
必修新演習　冬期テキスト　中２国語　　指導のポイント
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留
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事
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な
ど

ペ
ー
ジ

問
題
番
号

指
導
内
容
・
留
意
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項
な
ど

「
整
理
し
よ
う
」
1
①
②
⑥
で
、
か
な
づ
か
い
の
直
し
方
を
確
認
さ
せ
る
。

「
く
ち
を
し
」
の
意
味
を
確
認
さ
せ
る
。
漢
字
で
は
「
口
惜
し
」
と
な
る
た

め
、
漢
字
で
意
味
を
理
解
さ
せ
る
の
も
理
解
の
一
助
と
思
わ
れ
る
。「
く
ち
を

し
」
の
原
因
は
、「
を
ら
ん
と
す
る
」
の
に
「
は
づ
れ
た
」
こ
と
な
の
で
、
枝

は
取
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
。

「
蓬
の
」
の
「
の
」
が
主
語
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

語
頭
以
外
の
「
ふ
」
は
「
う
」
に
、「
さ
ふ
」
は
「
さ
う
」
→
「
そ
う
」
と
直

す
。引

用
を
表
す
「
と
」
に
注
目
さ
せ
る
。

文
中
の
登
場
人
物
の
名
前
を
挙
げ
さ
せ
、
何
人
い
る
の
か
を
把
握
さ
せ
る
と

よ
い
。
同
一
人
物
で
も
相
手
か
ら
の
見
方
に
よ
っ
て
立
場
や
表
現
が
変
わ
る
こ

と
を
理
解
さ
せ
る
。

ま
ず
「
お
ど
ろ
き
た
る
」
の
は
客
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。
傍
線
部

よ
り
後
の
父
と
の
会
話
の
中
で
、「
然
る
べ
き
天
骨
」
と
あ
る
の
で
、
文
末
の

（
注
）も
し
っ
か
り
読
ま
せ
て
意
味
を
確
認
さ
せ
る
。

古
文
を
読
む
と
き
は
、
省
略
さ
れ
た
主
語
を
補
い
な
が
ら
読
む
よ
う
に
指
導

す
る
。

「
た
ま
ふ
」「
候
ふ
」
か
ら
、
尊
敬
の
表
現
を
読
み
取
ら
せ
る
。

他
の
選
択
肢
の
こ
と
わ
ざ
の
意
味
も
確
認
さ
せ
て
お
く
と
よ
い
。

客
人
で
は
な
く
て
筆
者
の
感
想
を
答
え
さ
せ
る
こ
と
に
注
意
。
筆
者
の
い
い

た
い
こ
と
は
、
最
後
の
一
文
か
ら
読
み
取
れ
る
。

書
き
下
し
文
を
確
認
さ
せ
、
漢
文
に
読
む
順
番
の
番
号
を
書
か
せ
る
な
ど
し

て
整
理
さ
せ
る
と
よ
い
。
レ
点
は
下
か
ら
一
字
上
に
返
る
。

Ａ　
「
能
」
は
「
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
現
代
語
の
「
可

能
」
と
い
う
語
な
ど
で
意
味
を
覚
え
さ
せ
て
、
漢
文
に
親
し
み
を
持
っ
て
も

ら
う
。

Ｂ　

文
の
最
後
で
、
犬
が
返
事
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き

る
。

　
「
之
」
は
直
前
部
分
か
ら
、
機
が
竹
筒
の
中
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か

る
。
こ
の
後
、
犬
の
首
に
く
く
り
つ
け
て
家
に
行
か
せ
る
こ
と
か
ら
、
機
の
手

紙
＝「
書
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

前
問
と
あ
わ
せ
て
理
解
さ
せ
る
。

機
が
犬
に
言
っ
た
言
葉
や
「
報
を
得
て
」
か
ら
捉
え
さ
せ
る
。

【指導のポイント】
★歴史的かなづかいの直し方をつかませる。
★省略された主語や、会話を的確に捉えさせる。
★返り点や送りがなのきまりを覚えさせる。

【指導のポイント】
★指示語の指す内容を的確に捉えさせる。
★文章全体の中での段落の働きを捉えさせる。
★筆者の意見を読み取らせる。

1 説明的文章
◆指導ページ　P.2 ～ 5◆　

抜
き
出
さ
れ
た
文
の
文
頭
「
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
き
」
に
注
目
さ
せ
る
。

「
こ
の
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
、
抜
き
出
さ
れ
た
文
の
内
容
を

確
認
さ
せ
な
が
ら
捉
え
さ
せ
る
。

「
そ
れ
」
と
い
う
指
示
語
は
、
い
ま
話
題
に
し
た
ば
か
り
の
事
物
な
ど
を
指

す
と
き
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
示
し
、「
そ
れ
」
よ
り
前
に
書
か
れ

