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1975年，兵庫県生まれ。国立
国語研究所准教授，帝塚山大
学教授などを経て，現職。国語
科教育だけではなく，外国語と
しての日本語教育の研究にも従
事する。光村図書小学校『国
語』教科書編集委員。
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言
葉
を
伝
え
る
と
い
う
視
点

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
国
語
科
で
「
言
語

の
教
育
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
た
め
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
「
言
葉
を
伝
え

る
と
い
う
視
点
を
も
つ
」
こ
と
だ
と
い
え
ま
す
。

　

国
語
科
に
「
言
語
の
教
育
」
と
い
う
意
識
が
薄
い

の
は
、
「
国
語
科
で
習
わ
な
く
て
も
日
本
語
が
で
き

る
」
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
と
き
の
「
で
き
る
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
最

低
限
と
い
う
こ
と
で
、
「
上
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
違
い
ま
す
。

　

言
葉
を
伝
え
る
と
い
う
視
点
で
考
え
る
と
、
ど
の

よ
う
な
言
葉
や
表
現
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
は
も

と
よ
り
、
表
情
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
の
非
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
日

本
の
文
化
で
は
あ
ま
り
大
げ
さ
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は

な
じ
み
ま
せ
ん
が
、
英
語
で
は
好
ま
れ
る
傾
向
は
あ

り
ま
す
。
日
本
語
で
も
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
り
入
れ
て
み
る
こ
と
は
、
小
学
校
教
育
に
お

い
て
国
語
科
が
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
か
ら
学
べ

る
こ
と
の
一
つ
だ
と
い
え
ま
す
。

教
師
の
言
葉
が
け
と
い
う
視
点

　

も
う
一
つ
小
学
校
教
育
に
お
い
て
国
語
科
が
外
国

語
活
動
・
外
国
語
科
か
ら
学
べ
る
こ
と
と
し
て
は
、

教
師
か
ら
児
童
へ
の
言
葉
が
け
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
で
は
で
き
る
だ
け
英
語
で

児
童
に
話
し
か
け
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
の

と
き
、
児
童
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
英
語
を
理
解
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に

表
情
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
駆
使
し
て
伝
え
よ
う
と
す

る
態
度
は
、
教
師
の
側
に
も
自
然
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
「
伝
え
よ
う
と
す
る
態
度
」
を
国
語

は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
で
意
識
し
て
み
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
平
田
オ
リ
ザ
さ
ん
の
著
作
に

『
わ
か
り
あ
え
な
い
こ
と
か
ら
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
と
は
何
か
』
（
二
〇
一
二
年
／
講
談

社
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
教
師
は
と
き
と
し
て

「
自
分
が
話
し
て
い
る
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
る
」
と

い
う
前
提
で
話
を
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
伝

わ
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
わ
か
り
あ
え
て
い

　　

言
う
ま
で
も
な
く
日
本
語
も
英
語
も
「
言
語
」
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
言
語
の
教
育
」
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
か
と

い
う
と
、
少
し
話
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

外
国
語
活
動
や
外
国
語
科
で
は
、
「
言
語
を
学

ぶ
」
と
い
う
意
識
が
児
童
た
ち
に
も
強
く
あ
り
ま

す
し
、
そ
れ
と
呼
応
し
て
教
師
も
「
言
語
を
教
え

る
」
と
い
う
こ
と
を
否
が
応
で
も
意
識
す
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
国
語
科
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
実
は

国
語
科
は
「
言
語
の
教
育
」
と
し
て
の
意
識
は
、
児

童
も
教
師
も
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
、
国
語
科
で
日

本
語
の
習
得
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

少
な
く
と
も
日
本
語
環
境
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
場

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
前
提
で
授
業
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
授
業
の
「
わ
か
り
や
す
さ
」
を
劇
的
に

改
善
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

英
語
の
よ
う
な
外
国
語
で
は
「
伝
わ
っ
た
」
と
い

う
成
功
体
験
が
学
習
動
機
を
生
み
、
学
習
そ
の
も
の

を
促
進
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
。
伝
わ
ら

な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
伝

わ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
嬉
し
く
な
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
で
は
教
師

