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鈴木
な
ぜ
英
語
を
学
ぶ
の
か
と

い
う
聞
い
に
、
あ
る
調
査
で

は
「
文
佑
交
流
の
た
め
」
と

の
答
え
が
約
7
割
そ
し
め
た

そ
う
で
す
が
、
果
た
し
て
英

語
は
異
文
他
理
解
に
役
立
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
が

学
生
た
ち
に
ア
メ
リ
カ
に
つ

い
て
意
見
を
聞
く
と
、
よ
い

点
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ

る
の
に
、
悪
い
点
は
何
一
つ

あ
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
偏
り

が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
考
え

て
み
る
と
、
明
治
維
新
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

1
8
6
8年、

2
0
0余

年
の
鎖
国
を
解
い
た
日
本

は
、
干
数
百
年
に
わ
た
っ
て

受
け
入
れ
て
き
た
中
華
文
明

を
投
げ
捨
て
、
衣
食
住
か
ら

社
会
制
度
ま
で
一
気
に
西
欧

佑
に
走
り
ま
し
た
。
日
本

は
、
だ
れ
の
強
制
も
受
げ
ず

に
、
文
明
の
枠
組
み
の
変
更

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」
を
行

っ
た
、
希
有
な
固
な
の
で
す
。

国
を
あ
げ
て
英
語
教
育
に

の
り
だ
し
、
英
語
を
通
し
て

か
つ
て
私
は
、
ア
メ
リ
カ

留
学
か
ら
帰
国
す
る
と
き

に
、
弁
慶
の
七
つ
道
具
よ
ろ

し
く
、
最
新
の
録
音
機
や
タ

イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
持
ち
帰
っ

た
も
の
で
す
が
、
今
日
そ
れ

ら
は
秋
葉
原
に
あ
ふ
れ
、
欧

米
人
た
ち
は
競
っ
て
購
入
し

て
い
ま
す
。
日
本
は
欧
米
諸

国
の
生
徒
で
は
な
く
ラ
イ
バ

ル
と
な
り
、
外
国
の
文
明
を

受
け
入
れ
る
他
律
型
文
明
か

ら
、
自
律
型
文
明
を
持
つ
に

至
り
ま
し
た
。

こ
の
事
実
に
日
本
の
政
治

家
や
教
育
者
た
ち
は
い
ま
だ

に
気
づ
い
て
い
な
い
。
英
語

教
育
は
、
あ
た
か
も
不
良
債

権
を
引
き
ず
る
か
の
よ
う
に

明
治
以
来
の
ま
ま
で
す
。
国

際
舞
台
に
立
っ
た
今
、
日
本

は
世
界
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発

信
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

に
、
自
分
は
黒
衣
、
主
役
は

欧
米
、
と
思
っ
て
い
る
。
そ

リ
ー
ダ
ー
向
け
教
育
必
要

成
の
た
め
の
選
按
的
英
語
教

育
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
時
が

き
て
い
ま
す
。

同
時
に
英
語
教
耕
書
の
見

直
し
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ほ

ど
翻
訳
が
行
き
渡
り
あ
ふ
れ

で
い
る
の
に
、
一
般
学
生
が

英
米
文
学
を
学
ぶ
必
要
が
あ

る
の
か
。
ま
た
、
義
務
教
育

の
限
ら
れ
た
授
業
時
間
で
美

他
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
を
学
ぶ

こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る

の
か
。そ

れ
よ
り
も
教
判
明
書
で
は

日
本
を
取
り
上
げ
、
日
本
の

優
れ
た
文
佑
や
歴
史
を
世
界

に
紹
介
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

英
語
学
習
の
最
終
目
的
は
外

国
の
文
佑
を
取
り
入
れ
る
こ

と
で
は
な
く
、
中
・
高
・
大

学
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル

で
日
本
の
こ
と
を
英
語
佑
し

て
外
国
に
発
信
す
る
、
そ
の

手
段
と
し
て
学
ぶ
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
英
和
辞
典

に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
内
容

が
貧
弱
な
和
英
辞
典
の
見
直

し
も
課
題
で
す
。

い
ま
世
界
で
英
語
そ
公
用

語
、
準
公
用
語
と
し
て
い
る

国
は

1
9
1
カ
国
中
臼
カ

因
。
英
語
は
、
そ
れ
を
母
語

と
す
る
人
々
の
手
を
離
れ
、

国
際
管
理
下
に
置
か
れ
た
と

み
る
べ
き
で
す
。
欧
米
に
あ

こ
が
れ
た
り
、
英
米
人
が
い

る
か
ら
英
語
を
学
ぶ
の
で
は

な
く
、
世
界
に
人
が
い
る
か
一

ら
英
語
を
学
ぶ
の
だ
と
い
う

一

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
一

と

思

い

ま

す

。

一
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先
進
国
の
技
術
や
知
識
を
学

ぶ
こ
と
で
、
日
本
は
大
国
支

配
を
免
れ
、
国
力
を
伸
ば
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
第
2
次
大

戦
後
は
ア
メ
リ
カ
を
目
標
に

経
摘
発
展
に
突
き
進
み
、
い

ま
や
世
界
第
2
の
経
済
大
国

に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
の
で

す。

2001年(平成13年)4月18臼
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萩
谷
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界