て
い
る
部
分
に
注
目
さ
せ
る
。

2
段
落
最
初
の
「
と
こ
ろ
が
」
に
注
目
さ
せ
る
。
感
情
の
生
じ
る
理
由
が
明

ら
か
で
あ
る
前
段
落
の
内
容
に
対
し
て
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
イ
ラ
イ
ラ
の
感
情

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

夫
人
が
気
に
し
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
を
理
解
さ
せ
る
。
直
前
の
「
こ
の

男
性
は
話
の
テ
ン
ポ
が
少
し
遅
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
を
、
字
数
に
合
う
よ

う
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

21
行
目
に
「
イ
ラ
イ
ラ
と
い
う
も
の
は
…
…
」、
24
行
目
に
「
イ
ラ
イ
ラ
は

…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
5
段
落
目
で
イ
ラ
イ
ラ
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
24
〜
26
行
目
「
イ
ラ
イ
ラ
は
、
…
…

こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
」
の
箇
所
に
答
え
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

前
後
で
周
囲
の
人
が
イ
ラ
イ
ラ
す
る
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

あ
る
人
が
自
分
に
つ
い
て

見
と
お
し
を
持
た
ず

＋

本
人
が
悠
然
と
し
て

↓

周
囲
が
イ
ラ
イ
ラ
し
て
く
る

「『
急
が
ば
回
れ
』
の
解
決
法
」

＝

38
行
目
以
降
「
こ
の
場
合
で
も
、
…
…
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
し
て
ゆ
く
よ

う
で
あ
る
」

よ
っ
て
、「
こ
の
場
合
で
も
、
…
…
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
し
て
ゆ
く
よ
う

で
あ
る
」
の
中
か
ら
解
決
方
法
に
対
す
る
部
分
を
、
設
問
の
指
示
に
従
い
な
が

ら
ま
と
め
さ
せ
る
。

　
　
　
重
要
語
句

○
呼
応
＝
一
つ
の
行
動
に
こ
た
え
て
他
方
で
も
動
き
が
起
き
る
こ
と
。

○
「
急
が
ば
回
れ
」
＝
早
く
着
こ
う
と
思
う
な
ら
、
危
険
な
近
道
よ
り
遠

く
て
も
安
全
確
実
な
方
法
を
と
っ
た
ほ
う
が
早
く
目
的
を
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
わ
ざ
。

2 古典
◆指導ページ　P.6 ～ 9◆　
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２
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５
）



必修新演習　冬期テキスト　中２国語　　指導のポイント

ペ
ー
ジ

問
題
番
号

指
導
内
容
・
留
意
事
項
な
ど

ペ
ー
ジ

問
題
番
号

指
導
内
容
・
留
意
事
項
な
ど

雪
の
降
り
方
に
つ
い
て
は
、
4
行
目
の
「
終
に
猛
吹
雪
が
や
っ
て
来
た
」
に

も
書
か
れ
て
い
る
が
「
具
体
的
」
に
は
、
10
行
目
の
「
視
界
を
遮
る
重
い
降
り

方
」
に
書
か
れ
て
い
る
。「
一
文
」
の
「
初
め
の
五
字
」
と
い
う
設
問
の
指
示

を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
確
認
さ
せ
る
。

「
同
調
」
の
意
味
を
、
辞
書
な
ど
で
調
べ
さ
せ
て
確
認
さ
せ
る
と
よ
い
。

空
欄
の
前
後
の
表
現
に
注
目
さ
せ
る
。
ま
た
、
発
言
の
動
作
主
を
は
っ
き
り

さ
せ
な
が
ら
読
ん
で
い
く
よ
う
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

Ａ　

学
校
が
休
め
る
こ
と
と
、
直
前
の
「
お
母
さ
ん
、
嬉
し
い
よ
う
。」
か
ら
、

光
子
の
嬉
し
さ
が
表
れ
て
い
る
ウ
が
正
答
。

Ｂ　
「
飢
え
死
に
し
ち
ゃ
う
」
か
ら
、
雪
の
せ
い
で
食
料
が
十
分
に
な
い
こ
と

を
読
み
取
ら
せ
る
。

Ｃ　
「
缶
詰
も
あ
る
し
…
…
タ
マ
ネ
ギ
も
あ
る
ん
だ
も
の
」
と
食
品
の
名
前
を

挙
げ
て
い
て
、
さ
ら
に
直
後
に
「
そ
れ
は
村
の
人
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
」
と

あ
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。

Ｄ　

負
け
惜
し
み
の
よ
う
に
母
が
言
う
の
だ
か
ら
、
母
は
「
こ
の
厳
し
い
環
境

だ
と
ゆ
べ
し
が
お
い
し
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

「
冒
険
」
と
は
、
日
常
と
か
け
離
れ
た
状
況
の
中
で
、
危
険
に
満
ち
た
体
験

の
中
に
あ
え
て
身
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
わ
い
こ
と
を
す
る
わ
く
わ

