
国際的視野で日本の古代文学と文化、精神史を探求する中西進さん、
国立国語研究所「外来語」委員会など公的機関の委員としてもご活躍の神津カンナさん、

現在、中央教育審議会国語専門部会の主査としてご活躍の甲斐睦朗さんに、
今求められる「国語の力」について語っていただきました。

教
室
の
子
ど
も
ほ
ど
言
葉
へ
の
関
心
度

が
高
い
。
で
す
か
ら
、「
今
ど
き
の
子

ど
も
た
ち
は
だ
め
」
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
、
学
校
教
育
の
あ
り
方
そ
の
も

の
に
比
例
し
て
い
る
の
で
す
。

家
庭
で
の
影
響
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
あ
る
消
費
者
セ
ン
タ
ー
の
方

の
お
話
で
す
が
、
こ
こ
何
年
か
、
か
つ

て
の
自
分
な
ら
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た

答
え
を
電
話
の
向
こ
う
に
い
る
子
ど
も

の
親
た
ち
に
返
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
、
と
い
う
の
で
す
。

な
ん
と
答
え
て
い
る
の
で
す
か
。

「
食
べ
物
を
食
べ
て
く
だ
さ

い
。」
だ
そ
う
で
す
。「
娘
の
様
子
が
お

か
し
い
か
ら
、
ど
ん
な
サ
プ
リ
メ
ン
ト

を
飲
ま
せ
た
ら
よ
い
か
。」「
こ
う
い
う

ド
リ
ン
ク
は
ど
う
か
。」
と
い
う
質
問

が
す
ご
く
多
い
。
だ
か
ら
、「
食
べ
物
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甲
か

斐
い

睦
むつ

朗
ろう

学
校
教
育
の
間
は
電
子
辞
書
を

禁
止
す
る
と
い
う
の
に
わ
た
し
も
賛
成

で
す
ね
。

あ
る
小
学
校
の
研
究
授
業
で
こ
ん
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
教
材
文
の
中
に

「
上
き
げ
ん
（
上
機
嫌
）」と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
の
で
す
が
、
授
業
中
に
突
然
、

一
人
の
女
の
子
が
手
を
挙
げ
て
、「
上
機

嫌
の『
上
』と
い
う
の
は
、
と
て
も
よ
い

と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、

『
上
』の
つ
い
た
ほ
か
の
言
葉
が
わ
か
り

ま
せ
ん
。み
な
さ
ん
教
え
て
く
だ
さ
い
。」

と
質
問
を
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、

ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
が
机
の
上
の
辞
書

を
さ
っ
と
引
き
だ
し
た
の
で
す
。

紙
の
辞
書
で
す
ね
。

そ
れ
が
訓
練
を
受
け
た
学
校
の

子
ど
も
た
ち
の
姿
だ
と
思
う
の
で
す
。

辞
書
の
引
き
方
も
た
い
へ
ん
早
く
、
非

常
に
感
動
的
で
し
た
。
訓
練
を
受
け
た

わ
た
し
の
友
人
が
、
こ
の
四
月

か
ら
大
学
で
英
語
を
教
え
始
め
た
の
で

す
が
、
ま
ず
、
学
生
に
辞
書
は
何
を
使

っ
て
い
る
か
と
聞
い
た
ら
、
シ
ャ
ー
プ
で

す
、
カ
シ
オ
で
す
、
セ
イ
コ
ー
で
す
と
手

を
挙
げ
た
と
い
う
の
で
す
。
彼
女
は
一

瞬
、
彼
ら
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
み
ん
な
電
子

辞
書
を
使
っ
て
い
て
、
そ
の
メ
ー
カ
ー
の

名
前
を
言
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

彼
女
は
そ
れ
以
来
、
ク
ラ
ス
の
中
で

は
普
通
の
辞
書
を
使
わ
せ
て
い
る
の
で

す
が
、
笑
う
ほ
ど
辞
書
の
引
き
方
が
下

手
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
電
子
辞
書
は
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト
で
探
す
で
し
ょ
う
。
当
た

り
を
つ
け
て
も
の
を
調
べ
る
と
い
う
感

覚
が
、
彼
ら
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま

し
た
。

神
こう

津
づ

カンナ中
なか

西
にし

進
すすむ
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だ
ろ
う
と
問
う
と
、「
い
の
ち
」
と
言

う
の
で
す
。
子
ど
も
か
ら
こ
の
よ
う
な

言
葉
が
出
て
く
る
と
い
う
意
味
で
は
、

彼
ら
の
言
語
力
は
も
の
す
ご
く
信
頼
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

