
、
自
分
自
身
で
は
気
づ
か
な
く
て
も
、
師
匠
は
こ

れ
を
見
通
す
。

こ
の
教
訓
は
、
す
べ
て
の
こ
と
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

古
文
の
文
章

徒
然
草
「
第
九
十
二
段
②
」

わ
ず
か
に
二
つ
の
矢
師
の
前
に
て
一
つ
を
お
ろ
か

に
せ
ん
と
思
は
ん
や
懈
怠
の
心
自
ら
知
ら
ず
と
い
へ

ど
も
師
こ
れ
を
知
る
こ
の
戒
め
万
事
に
わ
た
る
べ
し

懈
怠

け
だ
い



【中学校国語ワークブック】

年 組 氏名

解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ16

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

わ
ず
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前

に
て
、
一
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と

思
は
ん
や
。

懈
怠
の
心
、
自
ら
知
ら
ず
と
い

へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
。

こ
の
戒
め
、
万
事
に
わ
た
る
べ

し
。

「
徒
然
草
」
よ



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№267

［古文シリーズ］　古文に親しむ17

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

か
わ
い
ら
し
き
も
の
。
瓜
に
描
い
た
幼
児
の
顔
。
雀
の
子
が
、
（
人

が
）
ね
ず
み
の
鳴
き
声
を
ま
ね
て
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
呼
ぶ
と
、
お
ど
る

よ
う
に
し
て
や
っ
て
く
る
。

二
・
三
歳
ぐ
ら
い
の
幼
児
が
、
急
い
で
は
っ
て
く
る
途
中
に
、
た

い
そ
う
小
さ
い
塵
が
あ
っ
た
の
を
、
目
ざ
と
く
見
つ
け
て
、
と
て
も

愛
ら
し
い
指
で
つ
ま
ん
で
、
大
人
な
ど
に
見
せ
て
い
る
様
子
は
、
ま

こ
と
に
か
わ
い
ら
し
い
。
髪
を
お
か
っ
ぱ
に
そ
っ
て
い
る
幼
児
が
、

目
に
髪
の
毛
が
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
を
手
で
払
い
の
け
も
し

な
い
で
、
ち
ょ
っ
と
首
を
か
し
げ
て
何
か
を
見
て
い
る
の
も
、
か
わ

い
ら
し
い
。

古
文
の
文
章

枕
草
子
「
第
百
四
十
四
段
」

う
つ
く
し
き
も
の
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
雀
の

子
の
ね
ず
鳴
き
す
る
に
躍
り
来
る
二
つ
三
つ
ば
か
り

な
る
ち
ご
の
急
ぎ
て
は
ひ
来
る
道
に
い
と
小
さ
き
塵

の
あ
り
け
る
を
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
い
と
を
か
し
げ

な
る
指
に
と
ら
へ
て
大
人
な
ど
に
見
せ
た
る
い
と
う

つ
く
し
頭
は
尼
そ
ぎ
な
る
ち
ご
の
目
に
髪
の
覆
へ
る

を
か
き
は
や
ら
で
う
ち
か
た
ぶ
き
て
物
な
ど
見
た
る

も
う
つ
く
し

指

お
よ
び



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ17

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜
に
か
き

た
る
ち
ご
の
顔
。
雀
の
子
の
、
ね

ず
鳴
き
す
る
に
躍
り
来
る
。
二
つ

三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、
急
ぎ

て
は
ひ
来
る
道
に
、
い
と
小
さ
き

塵
の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見

つ
け
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
指

に
と
ら
へ
て
、
大
人
な
ど
に
見
せ

た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。
頭
は
尼

そ
ぎ
な
る
ち
ご
の
、
目
に
髪
の
覆

へ
る
を
か
き
は
や
ら
で
、
う
ち
か

た
ぶ
き
て
物
な
ど
見
た
る
も
、
う



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№268

［古文シリーズ］　古文に親しむ18

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

時
は
二
月
十
八
日
の
午
後
六
時
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
折
か

