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文部省の「英語指導改善懇談会」座長・中嶋嶺雄東京外国語大学長

小
学
校
か
ら
英
語
教
育

会
話
重
視 、

引世
紀は国際化、間

報

化が飛蹴的に

進
む
社

会

と

な

り、教育現m切

で

も
そ れに対応した

学

習

が

必
裂

と

な

っ

てく

る

。

世界

の

人々

と

交流
し
、

間

報
を

料る
た
め
に

も

「

一汀禁

」

、

と

りわ
け

共

通

的
伝言

語

で
ある

英

語を

学

ぶ
こ
と

が
欠かせ

な

い。

先ごろ

、

幻世
紀
日本

の

機想懇
談

会

が
「

英

語 を

I fき日 米 室指: 
左毛 昇

大黒学学長

導
誌 プi

9 恐
H 談

田 嶋長
隆嶺
一雄

氏

大
学
入
試
も
論
議

第
二
公
川
諸に
」

と

述
べ

て

注
目
さ
れ

、文
部
大
臣

の
私

的

訪
問
機
関
「英

語

指
導
力
法
等
改
耗の
推

進

に
関
す

る

懇談

会

」
は 、
小
学

校一
年
生
か
ら
の英

語

教

育

ーー

を提
言
す

る

方
向
だ 。

そこ

で

、
同懇

談

会

の
座
長

で
ある

中
嶋
術
雄・
点
京
外

国
語

大
学

学

長に 、
何
が

論
議
さ
れ

て

い

る

の

か

聞
い

た

。
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知的国際貢献にも英語が必要

｜｜
文
部
大
臣
の

私

的

諮
問
機
関

で
ある

「英

語

指
導
方
法
等

改
普

の
批

進

に
附
す

る

懇談

会

」

が

近
く

、

「

中
間
の

ま

と

め

」

を出
す

と

聞
い

て

お
り
ま
す 。

それに
は

、小
学

一
年
生

か

ら英

語

教

育

を行
う
こ

と

が

有
効

ーー

と

い
う
提

言

が

織
り
込
ま
れ

る
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と
の
新
聞
報
道
が
あ
り
ま
し
た 。
先
生
は
懇
談
会
の
座
長
と
し
て

二
十二
人
の
立
見
を
集
約
す
る
お
立
場
で
す
の
で 、
今
後
の
英
語

教
育
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か 。
そ
れ

か
ら 、
小
測
前
行
相
の
私
的
懇
談
会
で
あ
る
「
幻
世
紀
U
本
の
構

惣
懇
談
会」
が 、
将
米
は
茶
話
を
口
本
訴
に
次
ぐ
第
二
公
用
説
に

す
べ
き
だ
と
い
う
従Jけ
も
あ
り
ま
す 。
や
は
り 、
同
際
化 、
制
報

化
の
中
で 、
附 一
問介
の
共
通
話
的
な一 zH
初
で
あ
る
災
誌
の
数
百
は
呪

嵯
と
の
認
識
がいけ川
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す 。

中
嶋

私
ど
も
の
恕
談
会
は 、
「
…火
部
指
導
刀
法
等
改
苦」
を

‘『う
た
っ
て
い
る
通
り 、
英
語
の
教古川
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
l

マ
で 、
そ
れ
は 、
私
自
身

も
焔
感
し
て
お
り
ま
す 。
日
本
が
こ
れ
か
ら
の
れ
世
紀
に
何
を
す

べ
き
か

｜｜特
に
尚
等
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
者
か
ら
す
る
と 、

一
番
最
安
な
の
は
同
際
口
献
だ
と
思
う
の
で
す 。
同
際
貿
献
に
は

安
全
保
附
の
分
野
も
あ
り
ま
す
し 、
O
D
A
（
政
府
開
発
援
助）

な
ど
の
経
済
援
助
も
あ
り
ま
す
が 、
一
番
前一
裂
な
の
は
知
的
な
同

際
円以
献
で
す 。
そ
う
い
う
視
点
で
与
え
て
み
る
と 、
凶
際
口
献
す

る
に
は 、
ッ
l

ル
と
し
て
の
J
語 、
特
に
外
同
語 、
な
か
ん
ず
く
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英
語
の
運
用
能
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば、
と
て
も
国
際
貢
献
は