で
英
語
が
必
要
だ
と
言
わ

れ
、
我
々
も
か
り
た
て
ら
れ

る
思
い
で
す
が
、
い
っ
た
い

ビ
ジ
ネ
ス
で
必
要
と
さ
れ
る

英
語
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
し
ょ
う
。

フ
イ
l
ル
ズ
日
本
人
は

少
し
意
識
過
剰
の
よ
う
に
思

い
ま
す
。
ス
イ
ス
の
あ
る
企

業
を
例
に
と
る
と
、
地
域
的

に
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
、
勤
め

る
幹
部
の
多
く
は
ド
イ
ツ

系
、
ち
社
内
で
使
わ
れ
る
の

は
英
語
で
す
。
彼
ら
に
と
っ

て
英
語
は
「
会
社
で
使
う
言

葉
」
く
ら
い
の
意
識
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

橋
爪
自
然
耕
学
の
分
野

で
は
、
学
生
も
研
賢
者
も
論

文
を
英
語
で
書
き
発
表
す
る

こ
と
が
、
す
で
に
あ
た
り
ま

え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で

も
、
大
事
な
の
は
中
身
で
あ

り
、
英
語
は
そ
れ
を
盛
る
器

に
す
ぎ
な
い
。

萩
谷
自
然
耕
学
に
は
実

証
的
な
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
、

と
い
う
橋
爪
先
生
の
お
話
で

す
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
も
サ
ー

ビ
ス
業
の
分
野
な
ど
で
は
抽

象
的
な
ア
イ
デ
ア
を
世
界
に

売
り
込
む
時
代
に
な
っ
て
い

て
、
そ
れ
に
日
本
人
の
英
語

が
つ
い
で
い
け
な
い
、
と
い

う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

鈴
木
こ
れ
ま
で
世
界
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ

が
、
い
ま
や
経
済
や
倫
理
の

面
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
と

の
こ
と
が
、
国
際
社
会
で
日

本
の
存
在
を
危
う
く
し
て
い

る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
す
。

私
は
、
ま
ず
、
世
界
に
向

け
て
発
言
で
き
る
リ
ー
ダ
ー

を
育
て
る
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
ま
す
。
メ
ジ
ャ
ー
で
活

躍
す
る
野
球
選
手
が
育
っ
て

い
る
よ
う
に
、
リ
ー
ダ
ー
育

橋
爪

い
う
こ
と
を
見
極
め
る
べ
き

で
す
。
世
界
中
が
ひ
と
つ
な

が
り
に
な
る
こ
れ
か
ら
の
時

代
、
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
の
車

内
で
け
ん
か
ひ
と
つ
起
こ
さ

な
い
生
き
方
を
体
得
し
て
い

る
日
本
人
は
、
人
類
社
会
の

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
ビ
ジ
ネ
ス
の

世
界
で
も
「
護
送
船
団
方

貫
」
な
ど
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

誇
っ
て
い
い
。
ま
ず
、
範
を

垂
れ
る
立
場
に
あ
る
ん
だ
と

い
う
自
信
と
自
覚
が
必
要
で

し
ょ
う
。

鳥
飼
私
が
教
え
る
ク
ラ

ス
で
印
象
的
な
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
か
な
り
英
語
力
の

あ
る
学
生
た
ち
が
討
論
す
る

と
い
う
授
業
に
ア
メ
リ
カ
の

女
子
学
生
が
飛
び
入
り
し
た

と
こ
ろ
、
泊
分
も
し
な
い
う

ち
に
彼
女
1
人
の
独
壇
場
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

あ
と
で
学
生
た
ち
は
「
自
分

た
ち
に
足
り
な
い
の
は
、
知

識
で
も
英
語
力
で
も
な
い
。

議
論
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

お
客
さ
ま
の
前
で
あ
ま
り
し

ゃ
べ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
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う
教
育
を
受
け
て
き
た
か
ら

で
は
な
い
か
」
な
ど
と
分
析

し
て
い
ま
し
た
。
日
本
訪
ビ

ジ
ネ
ス
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
ど
う
世
界
に
説
明
し

て
い
く
か
、
言
語
以
前
の
問

題
を
感
じ
ま
す
。

鈴
木
英
語
は
2
つ
に
分

鳥
飼
氏
基
礎
学
力
の
充
実
か
ら

日
本
語
に
も
相
乗
効
果
橋
爪
氏

九州ぬ
守

「
O
O留
学
」
し
と
い
て
よ
か
っ
た
、
ワ
ン
!

