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日本的教養あってこその英語教育だ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
で
競
争
す
る
上
で
、
英
語
は
必
要
不

可
欠
な
武
器
だ
。
国
語
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
の
に
英
語
に
力
を
い

れ
る
の
は
如
何
な
も
の
か
、
も
っ
と
日
本
の
伝
統
文
化
を
尊
重
す

べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
は
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
し
、

私
も
そ
れ
は
十
分
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、

わ
が
国
の
魅
力
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
を
多
く
の
国
へ
発
信
す
る
手
段
と
し
て
は
英
語
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
。
し
か
し
現
状
の
英
語
教
育
で
は
、
海
外
に
発
信
で

き
る
程
の
英
語
力
を
養
え
て
い
な
い
。
我
々
は
み
な
、
中
学
校
と

高
校
で
６
年
間
英
語
を
学
ぶ
。
そ
の
本
来
の
目
的
は
、
海
外
の

人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た
め
で
あ
り
、
大
学
受
験
に

合
格
す
る
た
め
で
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
実
際
に
外
国
人
を
前

に
す
る
と
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
国
民
が
大
半
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
６
年
間
も
英
語
を
勉
強
し
た
結
果
、
ス
チ

ュ
ワ
ー
デ
ス
に
「Beef or Chicken?

」
と
聞
か
れ
て
「I am

 

い
か
に
日
本
文
化
を
発
信
す
る
か

―
―　

遠
藤
氏
は
「
自
民
党
教
育
再
生
本
部
」
の
本
部
長
と
し
て
、

教
育
再
生
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
。
３
月
21
日
に
は
第
一
次
提
言
案

を
ま
と
め
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
を
大
学
入
試
の
必
須
条
件
と
す
る
提
言

を
盛
り
込
ん
だ
と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
。

遠
藤　

自
民
党
の
「
教
育
再
生
本
部
」
は
、
内
閣
の
「
教
育
再
生

実
行
会
議
」
と
共
に
、
安
倍
首
相
の
掲
げ
る
「
教
育
再
生
」
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
教
育
再
生
本
部
は
提
言
案
を
と
り
ま
と
め
て
い

る
が
、
ま
だ
正
式
に
公
表
し
て
い
な
い
段
階
で
、
提
言
案
の
一
部

の
内
容
だ
け
が
突
出
し
て
報
道
さ
れ
た
た
め
、
自
民
党
は
ど
う
い

う
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
と
眉
を
ひ
そ
め
た
方
も
少
な
く
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

　

我
々
が
ま
ず
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
育
」
か
ら
着
手

し
た
の
は
、
安
倍
首
相
の
強
い
要
望
を
受
け
て
の
こ
と
だ
。
特
に

政
府
や
企
業
が
そ
う
だ
が
、
日
本
は
他
国
と
競
争
し
、
勝
ち
残
ら

　

衆
議
院
議
員
・
自
民
党
教
育
再
生
実
行
本
部
長　

遠
藤
利
明

 
日
本
的
教
養
あ
っ
て
こ
そ
の
英
語
教
育
だ
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際
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
英
語
力
の
証
明
書
と
し
て

世
界
中
で
流
通
し
て
い
る
。
現
状
で
は
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
が
最
適
な
基

準
だ
。

　

そ
こ
で
我
々
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
を
大
学
受
験
や
大
学
卒
業
の
資

格
要
件
と
す
る
つ
も
り
だ
。
そ
し
て
各
大
学
は
求
め
る
学
生
の
レ

ベ
ル
に
応
じ
て
「
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
何
点
以
上
」
と
い
う
基
準
を
設
け

て
も
ら
う
。
大
切
な
の
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
で
一
定
の
リ
ス
ニ
ン

グ
・
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を

培
い
、
日
本
の
英
語
力
を
底
上
げ
す
る
こ
と
だ
。
大
学
入
学
後
や

就
職
後
は
、
各
人
の
必
要
に
応
じ
て
専
門
的
に
学
べ
ば
よ
い
。

　

た
だ
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
主
催
す
る
評
価
方
式
を

採
用
す
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ず
抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
も
事
実

だ
。
で
き
れ
ば
国
際
社
会
と
の
互
換
性
を
持
っ
た
評
価
方
式
を
開

発
し
た
い
。
し
か
し
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
忸

怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
を
突
破
口
と
し
て
改
革
を

進
め
て
い
き
た
い
。

英
語
は
日
本
的
情
緒
を
伝
え
る
手
段
だ

―
―　

大
学
受
験
時
に
あ
る
程
度
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
で
点
数
を
取
る
た

め
に
は
、
い
つ
か
ら
英
語
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
幼

稚
園
や
小
学
校
と
い
っ
た
早
期
か
ら
英
語
を
教
え
る
こ
と
に
は
、

母
語
を
曖
昧
に
す
る
と
い
う
懸
念
も
強
い
。

chicken!