で
き
な
い
と
い
う
考
え
が一
つ
の
流
れ
と
し
て
あ
り
ま
す。

も
う一
つ
の
流
れ
は、
今
ま
で
の
英
語
教
育
の
あ
り
方
が、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
リ
l
デ
ィ
ン
グ
を
中
心
と
す
る
「
読
解」
で、

そ
れ
を
全
面
否
定
す
る
わ
げ
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も、
中
学
校

か
ら
大
学
ま
で
英
語
を
勉
強
し
て
い
て
も、
外
国
人
と
出
会
う
と

言
葉
が
出
て
こ
な
い。
そ
の
よ
う
な
英
語
教
育
で
い
い
の
か、
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す。
で
す
か
ら、
も
っ
と
実
践
的
な
英
語
教

育
に
し
な
げ
れ
ば
い
け
な
い。
こ
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
を
考
え

る
と、
い
ず
れ
も
早
く一
つ
の
方
向
を
打
ち
出
し
て
改
善
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら、
中
曽
根
文
部
大
臣
ご
自
身、

時
聞
が
許
す
限
り
毎
回
の
よ
う
に
出
席
さ
れ
て
い
て、
文
部
省
と

し
て
も
非
常
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す。
こ
の
懇
談
会
が
初

等
中
等
教
育
局
所
管
で
で
き
た
と
い
う
こ
と
は、
小
学
校、
中
学

校
あ
た
り
か
ら
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
考
え
直
し
て
み
た
い
と
い

う
文
部
省
の
意
向
も
あ
り
ま
す。

我
々
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
英
語
教
育
の
改
善」
と、
い
わ
ゆ

る
小
測
懇
談
会
が
出
し
た
「
英
語
を
第
二
公
用
語
に
す
る
か
ど
う

か」
と
い》フこ
と
と
は一
応、
切
り
離
し
て
考
え
な
い
と
問
題
が

混
乱
し
ま
す。
英
語
第
二
公
用
語
化
論
に
つ
い
て
は、
私
な
り
の

意
見
も
持
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も、
公
用
語
と
い
う
の
は、
多

民
族、
多－
言
語
社
会
に
お
い
て
ど
れ
を
指
定
の
公
的
言
語
に
す
る

か、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す。
日
本
は一
元
的
な
言
語
環
境
に
あ

り
ま
す
の
で、
英
語
を
公
用
語
に
す
る
と
い
う
こ
と
自
体、
定
義

の
仕
方
に
も
問
題
が
あ
る
の
で、
慎
重
に
論
じ
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す。
げ
れ
ど
も、
私
自
身
は、
と
に
か
く
日
本
人
は
も
っ
と
発

信
す
る
能
力、
外
国
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
持
た

な
く
て
は
い
け
な
い
し、
そ
の
た
め
に
は
共
通
語
と
し
て
の
英
語

は
非
常
に
大
事
だ
と
い
う
立
場
で
す。

つ
い
で
に
お
話
し
し
ま
す
と、
懇
談
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

の
専
門
家
が
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で、
毎
回
議
論
が
沸
騰
し
ま
す。

や
は
り、
ど
れ
が
正
し
い
と
す
ぐ
に
言
え
な
い
問
題
も
あ
り
ま
す

し、
皆
さ
ん
が
自
分
の
価
値
観
を
持っ
て
い
ま
ず
か
ら、
甲
論
乙

駁、
あ
る
意
味
で
は
百
年
議
論
し
て
も、
し
つ
く
せ
な
い
よ
う
な

問
題
を
含
む
ん
で
す
ね。
け
れ
ど
も、
幻
世
紀
は
す
ぐ
自
の
前
に

来
て
い
ま
す
の
で、
み
ん
な
が
異
議
な
い
と
い
う
こ
と
は、
す
ぐ

政
策
化
す
る
方
向
で
提
言
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
て、
間
も

な
く
中
間
ま
と
め
が
出
る
段
階
で
す。
そ
の
後、
各
界
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
し
ま
し
て、
こ
の
秋
に
は
報
告
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す。
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小
学
校
で
ユ
ニ
ー
ク
な
英
語
教
育