げ
て
考
え
る
べ
き
で
す
。

1

つ
は
、
母
語
と
す
る
英
米
人

の
私
有
尉
産
で
あ
る
英
語
、

も
う
1
つ
は
世
界
の
人
す
べ

て
の
共
有
酎
産
と
し
て
の

「
国
際
英
語
」
。
少
々
意
思

疎
通
が
不
自
由
で
も
当
然
、

損
は
痛
み
分
甘
し
ま
し
ょ

う
、
と
い
う
の
が
国
際
英
語

だ
と
意
識
す
れ
ば
、
壁
は
低

く
な
り
オ
ド
オ
ド
し
な
く
な

り
ま
す
。
国
際
英
語
は
、
英

語
を
材
料
に
し
て
作
っ
た
別

な
言
語
で
あ
り
、
だ
れ
も
が

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
な

の
で
す
か
ら
。

イ
「
国
際
英
語
は
完
ぺ

き
で
な
く
て
い
い
」
と
い
う

意
見
に
同
感
で
す
。
日
本
で

は
西
洋
人
が
日
本
語
を
話
す

と
歓
迎
式
」
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
人
が
ピ

ジ
ネ
ス
や
日
常
生
活
の
中
で

日
本
語
を
上
手
に
話
せ
な
か

っ
た
と
き
に
、
寛
容
な
気
持

ち
に
な
れ
る
か
ど
う
か
、
そ

の
あ
た
り
の
反
省
も
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

萩
谷
「
国
際
社
会
で
日

本
が
役
割
を
果
た
す
た
め
、

英
語
ぞ
第
2
公
用
語
に
」
と

い
う
提
言
に
は
、
賛
否
両
論

あ
る
よ
う
で
す
。

鳥
間
英
語
が
国
際
的
な

共
通
語
に
な
っ
て
い
る
事
実

は
ま
ず
認
め
る
べ
き
で
し
ょ

う。
た
だ
、
母
語
で
な
い
言
語

を
公
用
語
に
す
る
の
は
、
そ

の
園
が
多
言
語
で
共
通
語
を

必
要
と
し
て
い
る
場
合
か
、

あ
る
い
は
植
民
地
佑
さ
れ
た

場
合
で
す
。
そ
の
ど
ち
ら
で

も
な
い
日
本
が
自
ら
進
ん
で

母
語
で
な
い
英
語
を
公
用
語

に
と
い
う
の
は
、
単
に
国
際

語
と
し
て
の
英
語
が
便
利

だ
か
ら
と
い
う
発
想
な
の
で

し
ょ
う
。
現
実
的
で
は
な

そ
も
そ
も
、
-
国
民
す
べ
て

に
高
い
英
語
力
が
必
要
な
の

か
ど
う
か
。
ま
ず
ど
う
し
て

も
必
要
と
す
る
層
に
対
し
て

は
、
読
み
書
き
を
合
む
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
徹

底
的
に
鍛
え
る
。
そ
う
で
な

い
人
に
は
高
校
卒
業
ま
で
に

中
学
レ
ベ
ル
の
英
語
の
完
全

習
得
を
目
指
す
。
そ
ん
な
ふ

う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

フ
ィ
l
ル
ズ

言
葉
に
優

先
順
位
を
つ
け
る
の
は