」（
私
は
臆
病
者
で
す
！
）
と
答
え
、
恥
を
か
く
よ
う

で
は
堪
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
原
因
は
英
語
教
育
が
読
み
書
き
に
偏
重
し
て
お
り
、
会
話

が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
英
語
を
め

ぐ
っ
て
は
、
読
み
書
き
を
重
視
す
る
教
養
英
語
派
と
会
話
を
重
視

す
る
実
用
英
語
派
が
、
長
年
対
立
し
続
け
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
会
話
の
必
要
性
が
よ
り
強
く
求
め

ら
れ
て
い
る
今
日
、
会
話
の
比
重
を
ふ
や
し
て
両
者
の
バ
ラ
ン
ス

を
調
整
す
べ
き
だ
。
ど
う
せ
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、「
使
え
る
英
語
」

の
習
得
を
目
指
そ
う
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
我
々
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
国
際
社
会
に
通
じ
る
英

語
を
教
え
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は
授
業
時
間
を
増
減
す
る
よ
う

な
量
的
改
革
で
は
な
く
、
既
に
い
ま
行
わ
れ
て
い
る
英
語
の
授
業

内
容
を
改
善
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
質
的
改
革
と
な
る
。
国

語
を
削
っ
て
で
も
英
語
の
授
業
時
間
を
増
や
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
で
は
決
し
て
な
い
。

―
―　

報
道
で
は
「
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
導
入
」
と
い
っ
た
見
出
し
が
躍

っ
て
い
た
。

遠
藤　

英
語
教
育
の
目
的
は
、
明
治
以
来
の
訳
読
中
心
の
教
養
英

語
か
ら
、
国
際
社
会
に
通
じ
る
実
用
英
語
力
に
変
わ
っ
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
そ
の
目
的
地
も
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
、
例
え
ば
Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｆ
Ｌ
の
よ
う
な
試
験
に
変
わ
る
。
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
は
実
質
的
に
国
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日本的教養あってこその英語教育だ

て
、
た
い
へ
ん
驚
い
た
。

遠
藤　

そ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
が
刺
激
的
な
部
分
を
針
小
棒
大
に
報
道

し
た
だ
け
で
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。

私
は
日
本
に
生
れ
、
日
本
文
化
の
中
で
育
ち
、
日
本
語
で
考
え
る

日
本
人
だ
。
英
語
は
飽
く
ま
で
も
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
っ

て
伝
え
る
べ
き
も
の
は
日
本
的
情
緒
で
あ
る
べ
き
だ
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
緒
を
大
切
に
す
る
こ
と
、

そ
し
て
互
い
の
情
緒
を
尊
重
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

我
々
日
本
人
が
日
本
語
に
含
ま
れ
る
日
本
的
情
緒
を
愛
し
、
そ
れ

を
英
語
で
発
信
す
る
こ
と
が
世
界
に
と
っ
て
も
よ
い
こ
と
だ
。
国

際
的
で
あ
る
こ
と
と
無
国
籍
で
あ
る
こ
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

む
し
ろ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
め
ば
進
む
程
、「
我
々
日
本
人
と

は
何
者
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
よ
り
切
実
に
迫
っ
て
く
る
。
こ

遠
藤　

日
本
語
を
母
語
と
す
る
、
こ
れ
は
絶
対
だ
。
日
本
語
と
英

語
を
平
等
化
し
た
り
、
主
客
転
倒
し
た
り
し
て
、
母
語
を
曖
昧
に

す
る
よ
う
な
愚
は
犯
さ
な
い
。
日
本
人
が
英
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
、
先
ず
は
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め

の
道
具
と
し
て
英
語
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

現
時
点
で
は
英
語
教
育
の
開
始
段
階
に
つ
い
て
議
論
は
し
な
い
。

大
学
受
験
時
に
一
定
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
れ
ば
よ
い
た
め
、
そ

