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実践
交流
中学国語

一
　
は
じ
め
に

　

来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
で

は
、
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
言
語
活
動
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
が
故
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
考
え
方
に
従
っ

て
生
徒
に
と
っ
て
魅
力
的
な
言
語
活
動
の
開
発
を
試

み
た
。「
魅
力
的
」
と
い
う
と
漠
然
と
し
た
感
じ
が

す
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
必
然
が
あ
り
、
自
分
が
身

に
付
け
た
力
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
言
語
活
動
は
充
実
し
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

二
　
単
元
の
概
要

（
一
）
単
元
名　
「
本
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
」

（
二
）
単
元
の
目
標

・�

作
品
の
内
容
や
登
場
人
物
の
生
き
方
、
表
現
の
仕

方
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
相
手
を
説
得

す
る
た
め
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）

・�

作
品
の
展
開
や
内
容
が
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
、
文
章
の

内
容
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
読
む
こ
と
）

（
三
）
言
語
活
動

・�

「
故
郷
」
を
読
ん
で
つ
か
ん
だ
作
品
の
魅
力
を
相

手
に
理
解
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
。

（
四
）
単
元
に
つ
い
て

　

�
本
単
元
は
、
中
学
校
第
三
学
年
「
読
む
こ
と
」
の

言
語
活
動
例
「
物
語
や
小
説
な
ど
を
読
ん
で
批
評

す
る
こ
と
」
を
受
け
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
教
材
と
し
て
魯
迅
の
「
故
郷
」
を

扱
い
、
こ
の
作
品
の
魅
力
を
相
手
に
理
解
さ
せ
、

納
得
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、

次
の
二
点
に
つ
い
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

①�

作
品
を
読
ん
で
感
動
を
受
け
た
部
分
か
ら
読
み
進

め
、
そ
こ
で
多
く
の
人
が
感
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
紐
解
い
て
い
く
。

②�

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
竹
内
好
氏
の
翻
訳
文

だ
け
で
な
く
別
の
翻
訳
文
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
で

作
品
を
客
観
的
、
分
析
的
に
読
み
進
め
る
。

三
　
授
業
の
実
際

第
一
次　

単
元
の
見
通
し
を
も
た
せ
る

　

本
単
元
で
行
う
言
語
活
動
が
生
徒
に
と
っ
て
必
然

と
な
る
よ
う
に
、「
故
郷
」
と
い
う
作
品
が
全
て
の

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
日
本
だ
け
で
な

く
中
国
で
も
長
く
読
み
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
た
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
に
も
長
く
人
々
に
読
み

続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
」と
投
げ
か
け
、

「
そ
れ
だ
け
の
魅
力
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
い
う

意
識
に
立
た
せ
た
。

第
二
次　

作
品
の
魅
力
を
つ
か
む

　

生
徒
た
ち
は
「
こ
の
作
品
の
魅
力
を
つ
か
め
ば
、

課
題
が
解
決
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
見
通
し
を
も
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
が
心
を
動
か
さ
れ
る

場
面
か
ら
読
み
進
め
て
い
っ
た
。

①
第
二
時

　

生
徒
た
ち
に
「
こ
の
作
品
で
一
番
心
が
動
か
さ
れ

た
の
は
ど
こ
か
」
と
尋
ね
る
と
、
口
を
揃
え
て
「
だ

生
徒
に
と
っ
て
必
然
の
あ
る
言
語
活
動
に
す
る
た
め
に

─
魯
迅「
故
郷
」の
実
践
を
通
し
て
─
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う
な
効
果
が
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
、
意

見
交
流
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
竹
内
氏
の
よ
う
に

す
る
こ
と
で
ル
ン
ト
ウ
と
の
身
分
の
差
が
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ

と
で
二
人
が
打
ち
解
け
合
い
、
互
い
に
惹
か
れ
合
っ

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
掴
み
、
竹
内
氏
の
表

現
の
仕
方
に
つ
い
て
批
評
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

④
第
五
時

　

ル
ン
ト
ウ
と
の
決
別
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
は
主
人

公
の
気
持
ち
は
沈
ん
で
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
た

が
、
そ
れ
で
は
作
品
の
解
釈
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
故
郷
を
離
れ
る
時
の
主
人
公
の
心
情

に
つ
い
て
考
え
る
時
間
を
設
定
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

困
難
は
あ
っ
て
も
新
し
い
生
活
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
前
向
き
な