お
か

し
い
と
思
い
ま
す
。
英
語
国

で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
叩
万
人
以
上
が
日
本
語
を

勉
強
し
、
こ
れ
は
韓
国
で
の

約
1
0
0万
人
と
い
う
日
本

語
学
習
熱
に
次
ぐ
勢
い
な

の
で
す
が
、
だ
れ
も
日
本

語
を
第

2
公
用
語
に
な
ど

と
言
い
ま
せ
ん
。
「
英
語
は

-

ビ
ジ
ネ
ス
で
の
優
先
言
語
」

と
限
定
し
て
は
ど
う
で
し
ょ

う。
橋
爪
言
葉
を
1
つ
学
ぶ

と
、
人
格
が
1
つ
増
え
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
英
語
で

考
え
て
い
る
と
き
と
日
本
語

で
考
え
て
い
る
と
を
は
、
少

し
違
っ
た
私
な
ん
で
す
ね
。

外
国
語
を
習
う
と
い
う
こ
と

は
自
分
の
言
葉
を
捨
て
る
こ

と
で
は
な
い
。
日
本
語
も
英

語
も
両
方
鍛
え
ら
れ
る
、
そ

う
い
う
相
乗
効
果
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

イ

私
は
常
々
、
言
語
的

不
平
等
は
な
る
べ
く
解
消
さ

れ
る
ほ
う
が
い
い
と
考
え
て

い
る
の
で
、
日
本
に
お
け
る

第
2
公
用
語
論
に
は
あ
ま
り

賛
成
で
き
ま
せ
ん
J

英
語
を

母
語
と
し
な
い
外
国
人
が

「
日
本
語
」
と
「
日
本
の
英

語
」
と
い
う

2
つ
の
壁
に
固

ま
れ
て
排
除
さ
れ
る
危
険
性

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
英
語

は
ア
メ
リ
カ
の
政
治
力
、
軍

事
力
と
並
行
し
て
広
が
っ
て

き
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時

に
言
語
的
不
平
等
も
助
長
さ

れ
た
。
「
日
本
の
英
語
」
が

そ
う
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と

思
い
ま
す
。

鈴
木
私
は
日
本
の
社
会

に
英
語
が
は
び
こ
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
が
、
心
配
な
の
は
、
英
語

公
用
語
論
そ
受
け
て
、
文
部

副
科
学
省
が
小
学
校
か
ら
英
語

学
習
を
取
り
入
れ
、
国
語
の

時
聞
を
減
ら
す
こ
と
で
す
。

親
子
や
近
所
の
人
た
ち
と
の

会
話
も
な
い
人
聞
が
、
英
語

に
な
る
と
急
に
と
う
と
う
と

話
せ
る
な
ん
で
あ
り
得
な
い

こ
と
で
す
か
ら
。
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母
語
で
は
な
い
英
語
を
、

