
国 語 チ ャ レ ン ジ テ ス ト( ３)   ～ 問 題 用 紙 ～ （ 解 答 時 間 の 目 安 … 2
0
分 ）  

 

１   

一 次 の １ か ら ３ ま で の 文 の ― ― 部 の 漢 字 の 読 み を 、 ひ ら が な で て い ね い に 書 き ま し ょ う 。 

１ 険 し い 山 道 を 歩 く 。  

２ め ず ら し い 植 物 を 採 集 す る 。 

３ 本 の 整 理 の 仕 事 を 任 せ る 。 

二 次 の １ か ら ３ ま で の 文 の ― ― 部 の ひ ら が な を 、 漢 字 で て い ね い に 書 き ま し ょ う 。  

１ 勝 利 を い わ う 。 

２ バ ス が て い し ゃ し た 。 

３ 駅 ま で 歩 い て お う ふ く す る 。 

 

２  次 の １ 、 ２ の 言 葉 を 、 の よ う に 、 ロ ー マ 字 で て い ね い に 書 き ま し ょ う 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  次 は 、 読 書 に つ い て 書 か れ た 新 聞 の 【 コ ラ ム 】( 筆 者 自 身 の 思 い や 考 え な ど を 述 べ た 短

い 記 事) で す 。 こ の 【 コ ラ ム 】 は 、 全 体 の 内 容 が １ か ら ５ ま で の ま と ま り に 分 か れ て い ま

す 。 こ れ を よ く 読 ん で 、 あ と の 一 と 二 の 問 い に 答 え ま し ょ う 。 

 

【 コ ラ ム 】 記 事 の 中 の ▼ は 、 ま と ま り を 表 す 印 で す 。 
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 １ ▼ 四 月 二 十 三 日 は 「 子 ど も 読 書 の

日 」 。 世 界 で は 「 世 界 本 の 日 」 と も 呼
よ

ば れ

る 。 本 と そ の 作 者 た ち を 敬
う や ま

う と と も に 、

読 書 の 楽 し み を 味 わ う 日 で あ る 。 ２ ▼ あ

る 作 者 の 言 葉 に 、 「 一 冊
さ つ

の 本 と の 出 合 い

が 、 前 に 進 む 勇 気 に つ な が る 」 と い う も

の が あ る 。 出 合 い は ぐ う ぜ ん で も 、 生 き

る 力 を 与 え 、 目 の 前 の 壁
か べ

を 乗 り 越
こ

え さ せ

て く れ る 本 の 存 在

そ ん ざ い

は と て も 大 き い も の

だ 。 ３ ▼ 先 日 、 中 学 時 代 に 繰
く

り 返 し 読 ん

で い た 本 を 読 み 返 し た 。 や は り 、 何 度 読  

ん で も 心 に 響
ひ び

い た 。 そ し て 、 読 ん だ 後 は 、

「 何 事 も あ き ら め な い ぞ 。 」 と い う 思 い

が わ い て き た 。 ４ ▼ 最 近 、 読 書 離
ば な

れ が 問

題 に な っ て い る が 、 ぜ ひ 読 書 の 楽 し み を

子 ど も 時 代 に 味 わ わ せ た い 。 読 書 に よ っ

て 人 生 を 豊 か に し て ほ し い 。 ５ ▼ 世 界 の

人 々 が 本 に つ い て 考 え る 日 。 こ の 日 は 、

み ん な が 本 を 手 に 取 っ て 、  

そ こ に え が か れ る 世 界 に  

ひ た っ て み て は ど う だ ろ  

う か 。  



 

 一 筆 者 は 、 自 分 の 読 書 体 験 を 交 え な が ら 書 い て い ま す 。 そ の 体 験 が 書 か れ て い る ま と

ま り を 、 【 コ ラ ム 】 の 中 の １ か ５ ま で の 中 か ら 一 つ 選 ん で 、 そ の 番 号 を 書 き ま し ょ う 。 

 

 二 筆 者 は 、 自 分 の 思 い や 考 え を 根 拠

こ ん き ょ

付 け る た め に あ る 言 葉 を 引 用 し て い ま す 。 そ れ は 、

ど の 言 葉 で す か 。 最 も ふ さ わ し い 言 葉 の は じ め の 五 文 字 を 書 き ぬ き ま し ょ う 。 た だ し 、

句 点( 。) や 読 点( 、) 、 か ぎ( 「 」) は 字 数 に ふ く み ま せ ん 。  

 

４  漢 字 辞 典 で 次 の 漢 字 を 調 べ よ う と 思 い ま す が 、 読 み 方 も 部 首 も 分 か り ま せ ん 。 効 率 よ

く 調 べ る た め の 方 法 と し て 最 も ふ さ わ し い も の を 、 あ と の １ か ら ４ ま で の 中 か ら 一 つ 選

ん で 、 そ の 番 号 を 書 き ま し ょ う 。  

 