「
い
の
ち
」で
す
か
。
な
る
ほ
ど
。

例
え
ば
、
今
の
歌
の
題
を
隠
し

て
、「
悲
し
み
」「
怒
り
」「
喜
び
」「
楽

し
み
」
か
ら
選
ば
せ
る
。「
楽
し
み
の

歌
だ
」
と
い
う
子
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
今
度
は
「
楽
し
む
」
と

「
喜
ぶ
」
の
違
い
を
考
え
る
よ
う
に
な

る
。
大
事
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
に

「
そ
れ
は
こ
う
な
ん
だ
よ
。」
と
い
う
押

し
付
け
を
絶
対
に
し
な
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
ね
。

最
近
、
文
化
審
議
会
で
「
国
語

力
」
と
い
う
こ
と
を
話
題
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
新
し
く
、「
国
語
力
」
を
上
部

を
食
べ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。」「
食
べ
物

で
栄
養
を
摂
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。」
と

一
生
懸
命
言
う
ん
で
す
っ
て
（
笑
）。

言
葉
の
場
合
も
、「
言
葉
を
食
べ
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。」
で
は
な
い
で
す
が
、

き
ち
ん
と
し
た
言
葉
を
与
え
て
い
る
か

ど
う
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
家
庭
の

中
で
、
親
が
ど
の
く
ら
い
言
葉
に
関
心

を
も
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
子
ど
も

の
興
味
は
相
当
変
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
ね
。

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
わ

た
し
は
小
学
生
と
中
学
生
に「
万
葉
集
」

を
教
え
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
の
言
語

力
は
驚
く
べ
き
レ
ベ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
石い

は

走
る
垂た

る

水み

の
上
の
さ

わ
ら
び
の
萌も

え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け

る
か
も
」
と
い
う
喜
び
の
歌
が
あ
り
ま

す
。
喜
び
と
い
う
の
は
人
間
の
感
情
で
、

植
物
が
喜
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
お
か

し
い
ね
、
で
は
何
が
共
通
し
て
い
る
ん

読
書
を
し
ま
し
ょ
う
、
古
典
を
読
み
ま

し
ょ
う
、
ま
た

外
な
ど
の
名
作
も
読

み
ま
し
ょ
う
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん

い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
体
当
た
り
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
が
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

そ
の
下
部
構
造
は
基
本
の
も
の

だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
こ
で
、
わ
た
し

が
大
切
だ
と
思
う
の
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
で
す
。
例
え
ば
、
文
明
は
何
に
よ

っ
て
伝
わ
る
か
と
い
う
と
、
イ
マ
ジ
ネ

ー
シ
ョ
ン
だ
と
思
う
の
で
す
。
ワ
イ
ン

を
知
ら
な
い
人
間
が
「
こ
れ
は
ワ
イ
ン

だ
。」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
ワ
イ
ン

っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
お
い
し
そ
う
だ
な
、

飲
ん
で
み
よ
う
、
と
想
像
し
て
み
る
。

そ
う
し
て
初
め
て
ワ
イ
ン
文
明
が
伝
わ

っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
ら

な
い
と
言
っ
て
想
像
す
る
こ
と
を
や
め

て
し
ま
っ
た
ら
、
文
明
は
全
然
伝
わ
ら

な
い
。

つ
ま
り
、
我
々
の
生
活
の
知
的
レ
ベ

ル
を
向
上
さ
せ
る
の
は
、
す
べ
て
想
像

力
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
認
識

の
獲
得
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は

り
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
、
言
語

を
通
し
て
養
う
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。

と
下
部
の
二
重
構
造
で
示
し
た
の
で

す
。
上
部
構
造
は
、
い
わ
ゆ
る
「
話
す
」

「
聞
く
」「
書
く
」「
読
む
」
と
い
う
よ

う
な
言
語
活
動
能
力
で
す
。
一
方
、
下

部
構
造
に
は
、
そ
れ
ら
の
言
語
活
動
能

力
を
支
え
る
基
盤
に
な
る
も
の
と
し

て
、
広
い
意
味
で
の
語ご

彙い

力
や
、
知

識
・
情
報
と
い
う
も
の
を
置
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
力
を
育
て
る
た
め
に
、

1929年、東京生まれ。京都市立芸術大学長。奈良県立万
葉文化館長。2003年度から「中西進の万葉みらい塾」
を実施し、自ら小・中学校に出向いて子どもたちに『万
葉集』を中心とした古代の心の豊かさを伝えている。主
な著書に、『日本人のこころ』（大修館書店）、『中西進万葉
論集』（全8巻 講談社）、『日本人の忘れもの1・2・3』（ウェ
ッジ）など多数。
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か
も
「
昨
日
、
怒
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
ね
。」