ら
北
風
が
激
し
く
吹
い
て
、
岸
辺
を
打
つ
波
も
高
か
っ
た
。

舟
は
上
下
に
揺
れ
て
漂
う
の
で
、
扇
も
さ
お
の
先
で
ひ
ら
ひ
ら
揺

れ
動
い
て
静
止
し
な
い
。

沖
の
ほ
う
で
は
平
家
が
、
海
上
一
面
に
舟
を
並
べ
て
見
物
し
て
い

る
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
①
」

こ
ろ
は
二
月
十
八
日
の
酉
の
刻
ば
か
り
の
こ
と
な

る
に
折
節
北
風
激
し
く
て
磯
打
つ
波
も
高
か
り
け
り

舟
は
揺
り
上
げ
揺
り
す
ゑ
漂
へ
ば
扇
も
く
し
に
定
ま

ら
ず
ひ
ら
め
い
た
り
沖
に
は
平
家
舟
を
一
面
に
並
べ

て
見
物
す

酉
の
刻

と
り
の
こ
く

磯

い
そ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ18

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

こ
ろ
は
二
月
十
八
日
の
酉
の
刻

ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
折
節
北

風
激
し
く
て
、
磯
打
つ
波
も
高
か

り
け
り
。

舟
は
揺
り
上
げ
揺
り
す
ゑ
漂
へ

ば
、
扇
も
く
し
に
定
ま
ら
ず
ひ
ら

め
い
た
り
。

沖
に
は
平
家
、
舟
を
い
ち
め
ん

に
並
べ
て
見
物
す
。



年 組 氏名

　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№269

［古文シリーズ］　古文に親しむ19

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

陸
地
で
は
源
氏
が
、
馬
の
く
つ
わ
を
並
べ
て
こ
れ
を
見
守
る
。

敵
味
方
と
な
く
じ
っ
と
注
目
す
る
の
で
、
こ
の
う
え
な
く
晴
れ
が

ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

与
一
は
、
目
を
閉
じ
て
、「
ど
う
か
八
幡
大
菩
薩
よ
、
我
が
故
郷
の

神
々
、
日
光
の
権
現
、
宇
都
宮
大
明
神
、
那
須
の
湯
泉
大
明
神
よ
、
願

わ
く
は
あ
の
扇
の
真
ん
中
を
射
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
②
」