く
し
た
気
持
ち
と
い
う
エ
が
適
し
て
い
る
。

16
行
目
以
降
「
積
雪
は
深
い
と
こ
ろ
で
は
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
…
」
で
深
い

雪
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
。
こ
の
後
の
「
お
母
さ
ん
が
雪
の
中
を
半
分
泳
ぐ

よ
う
に
し
て
」
に
、
人
が
こ
の
深
い
雪
の
中
を
進
ん
で
い
く
様
子
が
示
さ
れ
て

い
る
。

40
行
目
「
雪
は
閉
ざ
さ
れ
た
幸
福
の
味
を
濃
縮
し
た
」
か
ら
、
光
子
は
幸
福

を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
41
行
目
「
誰
一
人
侵
入
者
の
な

い
」
や
43
行
目
「
お
母
さ
ん
と
二
人
だ
け
生
き
残
っ
た
」
か
ら
、
ウ
が
最
適
で

あ
る
。
　

　
　
　
重
要
語
句

○
天
下
晴
れ
て
＝
大
っ
ぴ
ら
に
、
世
間
に
気
兼
ね
な
く
。

○
備
蓄
＝
将
来
や
万
一
の
場
合
に
そ
な
え
て
た
く
わ
え
て
お
く
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
た
く
わ
え
。

「
整
理
し
よ
う
」
2
を
見
な
が
ら
、
実
際
の
表
現（
問
題
文
）の
中
で
ど
の
よ

う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
理
解
さ
せ
る
。

擬
音
語
と
擬
態
語
に
つ
い
て
整
理
さ
せ
る
。

○
擬
音
語
→
事
物
の
音
や
人
・
動
物
の
声
な
ど
を
表
す
語
。

○
擬
態
語
→
物
事
の
状
態
や
様
子
な
ど
を
感
覚
的
に
音
声
化
し
て
表
現
す
る

語
。

「
五
感
」
と
い
う
概
念
を
説
明
し
、
選
択
肢
に
は
な
い
「
味
覚
」
に
つ
い
て

も
説
明
を
す
る
と
よ
い
。

Ａ　

聴
覚
に
つ
い
て
は
「
音
」「
声
」
な
ど
の
表
現
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

Ｂ　

嗅
覚
に
つ
い
て
は
「
に
お
い
」「
か
お
り
」
な
ど
の
表
現
で
表
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。

　

ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
の
内
容
を
確
認
さ
せ
、
意
味
の
切
れ
目
を
捉
え
さ
せ

る
。「

コ
ス
モ
ス
」
と
体
言
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
正
答
以
外

の
選
択
肢
に
つ
い
て
も
、
意
味
を
確
認
さ
せ
て
お
く
。

鑑
賞
文
の
最
後
の
内
容
を
捉
え
さ
せ
る
。「
桜
の
花
」
が
さ
び
し
い
関
係
と

い
う
も
の
を
投
影
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
「
桜
の
花
」
を
抜
か
し
て
読
ん
で
し

ま
う
と
意
味
が
な
い
と
筆
者
は
言
っ
て
い
る
。

前
問
に
も
関
連
し
て
く
る
。

「
桜
の
花
」
と
い
う
句
を
抜
か
し
て
読
ん
だ

＝
名
歌
と
し
て
の
生
命
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
う

＝
恐
ろ
し
い

「
ゆ
か
り
の
あ
る
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、「
形
容
詞
」
と
い
う
指
示
が
あ

る
た
め
不
適
。
問
題
の
指
示
を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。

Ａ　
「
な
つ
か
し
」
と
終
止
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
二
句
切
れ
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

Ｂ　

直
後
の
「
聴
き
に
ゆ
く
」
に
注
目
さ
せ
、
何
を
聴
き
に
い
く
の
か
を
捉
え

さ
せ
る
。「
一
語
」
で
抜
き
出
す
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
。

　

敬
意
を
示
す
表
現
に
は
、
尊
敬
語
と
謙
譲
語
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

指
導
し
て
も
ら
う
生
徒
側
を
主
体
に
し
て
書
く
場
合
は
、
謙
譲
表
現
を
用
い
る
。

日
常
会
話
な
ど
で
も
誤
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
改
め
て

確
認
さ
せ
る
。

3

4

文学的文章

韻文・実用文

【指導のポイント】
★場面の様子を的確に捉えさせる。
★文学的な表現に注目させ、文章理解を深めさせる。
★人物の心情を読み取らせる。

◆指導ページ　P.10 ～ 13 ◆　

【指導のポイント】
★詩歌の表現形式を覚えさせる。
★表現技法とその効果を理解させる。
★作者の伝えたいことを捉えながら、詩歌を鑑賞させる。

◆指導ページ　P.14 ～ 17 ◆　

演
習
問
題

（P12）　
（
１
）

（
２
）

（P13）　
（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

演
習
問
題

（P16）
１（
１
）

（
２
）

　（
３
）

（P17）
２（
１
）

　
（
２
）

（
３
）

（
４
）

３（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）