 

  

１ 部 首 さ く い ん の ペ ー ジ を 見 て 、 「 称 」 の 漢 字 を 探
さ が

す 。  

 ２ 初 め の ペ ー ジ か ら 、 順 に め く っ て 「 称 」 の 漢 字 を 探 す 。  

 ３ 音 訓 さ く い ん の ペ ー ジ を 見 て 、 「 ア ・ あ 」 か ら 順 に 「 称 」 の 漢 字 を 探 す 。  

 ４ 総 画 さ く い ん の ペ ー ジ を 見 て 、 十 画 の 漢 字 の 中 か ら 「 称 」 の 漢 字 を 探 す 。  

 

５  次 は 、 代 表 委 員 会 に 出 さ れ た 【 美 化 委 員 会 か ら の 提 案 の 一 部 】 と 、 そ れ を 聞 い て い る

六 年 生 代 表 の 【 青 木 さ ん の 心 の 中 の 声 】 で す 。 青 木 さ ん の 聞 き 方 に つ い て 説 明 し た 文 と

し て 最 も ふ さ わ し い も の を 、 あ と の ア か ら エ ま で の 中 か ら 一 つ 選 ん で 、 そ の 記 号 を 書 き

ま し ょ う 。 

【 美 化 委 員 会 か ら の 提 案 の 一 部 】 

最 近 、 校 内 の よ ご れ が 気 に な り ま す 。 み な さ ん は 、 そ う じ に 一 生 け ん 命 取 り 組 ん で い

ま す か 。 中 に は 、 お し ゃ べ り ば か り し て い る 人 や 取 り か か り が お そ い 人 も い る よ う で す 。  

そ こ で 美 化 委 員 会 か ら 、 来 月 の 全 校 美 化 週 間 に お い て 取 り 組 む こ と を 、 次 の よ う に 提

案 し ま す 。 

そ れ は 、 「 さ ・ し ・ す ・ せ ・ そ 」 を 合 い 言 葉 に 取 り 組 む こ と で す 。 

さ … さ っ と 取 り か か り 

 し … し ず か に 

 す … す み ず み ま で 

 せ … せ い い っ ぱ い 

 そ … そ う じ を し よ う 

こ れ ら を 合 い 言 葉 に 、 み ん な が 力 を 合 わ せ 、 き れ い な 学 校 に し て い き ま し ょ う 。 

～ （ 提 案 が 続 く 。 ） ～ 
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称
 



 

【 青 木 さ ん の 心 の 中 の 声 】 

 

 

 
 

 ア 自 分 が 予 想 し た と お り か ど う か を 確 か め な が ら 聞 い て い る 。 

 イ ど の よ う な こ と を も と に し た 提 案 な の か を 考 え な が ら 聞 い て い る 。 

 ウ 提 案 に 対 し て 反 対 の 立 場 に 立 ち 、 疑
ぎ

問
も ん

を も ち な が ら 聞 い て い る 。 

 エ 目 標 の 達 成 に つ な が る 提 案 で あ る か を 評 価 し な が ら 聞 い て い る 。 
 

６  青 山 さ ん は 、 サ ク ラ に つ い て 百 科 事 典 で 調 べ て 分 か っ た こ と を ノ ー ト に ま と め ま し た 。

【 ノ ー ト の 一 部 】 の 中 の  ア 、   イ に 入 る ふ さ わ し い 言 葉 を 【 百 科 事 典 の 記 述 の 一

部 】 の 中 か ら 、 そ れ ぞ れ  ア は 三 文 字 、   イ は 二 文 字 で 書 き ぬ き ま し ょ う 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  次 は 、 竹 内 さ ん が 、 自 動 車 工 場 で 見 学 し た こ と を も と に 、 分 か っ た こ と や 考 え た こ と

を 説 明 し た 内 容 の 一 部 で す 。 竹 内 さ ん は 、 説 明 を ど の よ う に く ふ う し て い ま す か 。 最 も

ふ さ わ し い も の を 、 あ と の １ か ら ４ ま で の 中 か ら 一 つ 選 ん で 、 そ の 番 号 を 書 き ま し ょ う 。 

【 説 明 し た 内 容 の 一 部 】 

 

 

 

 