と
言
え
ば
済
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
し
か

し
、
言
い
回
し
が
十
個
く
ら
い
あ
る
と
、

ど
の
言
葉
を
使
う
か
を
考
え
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
昨
日
父
が
わ
た
し
に
言
っ

た
こ
と
は
お
目
玉
だ
っ
た
の
か
、
諭
し

だ
っ
た
の
か
と
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。
自
分
で
認
識
を
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

言
葉
で
表
現
で
き
な
い
こ
と
は
、
心
の

中
で
も
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

今
求
め
ら
れ
て
い
る
国
語
の
力
と
は
、
言

葉
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
く
ら
い
表

現
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
わ
た
し
は

尽
き
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

今
の
中
学
生
に
は
、
た
く
さ
ん

の「
言
葉
の
ポ
ケ
ッ
ト
」
を
も
っ
て
、
そ

こ
に
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
詰
め
込
ん
で

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
人

が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
日
本
語
は
こ

れ
だ
け
潤
沢
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
示

さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

実
は
、
言
語
活
動
能
力
の
と
こ
ろ
で

「
想
像
す
る
力
」
を
入
れ
て
い
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
で
、「
説
教
さ
れ

た
」と
い
う
こ
と
を
な
ん
と
言
う
か
調

査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
三
十
年

く
ら
い
前
だ
と
、
怒
ら
れ
る
、
叱し

か

ら
れ

る
、
説
教
さ
れ
る
、
戒
め
ら
れ
る
、
咎と

が

め
ら
れ
る
、
お
目
玉
を
食
ら
う
、
雷
を

落
と
さ
れ
る
、
小
言
を
言
わ
れ
る
、
諭

さ
れ
る
…
…
と
た
く
さ
ん
出
て
き
た
。

今
は
、
せ
い
ぜ
い「
怒
ら
れ
る
」と
か「
説

教
さ
れ
る
」く
ら
い
で
、「
叱
ら
れ
る
」と

い
う
語
彙
も
か
つ
て
に
比
べ
れ
ば
使
わ

れ
な
く
な
っ
た
。
力
の
あ
る
一
つ
の
大

き
な
言
葉
に
ど
ん
ど
ん
集
約
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
感
じ
が
強
い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。

父
に
叱
ら
れ
た
の
も
戒
め
ら
れ

た
の
も
小
言
を
言
わ
れ
た
の
も
、
何
も

と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
国
語
で
培

う
時
間
が
な
い
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
聴
解
能
力
が
訓
練

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
例
え
ば
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
朗
読

を
静
か
に
聞
い
て
、
内
容
を
心
の
中
で

味
わ
う
よ
う
な
習
慣
が
で
き
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
ね
。

こ
う
し
た
音
声
言
語
力
を
つ
け
る
に

は
、
ま
ず
音
読
で
す
。
例
え
ば
、『
枕

草
子
』
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
章
段

を
音
読
し
て
、
春
か
ら
夏
、
秋
へ
と
作

者
の
感
興
が
だ
ん
だ
ん
と
高
ま
り
、
冬

に
落
ち
着
い
て
く
る
と
い
っ
た
流
れ
を

感
じ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
が
大
人
に

な
っ
て
ま
た
出
て
く
る
よ
う
に
な
る

と
、
逆
に
聞
く
力
も
つ
い
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
は
、
ぜ
ひ
詩
の
暗あ

ん

誦し
ょ
う

か

ら
始
め
て
ほ
し
い
。
ロ
シ
ア
は
プ
ー
シ

キ
ン
の
詩
を
暗
誦
す
る
で
し
ょ
う
。
ド

イ
ツ
は
ゲ
ー
テ
の
詩
か
ら
入
る
。
我
々

の
場
合
は
百
人
一
首
で
し
た
。
な
ん
だ

か
知
ら
な
い
う
ち
に
身
に
つ
い
て
い
ま

す
か
ら
、
ふ
っ
と
出
て
き
ま
す
。

さ
ら
に
最
近
思
う
の
は
、
も
っ
と
民

話
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
民
話
に
は
温
か
さ
や
日
本
人
の

歴
史
、
そ
れ
に
理
屈
も
あ
る
の
で
す
。

最
近
、
若
い
人
た
ち
の
「
耳
能

力
」
が
と
て
も
落
ち
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
よ
く
高
校
生
や
中
学
生
に

講
演
を
す
る
の
で
す
が
、
あ
と
で
質
問

を
す
る
と
、
話
が
理
解
で
き
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
。
耳
で
聞
い
て
理
解
す
る