が
児
童
を
褒
め
る
場
面
が
多
く
な
り
ま
す
し
、
褒
め

方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
で
す
。
こ
の
点
は
ぜ

ひ
、
国
語
科
だ
け
で
は
な
く
教
師
の
言
葉
が
け
全
般

で
意
識
し
て
生
か
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す

（
参
考
※
１
）
。

国
語
科
が
で
き
る
こ
と
は
何
か

　

今
回
は
小
学
校
教
育
に
お
い
て
国
語
科
が
外
国
語

活
動
・
外
国
語
科
か
ら
学
べ
る
こ
と
と
は
何
か
を
考

え
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
挙
げ
た
例
の
ほ
か
に
も
、

新
た
に
教
科
と
な
る
外
国
語
科
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
た

く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
あ
ら
た
め
て
国
語
科

が
で
き
る
こ
と
に
も
気
づ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
国
語
科
で
は
、
教
材
文
を
通
し
て
児
童
の
思
考

を
活
性
化
で
き
ま
す
。
母
語
だ
か
ら
こ
そ
、
外
国
語

で
は
で
き
な
い
複
雑
な
思
考
を
よ
び
起
こ
せ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
同
世
代
と
同
時
に
同
教
材
を
読
み
、

「
み
ん
な
が
自
分
と
同
じ
も
の
を
読
ん
で
も
、
同
じ

意
見
や
感
想
を
も
つ
と
は
限
ら
な
い
」
こ
と
を
学
ぶ

の
で
す
。
そ
れ
は
「
わ
か
り
あ
え
な
い
こ
と
」
の
根

源
を
発
見
す
る
作
業
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

昔
は
み
ん
な
同
じ
テ
レ
ビ
を
見
て
友
達
と
感
想
を

述
べ
合
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

普
及
し
、
同
じ
も
の
を
見
て
感
想
を
述
べ
合
う
と
い

う
機
会
は
激
減
し
て
い
ま
す
。
多
様
性
の
時
代
で
す
。

そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
国
語
科
が
果
た
す
役
割

は
、
相
対
的
に
よ
り
重
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

合
、
話
し
言
葉
で
あ
れ
ば
、
小
学
校
入
学
以
前
（
就

学
前
）
に
身
に
つ
け
て
い
ま
す
し
、
書
き
言
葉
に
つ

い
て
も
就
学
前
に
読
み
書
き
で
き
る
子
ど
も
が
か
な

り
多
く
い
る
の
が
現
実
で
す
。
す
な
わ
ち
、
「
国
語

科
で
習
わ
な
く
て
も
日
本
語
が
で
き
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
国
語
科
は
言
語
の
教
育
で
は
な
い
の
か
と

い
う
と
、
そ
う
も
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
物
語
文
や
説

明
文
は
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
ら
の

教
材
を
学
習
す
る
以
上
は
言
語
（
日
本
語
）
を
学
ん

で
い
る
と
い
う
ほ
か
な
い
か
ら
で
す
。

　

い
っ
ぽ
う
で
外
国
語
活
動
・
外
国
語
科
で
は
、

「
習
わ
な
い
と
英
語
（
な
ど
）
が
で
き
な
い
」
と
い

う
こ
と
が
当
た
り
前
の
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
点
が
「
言
語
の
教
育
」
と
し
て
の
意
識
の
大
き
な

違
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
語
科
が
外
国
語
科
か
ら

学
べ
る
こ
と
は
何
か
？

「
言
語
の
教
育
」
と
し
て
の
意
識

京
都
外
国
語
大
学
教
授　

森も
り  

篤あ
つ

嗣し

　
最
終
回
の
今
回
は
、
国
語
と
外
国
語
の
共
通
点
と
相
違
点
を
あ
ら
た
め

て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
小
学
校
教
育
に
お
い
て
国
語
科
が
外
国
語
活
動
・

外
国
語
科
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

イラスト：カモ
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左
記
の
書
籍
で
は
、
授
業
の
中
で
の
小
学
校
教
師
の
言
葉
が
け

の
事
例
を
集
め
て
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

森
篤
嗣『
授
業
を
変
え
る
コ
ト
バ
と
ワ
ザ
︱
小
学
校
教
師
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
践
』（
二
〇
一
三
／
く
ろ
し
お
出
版
）