３
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国 

（
単
位
：
百
ト
ン
）
 

 わ た し は 、 自 動 車 工 場 で 見 学 し た こ と の 中 か ら 、 自 動 車 が で き る ま で の 流 れ に つ い て 、

分 か っ た こ と や 考 え た こ と を 説 明 し ま す 。 最 初 に 、 自 動 車 が で き る ま で の 流 れ を 、 「 プ レ

ス 」 、 「 よ う せ つ 」 、 「 と そ う 」 、 「 組 み 立 て 」 、 「 検 査 」 と い う 五 つ の だ ん 階 に 分 け 、 分 か っ

た こ と を 順 番 に 話 し て い き ま す 。 そ の あ と 、 自 分 が 考 え た こ と を ま と め て 述 べ ま す 。  

 ま ず 、 「 プ レ ス 」 と い う だ ん 階 に つ い て 話 し ま す 。  ～ （ 説 明 が 続 く 。 ） ～  
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 低 学 年 に も 分 か り や す い な 。 こ れ な ら 、 そ う じ の と き

の 合 い 言 葉 と し て 、 お た が い に 声 を か け 合 う こ と に な る

だ ろ う か ら 、 き っ と 効 果 が あ る な あ 。  

 
サ
ク
ラ
【
桜
】

 

 
サ
ク
ラ
は
、
古
く
か
ら
日
本
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
サ
ク
ラ
の
花
を
見
て
楽
し
み
、
春
の

訪お
と
ず

れ
を
感
じ
る
行
事
と

し
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が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
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。

 

 
ま
た
、
サ
ク
ラ
は
、
日
常
の
生
活
の
中
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
サ

ク
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の
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や
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食
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し
て
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き
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～
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が
続
く
。
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 １ 聞 き 手 に 問 い か け な が ら 説 明 し て い る 。 

 ２ 見 学 に 行 っ た 理 由 を 最 初 に 説 明 し て い る 。 

 ３ 話 の 全 体 構 成 を 伝 え て か ら 説 明 し て い る 。 

 ４ 工 場 で 見 学 し た こ と を 全 部 説 明 し て い る 。 

 

８  次 は 、 漢 字 に 興 味 を も っ た 田 中 さ ん が 読 ん だ 二 つ の 資
し

料
り ょ う

で す 。 こ れ ら を 読 ん で 、 あ と

の 問 い に 答 え ま し ょ う 。 

【 資 料 ① 】 

 漢 字 は そ の 成 り 立 ち か ら 、 象
し ょ う

形
け い

文 字 ・ 指
し

示
じ

文 字 ・ 会
か い

意
い

文 字 ・ 形
け い

声
せ い

文 字 の 四 つ に 分 け ら れ

ま す 。 象 形 文 字 は 、 山 の 形 を か た ど っ て 作 ら れ た 「 山 」 の よ う に 、 物 の 形 を か た ど っ て 表

し た 漢 字 で す 。 指 示 文 字 は 、 「 上 」 な ど 形 に 表 し に く い 事
こ と

柄
が ら

を 点 や 線 な ど の 印 や 図 形 で 表 し

た 漢 字 で す 。 会 意 文 字 は 、 木 が い っ ぱ い あ る 場 所 を 表 す 「 林 」 や 「 森 」 な ど 、 二 つ 以 上 の

漢 字 を 組 み 合 わ せ て 別 の 新 し い 意 味 を 表 す 漢 字 で す 。 そ し て 、 形 声 文 字 は 、 音
お ん

を 表 す 部 分

と 意 味 を 表 す 部 分 を 組 み 合 わ せ て 新 し い 意 味 を 表 す 漢 字 で す 。 

 例 え ば 、 「 銅 」 、 「 胴 」 、 「 洞 」 と い う 漢 字 は 、 「 同 」 と 「 金 」 、 「 月 」 、 「 氵 」 が 組 み 合 わ さ っ

て で き て お り 、 い ず れ も 「 ど う 」 と 読 む こ と が で き ま す 。 そ し て 、 「 金 」 は 「 お か ね 」 、 「 月 」

は 「 か ら だ 」 、 「 氵 」 は 「 み ず 」 を 表 し ま す 。 つ ま り 、 こ れ ら の 漢 字 は 、(     ) に 当

た り ま す 。 

 と こ ろ で 、 日 本 語 に は 、 魚 の 名 前 を 表 す 漢 字 が た く さ ん あ り ま す 。 「 鯛 」 、 「 秋 刀 魚 」 、 「 鰹 」 、

「 鮪 」 、 「 鯖 」 は 、 「 た い 」 、 「 さ ん ま 」 、 「 か つ お 」 、 「 ま ぐ ろ 」 、 「 さ ば 」 と 読 み ま す 。 そ れ ぞ れ

の 漢 字 の 由
ゆ

来
ら い

を 調 べ て み る と 、 そ の 魚 の 性
せ い

質
し つ

や 形 ・ 見 た 目 な ど 、 い く つ か に 分 類 で き ま す 。                         

～( 文 章 が 続 く 。) ～ 

 