わ
ざ
わ
ざ
第
2
公
用
語
に
し

よ
う
と
い
う
議
論
が
出
て
い

る
点
や
、
英
語
教
育
の
過
熱

イ・ヨンスク氏

ぶ
り
な
ど
、
日
本
と
韓
国
は

非
常
に
似
て
い
ま
す
。

英
語
が
こ
れ
ほ
ど
力
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
英

ビ
ジ
ネ
ス
英
語
、
受
験
英

語
、
生
き
た
英
語
:
:
:
な
ど

日
本
人
は
レ
ッ
テ
ル
を
張
る

の
が
好
き
で
す
が
、
こ
と
ば

12片反 N

鳥

飼

氏

語り塵事を

盆手栗か?
要。思タ
i陸ま 謡ル
ばたなに
か、言と
り と語ら
がか観え
叫く をな
ば英 感い

15 

「
日
本
人
に
と
っ
て
英
語
と
は
」

|

|
英
語
論
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
(
主
催
・
大
修
墾
窟
、
朝
日
新
聞
社
)
が
、

4
月
1
日
、
東
京
有
楽

町
の
朝
日
ホ
l
ル
で
聞
か
れ
た
。
英
語
を
第
2
の
公
用
語
に
、
と
い
う

「幻
世
紀

日
本
の
構
想
」
懇
談
会
(
河
合
隼
雄
座
長
)
の
提
言
を
き
っ
か
け
に
盛
り
上
が
る

日
本
の
英
語
論
に

一
石
を
投
じ
た
。
基
調
講
演
で
は
、
鈴
木
孝
夫
民
が
「
明
治
以

来
の
英
語
教
育
の
見
直
し
を
」
「
日
本
の
国
際
的
存
在
感
が
危
う
い
今
、
リ
ー
ダ

ー
の
た
め
の
英
語
が
必
要
」
と
刺
激
的
な
見
解
で
口
火
を
切
っ
た
。
続
く
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
は
、
パ
ネ
リ
ス
ト
各
民
が
「
第
2
公
用
語
」

「
国
際
語
」
と
し
て
の
英

語
へ
の
期
待
や
課
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
て
議
論
が
白

熱、

5
時
間
以
上
に
お
よ
ぶ
討
議
に
、
教
育
関
孫
者
な
ど
約
6
0
0人
の
参
加
者

は
熱
心
に
耳
を
傾
け
た
。
(
構
成
・
フ
リ
1
ラ
イ
タ
ー
吉
原
佐
紀
子
、
江
口
信

予
、
安
宅
左
知
子
/
撮
影
・
御
堂
義
棄
)

を
感
じ
ま
す
。
力
の
あ
る
者

が
独
占
し
て
い
た
情
報
に
、

だ
れ
も
が
簡
単
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

で
、
世
界
の
地
図
が
変
わ
る

こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
意

味
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
新

し
い
言
一
語
だ
と
思
い
ま
す
。

イ

韓
国
で
は
急
速
に
コ

は
、
よ
く
日
本
や
ア
ジ
ア
の

人
は
読
む
能
力
は
あ
る
が
話

ぜ
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

私
は
よ
く
読
め
る
学
生
は
ご

く
一
部
だ
と
感
じ
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る

に
は
文
字
言
語
と
し
て
の
英

語
教
育
に
力
を
入
れ
る
べ
き

で
す
。

萩

谷

「
I
T
(情
報
技

術
)
」
は
新
し
い
現
象
で
す

が
、
英
語
教
育
に
お
い
て
期

待
が
持
て
ま
す
か
。

橋
爪
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
音
声
認
識
に
可
能
性
を
感

り
ま
す
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人

か
ら
習
う
の
と
同
じ
レ
ペ
ル

の
学
習
が
安
価
に
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

鳥
飼
た
だ
、
ど
ん
な
に

情
報
技
術
が
進
ん
で
も
対
面

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重

要
性
は
な
く
な
ら
な
い
は

ず
。
む
し
ろ
、
人
と
人
と
が

異
文
他
へ
の
理
解
を
深
め
合

う
必
要
が
高
ま
る
と
思
い
ま

す。フ
f
!
ル
ズ
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
は
単
な
る
情
報
技

術
の
革
新
を
超
え
た
革
命
性

.パネリスト

鈴木孝夫
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鳥飼玖美子
立教大学教授

(英語教育、通訳・翻訳論〕

イ・ヨンスク
ー橋大学教授(社会言語学)

