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《談話室》

　

「
国
語
」
の
教
材
が
「
文
学
」

偏
重
で
あ
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
、

言
語
技
術
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
も
う
ず

い
ぶ
ん
経
つ
。
し
か
し
現
場
で
生

徒
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
、
そ
う

し
た
「
美
し
い
国
語
教
育
」
は
空

疎
に
思
え
る
。
い
ま
求
め
ら
れ
て

い
る
（
つ
ま
り
欠
如
し
て
い
る
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
、
小
手
先
の
技
術
で
は
な
く
、
他

者
と
の
深
い
関
係
性
を
通
し
て
、
自
己
を
確
立
す
る
体
験
だ
か
ら
で

あ
る
。
不
格
好
で
も
、「
文
学
」
す
る
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

　

今
回
三
省
堂
『
高
等
学
校
古
典

古
文
編
』
を
改
訂
す
る
に
あ

た
っ
て
、「
評
論
」
単
元
を
設
け
、
い
く
つ
か
の
新
教
材
を
加
え
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
「
文
学
的
教
材
」
か
ら
シ
フ
ト
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
深
く
「
文
学
」
と
出
会
っ
て
ほ
し
い
と
考

え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

新
教
材
の
一
つ
と
し
て
、
藤
原
定
家
の
『
毎
月
抄
』
か
ら
、
和
歌

の
「
心
と
詞
」
を
論
じ
た
一
節
を
取
り
あ
げ
た
。
心
（
内
実
）
と
詞

（
技
術
・
技
巧
）
の
ど
ち
ら
が
大
切
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
が
第
一

義
な
の
か
と
い
う
議
論
は
、
和
歌
の
世
界
で
は
最
も
普
遍
的
な
論
点

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
和
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
さ
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
普
遍
的
な
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自

分
の
思
い
を
他
者
に
伝
え
る
に
は
、
技
術
・
技
巧
は
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
、
技
術
や
技
巧
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は

空
疎
な
こ
と
ば
遊
び
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
に
古
典
和
歌
の
世
界

は
常
に
そ
う
し
た
危
う
さ
を
抱
え
て
お
り
、だ
か
ら
間
歇
的
に「
心
」

の
重
要
性
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
携
帯
メ
ー
ル
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
日
常
化

し
て
い
る
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
身
近
な
問
題
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

絵
文
字
（
と
い
う
か
記
号
文
字
）
を
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
表
現

技
術
」が
次
々
に
発
明
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、本
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
契
機
に
な
れ

ば
、
と
夢
想
す
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
継
続
教
材
だ
が
『
去
来
抄
』
の
「
行
く
春
を
」

に
も
言
え
る
。
芭
蕉
の
「
行
く
春
を
近
江
の
人
と
惜
し
み
け
り
」
の

句
に
対
し
、弟
子
の
尚
白
は「
行
く
歳
を
丹
波
の
人
と
惜
し
み
け
り
」

で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
だ
が
、た
し
か
に
表
現（
技
術
）

と
し
て
は
ま
っ
た
く
等
価
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
作

者
に
は
「
行
く
春
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
近
江
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
と
め
た
と
き
に
、
は
じ
め

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
発
句
が
発

句
に
、
こ
と
ば
が
表
現
に
な
る
の
で
あ
る
。
和
歌
や
発
句
の
短
詩
型

文
学
の
伝
統
は
、
も
し
か
し
た
ら
携
帯
メ
ー
ル
に
こ
そ
受
け
継
が
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
の
も
夢
想
の
域
を
出
な
い
が
、
と

も
あ
れ
、生
徒
に
問
い
か
け
て
み
た
い
。君
は
何
を
伝
え
た
い
の
か
？

と
。
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い
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