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類

義

語

を

正

し

く

使

い

分

け

よ

う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六

年 

○

○

○

○ 

 

み

な

さ

ん

は

、

類

義

語

と

は

何

か

知

っ

て

い

ま

す

か

。

類

義

語

と

は

、

「

体

験

」

と

「

経

験

」
、

「

家

と

「

住

宅

」
、

「

短

所

」

と

「

欠

点

」
、

「

男

性

」

と

「

男

子

」

な

ど

の

よ

う

に

、

意

味

が

似

て

い

る

言

葉

で

す

。 

 

日

本

語

に

は

た

く

さ

ん

の

類

義

語

が

あ

り

ま

す

。

わ

た

し

た

ち

は

、

毎

日

日

本

語

を

使

う

中

で

、

た

く

さ

ん

の

類

義

語

を

使

い

分

け

な

が

ら

生

活

し

て

い

る

の

で

す

。 

 

し

か

し

、

意

味

が

似

て

い

る

な

ら

ば

、

ど

ち

ら

の

言

葉

を

使

っ

て

も

い

い

と

は

思

い

ま

せ

ん

か

。

そ

れ

で

は

、

類

義

語

を

入

れ

か

え

て

み

た

ら

ど

う

な

る

で

し

ょ

う

。 

 

「

今

日

は

体

験

学

習

を

し

ま

す

。
」

「

パ

ン

屋

で

働

い

て

い

た

経

験

が

あ

り

ま

す

。
」

と

い

う

文

の 

体

験

」

と

「

経

験

」

を

入

れ

か

え

て

み

ま

す

。

「

今

日

は

経

験

学

習

を

し

ま

す

。
」

「

パ

ン

屋

で

働

い

て

い

た

体

験

が

あ

り

ま

す

。
」

と

な

っ

て

し

ま

い

ま

す 

」

 

「

 

。  

【

児

童

の

意

見

文

の

例

】
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「

友

達

の

家

で

遊

ぶ

。

「

住

宅

展

示

場

へ

行

く 

の

場

合

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

。

「

家

」

と

「

住

宅

」

を

入

れ

か

え

た

ら

、

「

友

達

の

住

宅

で

遊

ぶ

。 

家

展

示

場

へ

行

く

。
」

と

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

な

ん

だ

か

お

か

し

い

で

す

ね

。 

 

こ

の

よ

う

に

「

体

験

」

と

「

経

験

」
、

「

家

」

と

「

住

宅

」

で

は

、

意

味

は

似

て

い

て

も

使

い

方

が

異

な

っ

て

い

る

こ

と

が

分

か

り

ま

す

。

類

義

語

の

使

い

分

け

を

ま

ち

が

っ

て

し

ま

う

と

、

ど

こ

か

お

か

し

い

日

本

語

に

な

っ

て

し

ま

う

の

で

す

。

そ

れ

ば

か

り

か

、

言

い

た

い

こ

と

が

相

手

に

正

確

に

伝

わ

ら

な

い

こ

と

も

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

 

言

葉

で

何

か

を

伝

え

る

と

き

、

そ

も

そ

も

知

っ

て

い

る

言

葉

が

少

な

い

と

、

最

も

ふ

さ

わ

し

い

言

葉

を

選

ぶ

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

言

葉

に

つ

い

て

の

知

識

を

「

言

葉

の

引

き

出

し

」

に

た

と

え

て

み

ま

し

ょ

う 

 

た

く

さ

ん

の

引

き

出

し

の

中

か

ら

、

最

も

ふ

さ

わ

し

い

言

葉

を

選

ん

で

取

り

出

す

こ

と

が

で

き

れ

ば

、

上

手

に

日

本

語

を

使

え

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

逆

に

引

き

出

し

の

中

身

が

少

な

か

っ

た

り

、

す

ぐ

に

取

り 。  」

 

。
「

 

」

 

」 
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出

せ

る

よ

う

に

整

理

で

き

て

い

な

か

っ

た

り

し

た

ら

日

本

語

を

正

し

く

使

え

な

い

ま

ま

に

生

活

し

て

い

く

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

 

わ

た

し

は

、

こ

の

六

年

間

で

日

本

語

に

つ

い

て

た

く

さ

ん

の

こ

と

を

学

び

ま

し

た

。

そ

し

て

、

こ

れ

か

ら

も

毎

日

日

本

語

を

使

い

な

が

ら

生

活

し

て

い

き

ま

す

。

類

義

語

を

正

し

く

使

い

分

け

る

た

め

に

は

、

日

本

語

に

対

し

て

の

感

覚

を

み

が

い

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

本

を

読

ん

だ

り

、

様

々

な

情

報

を

受

け

取

っ

た

り

し

て

い

く

中

で

、

た

く

さ

ん

の

日

本

語

に

ふ

れ

な

が

ら

、

日

本

語

に

対

し

て

の

感

覚

を

も

っ

と

み

が

き

、

「

言

葉

の

引

き

出

し

」

を

ど

ん

ど

ん

増

や

し

て

い

き

た

い

で

す

。

そ

し

て

、

正

し

い

日

本

語

を

使

え

る

よ

う

に

な

り

た

い

で

す

。

 