橋爪大三郎
東京工業大学教授(理論社会学、宗教

社会学、現代アジア研究〉
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萩谷順朝日新聞編集委員

対
す
る
意
見
を
在
米
の
友
人

に
求
め
た
り
と
い
う
使
い
方

を
し
て
い
ま
す
ね
。

表
で
引
き
出
し
た
。
そ
れ
が

成
功
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
ア

ジ
ア
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
る

経
酒
発
展
を
な
し
得
た
の
で

し
ょ
う
。

で
は
、
今
の
日
本
に
必
要

な
英
語
教
育
は
何
か
。
大
衆

教
育
と
な
っ
た
全
国
6
0
0

以
上
も
の
大
学
で
戦
前
と

萩
谷
日
本
の
英
語
教
育

に
必
要
な
こ
と
は
何
で
し
ょ

う
9
・

フ
ィ
l

ル
ズ
氏
文
化
の
違
い
知
っ

必
要
度
、
修
得
に
影
響
イ
ヨ
ン
ク

ン
ビ
ュ

1
タ
1
が
普
及
し
、

街
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
だ

け
の
ネ
ッ
ト
パ
ー
が
多
数
あ

り
ま
す
が
、
そ
こ
で
本
当
に

役
立
つ
情
報
を
得
て
い
る
か

は
疑
問
で
す
。

英
語
教
育
と
の
関
連
で

萩
谷

I
T
の
使
い
方
に

つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
は
?

鳥
飼
す
で
に
学
生
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
の
討
論

の
内
容
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

入
手
し
た
り
、
日
米
関
係
に

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ィ
l
ル
ズ
氏

「戦力」視する

動き気になる
語
を
話
す
集
団
が
世
界
で
絶

大
な
力
を
も
っ
て
お
り
、
英

語
疫
学
ぶ
こ
と
で
人
々
が
社

会
的
に
有
利
な
地
位
に
立
て

る
か
ら
で
す
。
人
々
の
欲
望

を
か
き
た
て
富
を
生
み
出
す

英
語
産
業
の
存
在
も
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
背
景
を
意
識

せ
ず
に
英
語
を
学
ぶ
と
、
大

切
な
こ
と
を
見
失
う
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
ば

と
い
う
も
っ
と
も
人
間
的
な

営
み
が
、
や
す
や
す
と
市
場

競
争
の
荒
波
に
も
ま
れ
て
よ

い
の
か
、
と
と
ば
を
戦
力
と

し
て
学
ぼ
う
と
す
る
時
代
の

流
れ
も
気
に
な
り
ま
す
。
言

葉
は
戦
う
道
具
で
は
な
く
、

共
存
す
る
た
め
に
あ
る
と
い

う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

主張・交渉の

重み見直して
れ
、
世
界
の
流
れ
と
な
っ
て

い
る
多
文
佑
主
義
、
多
言
語

主
義
へ
の
関
心
が
薄
い
の
も

残
念
。
国
際
語
と
し
て
の
英

語
、
と
い
う
大
き
な
枠
組
み

の
な
か
で
論
議
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日

本
人
が
世
界
の
な
か
で
生
き

て
い
く
に
は
、
言
葉
を
駆
使

し
て
説
明
し
た
り
主
張
し
た

り
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
見

直
し
、
異
文
佑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
学
ば
な
い
限

り
、
い
く
F
h

英
語
薪
学
ん
で

も
意
味
を
な
さ
な
い
で
し
ょ

う
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
で
も
、

政
治
の
場
で
も
、
話
す
と
い

う
こ
と
に
ど
れ
だ
け
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
か
け
ら
れ
る
か
、
問