陸
に
は
源
氏
く
つ
ば
み
を
並
べ
て
こ
れ
を
見
る
い

づ
れ
も
い
づ
れ
も
晴
れ
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
ぞ
な
き

与
一
目
を
ふ
さ
い
で
「
南
無
八
幡
大
菩
薩
我
が
国
の

神
明
日
光
の
権
現
宇
都
宮
那
須
の
湯
泉
大
明
神
願
は

く
は
あ
の
扇
の
真
ん
中
射
さ
せ
て
た
ば
せ
た
ま
へ

陸

く
が

神
明

し
ん
め
い

権
現

ご
ん
げ
ん

南
無
八
幡
大
菩
薩

な
む
は
ち
ま
ん
だ
い
ぼ
さ
つ

湯
泉
大
明
神

ゆ
ぜ
ん
だ
い
み
ょ
う
じ
ん



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ19

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

陸
に
は
源
氏
、
く
つ
ば
み
を
並

べ
て
こ
れ
を
見
る
。

い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
晴
れ
な

ら
ず
と
い
ふ
こ
と
ぞ
な
き
。

与
一
、
目
を
ふ
さ
い
で
、
「
南

無
八
幡
大
菩
薩
、
我
が
国
の
神
明
、

日
光
の
権
現
、
宇
都
宮
、
那
須
の

湯
泉
大
明
神
、
願
は
く
は
あ
の
扇

の
真
ん
中
射
さ
せ
て
た
ば
せ
た
ま

へ
。

「
平
家
物
語
」
よ



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№270

［古文シリーズ］　古文に親しむ20

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

こ
れ
を
射
損
じ
る
な
ら
ば
、
弦
を
断
ち
弓
を
折
り
自
害
し
て
、
二

度
と
人
に
顔
を
合
わ
せ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
度
郷
里

に
迎
え
て
や
ろ
う
と
お
思
い
な
さ
い
ま
す
な
ら
ば
、
こ
の
矢
が
外
れ

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
、
心
の
う
ち
に
念
じ
て
、
目
を
開

け
て
見
て
み
る
と
、
風
も
少
し
弱
ま
り
、
扇
も
射
や
す
そ
う
に
な
っ

て
い
た
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
③
」

こ
れ
を
射
損
ず
る
も
の
な
ら
ば
弓
切
り
折
り
自
害

し
て
人
に
二
度
面
を
向
か
ふ
べ
か
ら
ず
い
ま
一
度
本

国
へ
迎
へ
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
ば
こ
の
矢
外
さ
せ
た
ま

ふ
な
」
と
心
の
う
ち
に
祈
念
し
て
目
を
見
開
い
た
れ

ば
風
も
少
し
吹
き
弱
り
扇
も
射
よ
げ
に
ぞ
な
つ
た
り

け
る

二
度

ふ
た
た
び



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ20

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

こ
れ
を
射
損
ず
る
も
の
な
ら
ば
、

弓
切
り
折
り
自
害
し
て
、
人
に
二

度
面
を
向
か
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
ま

一
度
本
国
へ
迎
へ
ん
と
お
ぼ
し
め

さ
ば
、
こ
の
矢
外
さ
せ
た
ま
ふ

な
。
」
と
、
心
の
う
ち
に
祈
念
し

て
、
目
を
見
開
い
た
れ
ば
、
風
も

少
し
吹
き
弱
り
、
扇
も
射
よ
げ
に

ぞ
な
つ
た
り
け
る
。

「
平
家
物
語
」
よ

り



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№271

［古文シリーズ］　古文に親しむ21

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

与
一
は
、
鏑
矢
を
取
っ
て
つ
が
え
、
引
き
絞
っ
て
ひ
ょ
う
と
放
っ

た
。
小
柄
な
武
者
と
は
い
い
な
が
ら
、
矢
は
十
二
束
三
伏
と
長
く
、
弓

も
頑
強
な
の
で
、
浦
一
帯
に
鳴
り
響
く
ほ
ど
長
い
う
な
り
を
た
て
て
、

あ
や
ま
た
ず
扇
の
か
な
め
か
ら
一
寸
ほ
ど
離
れ
た
所
を
、
ひ
い
ふ
っ

と
み
ご
と
に
射
止
め
た
。
鏑
矢
は
海
に
落
ち
る
と
、
扇
は
空
へ
と
舞

い
上
が
っ
た
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
④
」

与
一
鏑
を
取
つ
て
つ
が
ひ
よ
つ
引
い
て
ひ
や
う
ど

放
つ
小
兵
と
い
ふ
ぢ
や
う
十
二
束
三
伏
弓
は
強
し
浦

響
く
ほ
ど
長
鳴
り
し
て
あ
や
ま
た
ず
扇
の
か
な
め
際

一
寸
ば
か
り
お
い
て
ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
つ
た
る
鏑

は
海
へ
入
り
け
れ
ば
扇
は
空
へ
ぞ
上
が
り
け
る

鏑

か
ぶ
ら

十
二
束
三
伏

じ
ゅ
う
に
そ
く
み
つ
ぶ
せ



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ21