こ
に
至
る
教
育
課
程
は
一
律
に
定
め
る
の
で
は
な
く
、
個
々
人
の

適
正
に
合
わ
せ
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
６
・
３
・

３
・
４
制
と
い
っ
た
学
制
に
も
関
わ
る
た
め
、
複
合
的
に
考
え
て

い
く
。

―
―　

日
本
人
と
は
、
日
本
語
で
考
え
る
人
間
の
こ
と
だ
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
再
生
本
部
の
会
合
で
は
「
英
語
を
公
用

語
化
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
ま
で
出
た
と
い
う
報
道
を
目
に
し
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安
倍
首
相
の
要
望
に
基
づ
き
、
ま
ず
④
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し

た
教
育
─
─
か
ら
始
動
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
英
語
・
理
数
・
情

報
は
そ
の
一
環
だ
。
理
数
教
育
の
充
実
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
対

す
る
投
資
で
も
あ
り
、「
経
済
再
生
」
に
も
繋
が
る
。

　
「
超
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
」
の
創
設
や
、
小

学
校
に
お
け
る
理
数
専
任
教
師
の
配
置
と
い
っ
た
改
善
策
を
講
じ

て
い
く
。

―
―　

教
育
再
生
は
今
後
何
を
目
指
し
て
い
く
の
か
。

遠
藤　

我
々
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
が
21
世
紀
の

国
際
社
会
で
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
教
育

改
革
、
い
や
、
あ
る
意
味
で
は
教
育
革
命
な
の
だ
。
こ
れ
は
戦
後

教
育
そ
の
も
の
を
見
直
す
と
い
う
大
事
業
に
な
る
。

　

中
曽
根
内
閣
の
時
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
教
育
審
議
会
が
代
表
的

だ
が
、
こ
こ
30
年
近
く
、
政
治
は
ず
っ
と
６
・
３
・
３
・
４
制
や

飛
び
級
、
秋
期
入
学
生
や
英
語
教
育
な
ど
を
議
論
し
続
け
て
き
て

い
る
。
し
か
し
結
局
は
何
も
変
わ
ら
ず
、
時
間
だ
け
が
過
ぎ
た
。

教
育
に
は
百
人
百
様
の
考
え
方
が
あ
り
全
員
賛
成
が
有
り
得
な
い

中
で
、
政
治
家
は
決
断
を
下
し
て
物
事
を
動
か
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

我
々
は
安
倍
首
相
の
も
と
、
こ
こ
で
様
々
な
議
論
に
終
止
符
を

う
ち
、
21
世
紀
に
通
用
す
る
教
育
制
度
を
確
立
し
た
い
。　
　
　

　
（
聞
き
手
・
構
成　

杉
原
悠
人
）

の
問
題
に
も
取
り
組
む
た
め
に
、
教
育
再
生
本
部
で
は
近
々
、
松

野
博
一
議
員
を
中
心
に
「
伝
統
や
文
化
に
基
づ
い
た
日
本
人
と
し

て
の
教
養
を
高
め
る
教
育
分
科
会
」
を
発
足
さ
せ
る
。
日
本
的
教

養
を
養
う
古
典
や
歴
史
、
地
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
深
め

る
つ
も
り
だ
。

結
論
が
出
な
い
中
で
も
、
政
治
的
決
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い

―
―　
「
人
の
中
心
は
情
緒
で
あ
る
。
情
緒
に
は
民
族
の
違
い
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
色
調
の
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
春
の
野
に

さ
ま
ざ
ま
な
色
ど
り
の
草
花
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
天
才
数
学
者
・
岡
潔
の
言
葉
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
古
典
・
国

史
・
国
土
も
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
安
心
し
た
。

　

報
道
か
ら
は
、
教
育
再
生
本
部
は
英
語
・
理
数
・
情
報
を
「
三

本
の
矢
」
と
し
て
、
日
本
的
教
養
を
置
き
去
り
に
し
て
い
る
と
い

う
印
象
を
受
け
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報

道
に
惑
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

遠
藤　

議
論
の
内
容
が
部
分
的
に
報
道
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

貴
方
の
よ
う
に
困
惑
し
た
方
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

我
々
は
い
た
ず
ら
に
教
育
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
走
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
教
育
改
革
の
ほ
ん
の
一
部
分
だ
。

　

教
育
再
生
本
部
に
は
①
学
制
②
教
師
養
成
③
大
学
入
試
制
度
④

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
育
と
い
う
４
つ
の
部
会
が
あ
り
、