わ
れ
て
い
ま
す
。

て

鈴
木
戦
前
の
英
語
教
育

が
読
解
に
徹
し
た
の
は
欠
点

で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
と

世
界
の
関
係
か
ら
見
て
も
っ

と
も
合

E
的
な
戦
略
で
し

た
。
英
語
と
い
う
暗
号
替
の

中
の
宝
を
辞
書
と
い
う
乱
数

同
じ
語
学
教
育
を
す
る
の

は
無
理
が
あ
る
。
国
際
舞

台
で
活
躍
す
る
人
材
を
育
成

し
た
い
な
ら
、
少
数
の
エ
リ

ー
ト
に
徹
底
し
た
教
育
宇
佐
行

う
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で

す。
鳥
間
た
だ
、
中
学
レ
ベ

ル
の
英
語
は
で
き
た
方
が
便

利
さ
、
楽
し
さ
が
違
い
ま

す。
イ

大
衆
佑
に
は
問
題
が

あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
人
に

門
戸
を
開
放
す
る
利
点
は
失

い
た
く
な
い
。
叩
歳
に
な
る

私
の
母
は
専
業
主
婦
で
大
変

な
ス
ー
パ
ー
ウ
ー
マ
ン
で
す

が
、
学
歴
が
な
い
こ
と
に
苦

私
は
工
業
大
学
で
教
え
て

い
ま
す
が
、
私
の
学
生
の
半

分
は
留
学
生
で
す
し
、
自
然

判
明
学
の
論
文
は
英
語
で
書
く

言語巡る政策

大きな課題だ

橋

爪

氏

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
国
際
社
会
で
あ
る
大

学
で
は
、
得
意
不
得
意
に
か

か
わ
ら
ず
日
々
英
語
を
使
わ

私
は
戦
前
の
日
本
で
生
ま

れ
、
家
の
中
で
は
英
語
、
外

で
は
日
本
語
を
話
す
と
い
う

環
境
で
育
ち
ま
し
た
。
そ
の

萩
谷
順
編
集
委
員

し
み
続
け
て
き
ま
し
た
。
教

育
を
受
け
る
こ
と
が
当
た
り

前
で
は
な
か
っ
た
女
性
の
悲

し
み
を
知
る
者
と
し
て
、
エ

リ
ー
ト
教
育
に
は
疑
問
を
感

じ
ま
す
。

ま
た
、
い
ま
韓
国
で
は
多

く
の
高
校
生
が
日
本
に
あ
こ

が
れ
て
日
本
語
を
学
ん
で
い

ま
す
。
彼
ら
が
、
過
去
の
ね

じ
れ
た
日
本
と
韓
国
の
関
係

を
変
え
て
く
れ
る
可
能
性
を

感
じ
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
日

本
人
と
他
の
外
国
と
の
関
係

去
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う

ヵ。
萩
益
確
か
に
少
数
の
リ

ー
ダ
ー
に
は
高
度
な
英
語
が

必
要
だ
が
、
一
方
で
街
で
出

会
っ
た
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
英

語
需
要
も
あ
る
。

橋
爪
両
方
な
く
て
は
い

け
な
い
し
、
両
立
す
る
は

ず
。
両
方
を
混
同
す
る
の
が

問
題
で
す
。

フ
ィ
l
ル
ズ
外
国
人
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
も

は
や
英
語
が
公
用
語
と
い
う

の
が
実
態
で
す
。
-

英
語
は
世
界
共
通
語
と
し

て
の
地
位
を
ま
す
ま
す
確
立

し
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
新

た
な
対
立
も
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
英
語
を
母
国
語
と
す
る