主
人
公
の
心
情
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。ま
た
、

前
時
の
学
習
を
生
か
し
、
ル
ン
ト
ウ
や
ヤ
ン
お
ば
さ

ん
の
生
き
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
表
現
す
る
こ

と
の
効
果
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
次　
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
う

　

多
く
の
人
が
心
を
動
か
さ
れ
る
理
由
を
探
り
、
本

文
の
内
容
を
理
解
し
た
生
徒
た
ち
が
、
本
単
元
の
核

と
な
る
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
が

こ
の
第
三
次
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
竹
内
氏

の
翻
訳
文
の
効
果
を
中
心
と
し
な
が
ら
話
の
展
開
や

細
か
な
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
く
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
た
読
み
の
力
に
つ
い

ん
な
様
！
…
。」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
答
え
た
。

そ
こ
で
、「
な
ぜ
、
こ
の
場
面
で
多
く
の
人
が
心
を
動

か
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
、
意
見
交

流
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
幼
小
の
頃
は
あ
ん
な
に

仲
が
よ
か
っ
た
の
に
、
そ
の
関
係
が
一
気
に
崩
れ

去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

②
第
三
時

　

主
人
公
と
ル
ン
ト
ウ
の
幼
小
の
頃
に
目
が
向
い
た

の
で
、「
少
年
時
代
の
主
人
公
は
ル
ン
ト
ウ
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
想
い
を
も
っ
て
い
た
か
」
と
い
う
課

題
を
提
示
し
、意
見
交
流
を
行
っ
た
。そ
の
結
果
、「
神

秘
の
宝
庫
」
と
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憧
れ
の

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
か
ん
だ
。

③
第
四
時

　

こ
こ
で
、
実
際
の
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
る
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
当
時
の
中
国
の
階
級
社
会
を
忠
実
に
描
い
た

井
上
紅
梅
氏
の
翻
訳
文
を
提
示
し
た
。
竹
内
氏
の
翻

訳
文
と
の
大
き
な
違
い
は
次
の
点
で
あ
る
。

竹
内
氏

井
上
氏

主
人
公
の
呼
称

「
お
前
」

「
あ
な
た
」

自
分
の
呼
称

「
お
い
ら
」

「
わ
た
し
」

特　

徴

雇
わ
れ
人
の
子
で
あ

る
こ
と
は
書
か
れ
て

い
る
が
、
対
等
以
上

に
描
か
れ
て
い
る
。

当
時
の
中
国
の
階
層

社
会
を
忠
実
に
描
い

て
お
り
、
敬
語
を

使
っ
て
い
る
。

　

竹
内
氏
の
翻
訳
文
と
井
上
氏
の
翻
訳
文
と
の
違
い

を
確
認
し
た
後
、「
竹
内
氏
の
描
き
方
に
は
ど
の
よ

て
も
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
、
二
年
生
で
学
ん
だ
「
異
な
る
立
場
や
考

え
を
想
定
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
話
の
中
心

的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
な
ど
に
注
意
し
、
論
理

的
な
構
成
や
展
開
を
考
え
て
話
す
こ
と
（
第
二
学
年

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
イ
）
を
活
用
さ
せ
、
根
拠
を

明
確
に
し
て
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
わ

せ
た
。
ま
た
、一
方
的
な
話
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
話
を
相
手
に
理
解
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
よ
う

促
し
た
。
以
下
は
、
あ
る
生
徒
の
発
言
で
あ
る
。

私
が
考
え
る「
故
郷
」の
魅
力
は
、
伏
線
を
効
果
的
に

入
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
幼
い

頃
の
主
人
公
と
ル
ン
ト
ウ
を
描
く
こ
と
で
「
だ
ん
な

様
！
…
。」
と
言
っ
た
時
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
な
る

し
、
最
後
の
砂
地
か
ら
月
を
見
る
目
線
の
動
き
も
、

前
に
逆
の
目
線
の
動
き
を
入
れ
る
こ
と
で
重
苦
し
い
場

面
へ
の
展
開
や
前
向
き
さ
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

四
　
お
わ
り
に

　

生
徒
が
必
然
を
感
じ
、
自
分
が
身
に
付
け
た
力
を

実
感
で
き
る
よ
う
な
言
語
活
動
を
開
発
す
る
と
い
う

目
的
で
実
践
し
て
き
た
が
、
今
後
も
さ
ら
に
生
徒
に

と
っ
て
魅
力
の
あ
る
言
語
活
動
を
仕
組
み
、
確
か
な

国
語
の
力
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ふ
せ　

ち
か
ら 

岐
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