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特集 今求められる「国語の力」とは

本
年
度
の
『
字
の
な
い
は
が
き
』
の
授
業
後
、「
身
近
な
大
人
に
対
す
る
自
分
の
見
方
の
変
化
」

を
テ
ー
マ
に
書
い
た
Ｓ
君
の
作
文
で
あ
る
。

十
代
は
葛か

っ

藤と
う

の
時
期
。
自
分
に
対
し
て
、
家
族
や
友
人
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
葛
藤
を
経
な
が
ら
、
男
子
生
徒
は
「
男
」
に
な
り
、
女
子
生
徒
は
「
女
」
に
変へ

ん

貌ぼ
う

し
て
い
く
。

そ
の
自
立
の
過
程
で
、
深
浅
の
差
こ
そ
あ
れ
、
傷
つ
か
な
い
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
生
身
の
自

己
は
傷
つ
い
て
も
、
己
の
も
の
と
な
っ
た
言
葉
（
認
識
、
方
法
、
思
想
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
は
決

し
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
を
支
え
続
け
て
く
れ
る
も
の
だ
。
そ
ん
な
言
葉
を
、
授
業
を

通
じ
て
生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
、
そ
う
考
え
て
国
語
教
師
に
な
り
、
二
十
数
年
が
過
ぎ
、
今
な
お

そ
う
考
え
続
け
て
授
業
し
て
い
る
。

松
尾
芭
蕉
は
自
ら
の
俳は

い

諧か
い

に
「
不
易
流
行
」
を
求
め
続
け
た
が
、
と
も
す
れ
ば
「
流
行
」
だ
け

に
染
ま
り
が
ち
の
現
場
に
お
い
て
、
自
身
の
授
業
の
「
不
易
」
＝
原
点
を
問
う
こ
と
の
重
要
性
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
、
生
徒
は
変
わ
る
。
手
段
や
プ
ロ
セ
ス
を
変
え
る
必
要

性
は
常
に
あ
り
、
そ
こ
に
困
難
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
だ
が
、
求
め
る
べ
き
到
達
点
は
変
わ
ら
な
い

し
、
変
え
る
必
要
も
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

生
徒
を
注
意
す
る
と
き
の
教
師
の
常じ

ょ
う

套と
う

句
に
「
私
語
を
す
る
な
。」
が
あ
る
が
、
教
師
に
な
っ
た

と
き
の
わ
た
し
の
密
か
な
決
意
の
一
つ
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
絶
対
に
使
う
ま
い
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。「
な
ぜ
？
」
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
は
、「
私
語
」
の
対
義
語
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。「
公

語
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
な
い
が
、
そ
こ
に
隠
れ
て
存
在
す
る
の
が
「
国
家
語
」
で
あ
る
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
来
、「
私
語
」
と
は
さ
さ
や
き
を
意
味
し
た
。

富
国
強
兵
政
策
の
中
核
を
担
っ
た
日
本
の
公
教
育
の
歴
史
の
中
で
、
国
語
教
育
は
、
生
活
に
根

ざ
し
た
豊
か
な
「
私
語
」
を
否
定
し
、
子
ど
も
た
ち
を
「
国
家
語
」
の
枠
の
中
に
囲
い
込
む
役
割

を
、
一
面
に
お
い
て
常
に
持
た
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
「
私
語
」
の
豊

か
さ
に
形
を
与
え
、
子
ど
も
た
ち
の
拠
り
所
と
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
、
生
活
綴つ

づ

り
方
に
代

表
さ
れ
る
民
間
教
育
運
動
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、「
国
語
の
力
」
と
は
、「
私
語
」

を
自
ら
の
拠
り
所
と
し
て
生
き
る
力
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
、
性
急
に
そ
の
結
論
を
変

え
る
べ
き
新
た
な
状
況
が
あ
る
と
は
、
わ
た
し
に
は
思
え
な
い
。

最
初
は
い
ば
っ
て
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
て
手
を
上
げ
る
父
親
だ

っ
た
け
ど
、
父
か
ら
、
一
点
一
画
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
大
ぶ
り
の
筆
で
『
向
田
邦

子
殿
』
と
書
か
れ
、
ひ
ど
く
び
っ
く
り
し
た
と
き
か
ら
、
父
に
対
す
る
『
私
』
の
気

持
ち
が
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
、
僕
の
父
に
対
す
る
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
の
は
、
両

親
が
離
婚
し
て
か
ら
だ
。
父
と
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
父
の
僕
へ
の
接
し
方

が
変
わ
っ
た
。
以
前
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ず
っ
と
仕
事
だ
っ
た
が
、
側
に
い
て
話
し

か
け
て
く
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
僕
は
『
父
親
』
を
思
う
よ
う
に
な

っ
た
。
向
田
さ
ん
か
ら
見
た
「
暴
君
」
も
「
優
し
い
父
」
も
「
大
人
の
男
」
も
、
す

べ
て
が
向
田
さ
ん
の
父
の
本
当
の
姿
で
あ
る
よ
う
に
、「
離
婚
前
の
父
」
も
「
離
婚
後

の
父
」
も
、
本
当
の
僕
の
父
の
姿
な
の
だ
と
思
う
。
男
手
一
つ
っ
て
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
こ
ま
で
育
て
て
く
れ
た
父
。
最
近
は
ケ
ン
カ
し
て
ば
か
り
だ
が
、
本
当
は
僕

自
身
『
あ
り
が
と
う
』
っ
て
言
い
た
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

私語に拠
よ

る
北九州市立思永中学校教諭 加

か

藤
とう

陽
よう

一
いち
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