国
々
、
英
語
を
公
用
語
と
す

る
国
々
、
英
語
を
外
国
語
と

ポ
イ
ン
ト
は
文
伯
、
感
覚
の

違
い
を
知
る
こ
と
で
す
。
外

交
の
場
面
で
は
、
政
治
家
は

自
国
の
言
葉
で
話
す
の
が
基

本
で
す
か
ら
、
英
語
力
以
前

の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
勝
負
。
日

本
は
コ
ン
テ
ン
ツ
で
負
け
て

い
る
。
文
佑
・
芸
術
の
分
野

で
も
発
信
が
少
な
い
で
す

ね。
萩

谷

コ
ン
テ
ン
ツ
と
い

う
の
は
日
本
の
教
育
の
あ
り

方
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す

ね。
橋
爪
私
は
高
等
学
校
学

力
検
定
試
験
と
い
う
も
の
を

実
施
し
、
そ
れ
を
高
校
の
卒

業
資
格
に
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
個
々

人
の
力
に
合
わ
せ
た
教
育
が

可
能
に
な
る
。

鳥
飼
日
本
人
の
教
師
が

日
本
人
の
生
徒
に
国
際
語
と

し
て
の
英
語
を
教
え
る
に

は
、
ど
ん
な
方
法
が
畳
善
か

を
考
え
や
必
要
が
あ
る
。
体

系
的
に
文
字
や
文
法
か
ら
入

る
と
い
う
方
漬
か
、
日
本
人

に
合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
し
。

フ
ィ
l
ル
ズ
目
的
に
よ

っ
て
違
う
で
し
ょ
う
。
高
度

な
語
学
力
に
は
文
法
が
必
要

だ
が
、
日
常
会
話
な
ら
耳
か

ら
覚
え
る
の
が
手
っ
取
り
早

い
と
い
う
よ
う
に
。

橋
爪
言
葉
を
使
』
つ
チ
ャ

ン
ス
が
な
い
と
勉
強
の
意
欲

を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し

い
。
そ
れ
を
ど
う
ア
ク
テ
ィ

ブ
に
教
室
で
実
視
す
る
か
が

課
題
で
し
ょ
う
。

イ
海
外
か
ら
の
留
学
生

た
ち
を
見
て
も
、
欧
米
か
ら

来
た
人
よ
り
ア
ジ
ア
か
ら

来
た
人
の
方
が
日
本
語
の
修

得
が
速
い
。
そ
れ
は
能
力

の
問
題
で
は
な
く
必
要
性

が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
‘

す
る
国
々
。
日
本
は
英
語
と

も
っ
と
も
速
い
言
語
を
母
国

語
と
す
る
国
で
あ
り
、
日
本

語
は
国
際
的
に
は
孤
立
し
た

言
語
で
す
。
こ
う
し
た
条
件

の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
言

語
政
策
を
と
る
べ
き
か
、
文

他、

教
育
、
経
済
、
政
治
な

ど
に
ま
た
が
る
大
き
な
課
題

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

言葉の導入は

文化を広げる
ど
と
い
う
、
私
の
子
ど
も
時
く
似
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

代
に
は
な
か
っ
た
外
来
語
そ
で
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
新
し
い

吸
収
し
て
自
分
の
も
の
に
し
言
葉
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

て
い
た
の
で
す
。
ひ
と
つ
の
言
葉
を
取
り
入

「和
魂
洋
才
」と
言
い
ま
す
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の

が
、
日
本
は
基
本
的
な
価
値
言
葉
を
追
放
す
る
こ
と
で
は

観
を
変
え
ず
に
、
外
来
の
文
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
言
語
世

他
や
概
念
を
取
り
入
れ
る
の
界
が
も
っ
て
い
る
文
他
を
広

に
非
常
に
た
げ
て
い
る
。
そ
げ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
英

の
点
で
は
、
ア
メ
リ
カ
も
よ
語
論
で
す
。

フ
ィ
l

ルズ氏

後
初
年
間
臼
本
を
離
れ
、
戻

っ
て
き
て
み
る
と
、
日
本
語

は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー」

な


