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特
集 
「
国
語
の
力
」
を
考
え
る�

―
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」へ
の
挑
戦
―�

前
号
で
は
、「
国
語
の
力
」
を
「
読
む
こ
と
」
か
ら
考
え
て
み
ま
し
た
。今
回
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。新
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
え
合
う
力
」
を
高
め
る

こ
と
が
大
き
な
目
標
と
な
り
、そ
の
中
で
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」へ
の
期
待
は
大
き
く
、時
数
は
、

全
体
の
　
　
か
ら
　
　
程
度
と
は
っ
き
り
定
め
ら
れ
ま
し
た
。一
方
、中
学
校
の
現
場
で
は
、デ
ィ
ベ
ー

ト
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
だ
け
が
一
人
歩
き
し
た
り
、人
前
で
話
す
こ
と
を
恥
ず
か
し

が
る
時
期
の
指
導
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。�

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
は
、何
を
基
本
に
考
え
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
、先
生
方
は
ど
ん
な
工
夫

を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。�

1�—�10

2�—�10

特集 「国語の力」を考える　―「話すこと・聞くこと」への挑戦―

小
さ
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
友
人
の
件
で
、
あ
る
新
聞
社
か
ら
電
話
で
意

見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

で
、
思
わ
ず
ぼ
く
が
「
あ
い
つ
も
バ
カ
だ
な
ァ
」
と
、
彼
は
人
が
い
い
か
ら

そ
ん
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
ら
、
翌
日
の

新
聞
に
「
天
野
祐
吉
氏
談
・
彼
は
馬ば

鹿か

で
あ
る
」
と
出
て
い
た
の
に
は
び
っ
く

り
し
た
。

た
し
か
に
ぼ
く
は
「
あ
い
つ
も
バ
カ
だ
な
ァ
」
と
言
っ
た
。
が
、
そ
の
言
い

方
と
い
う
か
、
声
の
調
子
を
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
は
人
の
い
い

彼
に
対
す
る
同
情
の
ひ
び
き
が
あ
っ
て
、「
彼
は
馬
鹿
で
あ
る
」
と
は
決
し
て

な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
ぼ
く
は
思
う
。

第
一
、
ぼ
く
は
「
バ
カ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
馬
鹿
」
と
は
言
っ
て

い
な
い
。
そ
ん
な
簡
単
な
区
別
も
つ
か
な
い
人
が
、
新
聞
社
の
記
者
を
や
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
、
そ
の
と
き
ぼ
く
は
、
腹
が
立
つ
よ
り
も
、
あ
き
れ
て
し

ま
っ
た
。
で
、
思
わ
ず
新
聞
紙
に
向
か
っ
て
「
馬
鹿
…
！
」
と
つ
ぶ
や
い
て
し

ま
っ
た
。

「
聞
く
」
は
む
ず
か
し
い

コ
ラ
ム
ニ
ス
ト

天あ
ま

野の

祐ゆ
う

吉き
ち
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琵び

琶わ

法
師
の
語
る
正
調
の
「
平
家
物
語
」
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

と
い
う
冒
頭
の
部
分
だ
け
で
、
な
ん
と
そ
れ
は
三
分
も
か
か
っ
て
い
た
。

朗
読
し
、
意
味
を
解
釈
す
る
だ
け
な
ら
一
〇
秒
で
す
む
。

が
、
何
も
な
い
空
間
に
「
平
家
」
の
壮
大
な
舞
台

装
置
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ

だ
け
の
時
間
を
か
け
、
音
の
呪じ

ゅ

力り
ょ
く

を
フ
ル
に

活
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

学
校
で
、「
平
家
」
を
教
え
る
と
き
に

は
、
ぜ
ひ
琵
琶
法
師
に
き
て
も
ら
い
、

実
演
を
し
て
も
ら
う
と
い
い
。
で
、
そ

れ
を
聞
き
な
が
ら
、「
聞
く
」
能
力
を

み
ん
な
で
磨
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。
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特集 「国語の力」を考える　―「話すこと・聞くこと」への挑戦―

「聞く」はむずかしい

「
聞
く
」
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
う
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
バ
カ
」
と
「
馬
鹿
」
は
、「
ビ
ョ
ー
キ
」
と
「
病
気
」
は
、

「
ス
キ
」
と
「
好
き
」
は
、
明
ら
か
に
音
が
違
う
の
だ
。「
ス
キ
」
は
「
好
き
」

ほ
ど
好
き
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
る
。「
話
す
」
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と

な
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
、「
ス
キ
」
と
「
好
き
」
を
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
人

は
、
言
い
分
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
話
を
「
聞
く
」
に
限
定
し
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、「
聞
く
」
能
力
が
な
い
の
は
、
例
の
新
聞
記
者
だ
け
で
は
な
い
。

「
聞
く
」
と
は
相
手
の
〈
気
〉
が
こ
っ
ち
へ
〈
来
る
〉
こ
と
、
つ
ま
り
〈
気
来
〉

と
い
う
こ
と
だ
と
言
っ
た
の
は
、
た
し
か
多
田
道
太
郎
さ
ん
だ
が
、
そ
ん
な

ふ
う
に
ち
ゃ
ん
と
聞
く
能
力
を
持
っ
た
人
は
、
か
な
り
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
理
由
は
簡
単
で
、
言
葉
が
ど
ん
ど
ん
音
を
失
っ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。「
何
が
言
わ
れ
た
か
」ば
か
り
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
が「
ど

う
言
わ
れ
た
か
」に
気
を
つ
か
わ
な
い
悪
い
風
習
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
い
た
い
、
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
は
二
の
次
だ
、
大
切
な
の
は
物
事

を
正
確
か
つ
簡
潔
に
伝
え
る
こ
と
だ
、
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
効
率

第
一
主
義
が
、
こ
う
い
う
事
態
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
、
ぼ
く
は
思
っ
て
い
る
。
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