【 資 料 ② 】 
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 昔 、 旅 人 が 疲
つ か

れ を い や し 一
ひ と

休 み す る と こ ろ に は 、 の ど の か わ き を う る お す 水 が わ き 出 る 泉
い ず み

が あ り ま し た 。 泉 の 意 味 で あ る 「 地 中 か ら わ き 出 る 水 」 が あ る と こ ろ の 地 名 に は 「 泉 」 「 清 」

な ど き れ い な 水 を 表 す 漢 字 が 使 わ れ て い ま す 。 地 名 に 限
か ぎ

ら ず 、 様 々 な も の の 名 前 に は 、 そ の

様 子 や 人 々 の 生 活 に か か わ り が あ る 漢 字 が 使 わ れ て い ま す 。  

 四 季 の 移
う つ

り 変 わ り に よ り 、 色 と り ど り の 姿
す が た

を 見 せ る 日 本 の 自 然 。 自 然 の 変 化 の 美 し さ を

感 じ 取 り 表 現 す る 感 性 や 、 自 然 と 生 活 と の か か わ り の 中 で わ ず か な ち が い を 表 現 し 、 生 活 に

生 か す 知
ち

恵
え

は 、 日 本 な ら で は の も の で あ り 、 す ば ら し い 財 産 で も あ り ま す 。  

 ～( 文 章 が 続 く 。) ～  



一 【 資 料 ① 】 の 中 の(   ) に 入 る 言 葉 と し て 最 も ふ さ わ し い も の を 、 次 の ア か ら エ ま  

 で の 中 か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き ま し ょ う 。  

 ア 象 形 文 字  イ 指 示 文 字  ウ 会 意 文 字  エ 形 声 文 字  

二 次 は 、 【 資 料 ① 】 の 中 の ― ― 線 部 に つ い て 、 田 中 さ ん が ま と め た 表 で す 。 こ の 表 の 中 に 、

「 ほ か の 魚 よ り も 傷
い た

み や す い 」 と 言 わ れ る 「 鰯
い わ し

」 を 加 え よ う と 思 い ま す 。 「 鰯 」 が 入 る

分 類 と し て 最 も ふ さ わ し い も の を 、 ア か ら エ ま で の 中 か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き ま

し ょ う 。 

《 魚 を 表 す 漢 字 の 由 来( 一 例) 》 

三 田 中 さ ん は 、 【 資 料 ① 】 と 【 資 料 ② 】 を 読 ん で 考 え た こ と を 、 次 の よ う に ノ ー ト に ま と

め ま し た 。 （    ） に 入 る 言 葉 と し て ふ さ わ し い も の を 【 資 料 ② 】 か ら 二 十 字 で 書 き

ぬ き ま し ょ う 。 た だ し 、 句 点( 。) や 読 点( 、) も 字 数 に ふ く み ま す 。 

周 り を 海 に 囲 ま れ た 日 本 で は 、 魚 は 日 本 人 の 生 活 に と っ て か か わ り が 深 い も の だ っ た 。

そ こ で 、 日 本 人 は 、(                  ) を 使 っ て 、 た く さ ん の 魚

の 名 前 を 表 す 漢 字 を 使 い 分 け る よ う に な っ た の だ と 思 う 。  

 

こ れ で 問 題 は 終 わ り で す 。  

分  類 漢 字 説     明 

ア 性 質 鮪 

・ 「 有 」 に は 、 外 側 を 囲 む と い う 意 味 が あ り 、 広 い 範
は ん

囲
い

を

囲 む よ う に 泳 ぐ か ら 。 （ ほ か に も 、 鮪 が ほ か の 魚 よ り も

大 き く 、 存 在

そ ん ざ い

感 が 「 有 る 」 か ら な ど 、 諸 説

し ょ せ つ

が あ る 。 ） 

イ 形 ・ 見 た 目 

秋 刀 魚 

鯖 

・ 秋 刀 魚 の 細 長 い 形 が 「 刀 」 に そ っ く り だ か ら 。 

・ 鯖 は 、 背
せ

中
な か

に 青 黒 い し ま も よ う が あ る か ら 。 

ウ 生
せ い

息
そ く

状
じ ょ う

況
き ょ う

 鯛 ・ 鯛 は 、 日 本 の 周 囲 の 海 、 ど こ に で も い る か ら 。 

エ 加 工 状 況 鰹 

・ 「 堅 」 は 、 か た い と い う 漢 字 。 鰹 を 加 工 し て 作 る か つ

お 節 が か た い か ら 。 

５
Ｐ

－ 

国 