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

与
一
、
鏑
を
取
つ
て
つ
が
ひ
、

よ
つ
引
い
て
ひ
や
う
ど
放
つ
。
小

兵
と
い
ふ
ぢ
や
う
、
十
二
束
三
伏
、

弓
は
強
し
、
浦
響
く
ほ
ど
長
鳴
り

し
て
、
あ
や
ま
た
ず
扇
の
か
な
め

際
一
寸
ば
か
り
お
い
て
、
ひ
い
ふ

つ
と
ぞ
射
切
つ
た
る
。
鏑
は
海
へ

入
り
け
れ
ば
、
扇
は
空
へ
ぞ
上
が

り
け
る
。

「
平
家
物
語
」
よ

り



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№272

［古文シリーズ］　古文に親しむ22

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

し
ば
し
の
間
空
に
舞
っ
て
い
た
が
、
春
風
に
一
も
み
二
も
み
も
ま
れ
て
、

海
へ
さ
っ
と
散
り
落
ち
た
。

夕
日
に
輝
く
白
い
波
の
上
に
、
金
の
日
輪
を
描
い
た
真
っ
赤
な
扇

が
漂
っ
て
、
浮
き
つ
沈
み
つ
揺
れ
て
い
る
の
を
、
沖
で
は
平
家
が
、
舟

端
を
た
た
い
て
感
嘆
し
、
陸
で
は
源
氏
が
、
え
び
ら
を
た
た
い
て
は

や
し
立
て
た
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
⑤
」

し
ば
し
は
虚
空
に
ひ
ら
め
き
け
る
が
春
風
に
一
も

み
二
も
み
も
ま
れ
て
海
へ
さ
つ
と
ぞ
散
つ
た
り
け
る

夕
日
の
か
か
や
い
た
る
に
み
な
紅
の
扇
の
日
出
だ
し

た
る
が
白
波
の
上
に
漂
ひ
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
揺
ら
れ
け

れ
ば
沖
に
は
平
家
ふ
な
ば
た
を
た
た
い
て
感
じ
た
り

陸
に
は
源
氏
え
び
ら
を
た
た
い
て
ど
よ
め
き
け
り

虚
空

こ
く
う

陸

く
が



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ22

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

し
ば
し
は
虚
空
に
ひ
ら
め
き
け

る
が
、
春
風
に
一
も
み
二
も
み
も

ま
れ
て
、
海
へ
さ
つ
と
ぞ
散
つ
た

り
け
る
。

夕
日
の
か
か
や
い
た
る
に
、
み
な

紅
の
扇
の
日
出
だ
し
た
る
が
白
波

の
上
に
漂
ひ
、
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
揺

ら
れ
け
れ
ば
、
沖
に
は
平
家
、
ふ

な
ば
た
を
た
た
い
て
感
じ
た
り
、

陸
に
は
源
氏
、
え
び
ら
を
た
た
い

て
ど
よ
め
き
け
り
。



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№273

［古文シリーズ］　古文に親しむ23

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

あ
ま
り
の
お
も
し
ろ
さ
に
、
感
に
堪
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

舟
の
中
か
ら
、
年
の
こ
ろ
は
五
十
歳
ほ
ど
、
黒
革
お
ど
し
の
鎧
を
着

て
、
白
柄
の
長
刀
を
持
っ
た
男
が
、
扇
の
立
て
て
あ
っ
た
所
に
立
っ

て
舞
を
舞
っ
た
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
⑥
」

あ
ま
り
の
お
も
し
ろ
さ
に
感
に
堪
へ
ざ
る
に
や
と

お
ぼ
し
く
て
舟
の
う
ち
よ
り
年
五
十
ば
か
り
な
る
男

の
黒
革
を
ど
し
の
鎧
着
て
白
柄
の
長
刀
持
つ
た
る
が

扇
立
て
た
り
け
る
所
に
立
つ
て
舞
ひ
し
め
た
り

長
刀

な
ぎ
な
た



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ23

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

あ
ま
り
の
お
も
し
ろ
さ
に
、
感

に
堪
へ
ざ
る
に
や
と
お
ぼ
し
く
て
、

舟
の
う
ち
よ
り
、
年
五
十
ば
か
り

な
る
男
の
、
黒
革
を
ど
し
の
鎧
着

て
、
白
柄
の
長
刀
持
つ
た
る
が
、

扇
立
て
た
り
け
る
所
に
立
つ
て
舞

ひ
し
め
た
り
。

「
平
家
物
語
」
よ

り



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№274

［古文シリーズ］　古文に親しむ24

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

（
そ
の
と
き
）
伊
勢
三
郎
義
盛
が
、
那
須
与
一
の
後
ろ
へ
馬
を
歩
ま

せ
て
き
て
、「
御
定
で
あ
る
ぞ
、
射
よ
。
」
と
命
じ
た
の
で
、
今
度
は
中

差
を
取
っ
て
し
っ
か
り
と
矢
に
つ
が
え
、
十
分
に
引
き
絞
っ
て
、
男

の
頸
の
骨
を
ひ
ょ
う
ふ
っ
と
射
て
、
舟
底
へ
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
射
倒