1958年、東京都生まれ。作家・エッセイスト。作曲家の
神津善行、女優の中村メイコの長女。1977年渡米し、演
劇を学ぶ。帰国後に発表した『親離れするとき読む本』
（集英社）が、体験をもとにした家族論として話題にな
り、ベストセラーとなる。主な著書に、『美人女優』（集英
社）、『あの人はなぜ好かれるのだろう？ なぜ素敵にな
ったのだろう？』（三笠書房）など多数。
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習
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
満

な
現
代
人
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
言
葉
と
い
う
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
何
百
年
、
千
何
百
年
の
経
歴
が

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
知

っ
て
、
ち
ょ
っ
と
廃
れ
か
か
っ
た
言
葉

を
も
う
一
回
生
き
返
ら
せ
て
い
く
の

は
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
ね
。

言
葉
は
、
時
代
の
変
遷
な
ど
と

関
係
な
く
よ
み
が
え
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
一
方
で
、
勝
手
に
新
し
い
バ
ー
ジ

ョ
ン
を
作
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
も

っ
と
自
由
に
い
き
い
き
と
し
た
言
語
を

使
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
ね
。

前
に
ど
こ
か
の
学
校
の
先
生
と

話
し
て
い
る
と
き
に
、
本
を
読
む
の
は

受
信
一
方
な
の
で
、
子
ど
も
に
は
も
っ

と
発
信
を
さ
せ
た
い
、
と
い
う
話
が
あ

こ
う
し
た
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
よ
み

が
え
っ
て
く
る
言
語
の
豊
か
さ
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
言
え
ば
、
漢
詩

文
、
特
に
漢
文
で
す
ね
。
漢
文
と
い
う

の
は
、
中
国
で
生
ま
れ
た
作
品
を
、
日

本
人
が
日
本
語
で
読
み
解
い
た
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
ず
っ
と
育
て
て
守
っ
て

き
た
も
の
を
、
今
は
軽
視
し
よ
う
と
し

て
い
る
ん
で
す
。
中
学
生
に
は
、
ぜ
ひ

と
も
論
語
や
漢
詩
を
素
材
に
学
習
さ
せ

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

外
と
か
漱
石
は
漢
文
脈
で
、

太
宰
治
は
和
文
脈
の
作
家
で
す
。
司
馬

遼
太
郎
さ
ん
も
和
文
脈
で
す
ね
。
日
本

の
文
学
に
は
そ
う
い
う
二
つ
の
流
れ
が

あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
両
方
を
伝
え
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

漢
文
脈
、
和
文
脈
の
両
方
を
学

例
え
ば
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
作

る
の
は
、
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
ち
ら
か
ら
な
ん
の
発
言
も
し
な
い
け

れ
ど
も
、
選
ぶ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て

は
受
け
取
っ
た
も
の
を
表
現
し
て
い

る
。
そ
れ
と
同
じ
で
す
よ
。
読
む
こ
と

は
、
そ
こ
で
何
か
言
わ
な
く
て
も
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発

信
体
は
太
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
の
下
部
構
造
で
す
が
、

基
礎
的
な
部
分
を
で
き
る
だ
け
貪
欲
に

膨
ら
ま
せ
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
人
の

人
間
形
成
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

広
げ
て
お
け
ば
、
あ
と
は
い
く

ら
で
も
応
用
で
き
ま
す
も
の
ね
。

木
と
同
じ
で
す
よ
。
木
は
、
高

く
な
る
た
め
に
は
幹
が
太
く
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。

こ
の
鼎
談
は
、
光
村
図
書
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村

チ
ャ
ン
ネ
ル
」
の
「
シ
ー
ズ
ン
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
五
年
一
月
〜
三
月
）

http://w
w
w
.m
itsum

ura-tosho.co.jp/

り
ま
し
た
。
美
術
で
も
絵
を
描
き
、
音

楽
で
も
演
奏
す
る
。
国
語
で
も
書
い
た

り
し
ゃ
べ
っ
た
り
さ
せ
た
い
と
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
ら
は
大
切
な
こ
と
で
す
が
、

絵
を
鑑
賞
す
る
、
音
楽
を
鑑
賞
す
る
、

本
を
読
む
と
い
っ
た
「
受
け
る
」
と
い

う
こ
と
の
教
育
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら

か
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
の
で
す
。

1939年、台湾生まれ。独立行政法人国立国語研究所長。
中央教育審議会国語専門部会主査、文化審議会国語分科
会委員も務め、国民の言語生活の向上に力を注ぐ。主
な著書に、『わかむらさき―源氏物語の源流を求めて』
（明治書院）、『文学教材の読み方と実際』（明治図書）な
どがある。光村図書の小・中学校国語教科書編集委員を
務める。
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