し
た
。 古

文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
⑦
」

伊
勢
三
郎
義
盛
与
一
が
後
ろ
へ
歩
ま
せ
寄
つ
て

「
御
定
ぞ
つ
か
ま
つ
れ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
今
度
は
中

差
取
つ
て
う
ち
く
は
せ
よ
つ
ぴ
い
て
し
や
頸
の
骨
を

ひ
や
う
ふ
つ
と
射
て
舟
底
へ
逆
さ
ま
に
射
倒
す

伊
勢
三
郎
義
盛

い
せ
の
さ
ぶ
ろ
う
よ
し
も
り

御
定

ご
じ
ょ
う

中
差

な
か
ざ
し

頸

く
び



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ24

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

伊
勢
三
郎
義
盛
、
与
一
が
後
ろ

へ
歩
ま
せ
寄
つ
て
、
「
御
定
ぞ
、

つ
か
ま
つ
れ
。
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、

今
度
は
中
差
取
つ
て
う
ち
く
は
せ
、

よ
つ
ぴ
い
て
、
し
や
頸
の
骨
を
ひ

や
う
ふ
つ
と
射
て
、
舟
底
へ
逆
さ

ま
に
射
倒
す
。

「
平
家
物
語
」
よ



　このシリーズでは、古文を学習します。

　学習の目的は二つです。
　○今の言葉と違った読み方をしたり、リズムを持っていたりする古文に慣れることです。そのた
　　めには、まず声に出して読みましょう。
　○古文では現代の文章と表現の仕方が違ったり、今では使わない言葉が出てきたりします。で
　　すから、どんなことを書いているのかがわかりにくいと感じるかも知れません。しかし、今皆さ
　　んが使っている言葉と共通しているところもたくさんありますから、まずはじめは、だいたいど
　　んなことが書いているのかを理解しましょう。

　＜課題＞
　①現代文を参考にして、次の古文に句読点「、」「。」をつけましょう。
　②解答解説シートにある古文を音読しましょう。
　　（すらすら読めるまで繰り返しましょう）
　③（答え合わせが終わったら）解答解説シートにある古文を視写しましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№275

［古文シリーズ］　古文に親しむ25

年 組 氏名

現
代
の
言
葉
で
の
文
章

平
家
方
は
静
ま
り
返
っ
て
音
も
し
な
い
、
源
氏
方
は
今
度
も
え
び

ら
を
た
た
い
て
ど
っ
と
歓
声
を
あ
げ
た
。「
あ
あ
、
よ
く
射
た
。
」
と
言

う
人
も
あ
り
、
ま
た
、「
心
な
い
こ
と
を
。
」
と
言
う
者
も
あ
っ
た
。

古
文
の
文
章

平
家
物
語
「
扇
の
的
⑧
」

平
家
の
方
に
は
音
も
せ
ず
源
氏
の
方
に
は
ま
た
え

び
ら
を
た
た
い
て
ど
よ
め
き
け
り
「
あ
射
た
り
」
と

言
ふ
人
も
あ
り
ま
た
「
情
け
な
し
」
と
言
ふ
者
も
あ

り

方

か
た



【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［古文シリーズ］　古文に親しむ25

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な
と

い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
に
使
い
け
り
。
名

を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ
と

な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
、
一
筋
あ
り
け
る
。
あ

や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、

筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見

れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

学習するみなさんへ：

句点を正しくつけることができましたか。音読するときも、全体
の意味をつかむときも、「文」のまとまりを意識するといいですよ。

音読が終わったら、ノートや原稿用紙に視写しましょう。

解答

平
家
の
方
に
は
音
も
せ
ず
、
源

氏
の
方
に
は
ま
た
え
び
ら
を
た
た

い
て
ど
よ
め
き
け
り
。

「
あ
、
射
た
り
。
」
と
言
ふ
人
も

あ
り
、
ま
た
、
「
情
け
な
し
。
」
と

言
う
者
も
あ
り
。「

平
家
物
語
」
よ

り
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