｜｜ニ
O
O
二
年
度
か
ら
改
訂
さ
れ
る
新
し
い
学
習
指
導
要
領

、

、



に
よ
っ
て、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間」

が
設
け
ら
れ
ま
す。
今
年
か
ら
小
中
学
校
で
は
移
行
措
置
と
し
て

総
合
学
習
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
し
て、
こ
の
時
間
を
英
語
教
育
に

充
て
る
小
学
校
も
あ
る
よ
う
で
す。

中
嶋

新
学
習
指
導
要
領
に
英
語
教
育
を
ど
う
対
応
さ
せ
る
か

は、
具
体
的
な
施
策
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す。
た
だ、
新
聞
が

「
小
学
校一
年
生
か
ら
の
英
語
教
育
を
提
言」
と
い
う
脅
き
方
を

し
て
ま
し
た
け
れ
ど
も、
総
合
学
習
の
時
間
は
制
度
的
に
は
三
年

生
か
ら
な
ん
で
す。
一
方、
現
に、
国
際
理
解
教
育
と
し
て
の
英

語
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多い
で
す
し、
私
立
の
小
学
校

な
ど
で
は
英
語
教
育
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
て、
効
果
が
上
が
っ
て

い
ま
す。

私
の
郷
里
（
長
野
県
松
本
市）
に
近
い
波
田
町
立
波
田
小
学
校

で、
「
松
風
プ
ラ
ン」
と
呼
ぶ
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し

て
い
ま
し
て、
そ
の
中
に
ユ
ニ
ー
ク
な
国
際
理
解
教
育
が
組
み
込

ま
れ
て
い
ま
す。
そ
の
こ
と
が
地
元
の
「
市
民
タ
イ
ム
ス』
と
い

う
新
聞
に
「
生
き
た
英
語、
伸
び
伸
び
と」
と
い
う
記
事
で
紹
介

さ
れ
ま
し
て、
懇
談
会
の
皆
さ
ん
や
文
部
省
の
関
係
者
に
コ
ピ
ー

を
配
り
ま
し
た。
こ
れ
は、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
の
講
師
が
子

供
た
ち
と、
先
住
民・
マ
オ
リ
族
の
遊
び
を
し
な
が
ら
英
語
に
親

し
む
と
い
っ
た
よ
う
に、
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
ケ
l
ス
で

す。
そ
う
い
う
成
功
例
も、
大
い
に
参
考
に
し
て
み
よ
う
と
い
う

こ
と
で
す。

そ
れ
か
ら、
私
自
身、
松
本
で
才
能
教
育
の
鈴
木
鋲一
先
生

（
二
年
前
に
九
十
九
歳
で
死
去）
が
昭
和
二
十一
年
に
創
設
さ
れ

た
松
本
音
楽
院
第一
期
生
な
ん
で
す。
鈴
木
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て、

世
界
で
実
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
音
楽
を
始
め
る
の
に
は
早
け

れ
ば
早
い
ほ
ど
い
い
ん
で
す
ね。
子
供
は
楽
譜
を
読
む
の
で
な
く

て、
耳
か
ら
暗
記
で
覚
え
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
の
で
す。
私

は
十
歳
ぐ
ら
い
か
ら
始
め
ま
し
た
が、
で
き
れ
ば、
四
歳
か
ら
六

歳
ぐ
ら
い
で
始
め
た
方
が
い
い。
し
か
も、
音
楽
教
育
と
言
語
教

育
は
相
関
性
が
高
い
ん
で
す。
で
す
か
ら、
英
語
教
育
も一、
二

年
生
あ
る
い
は
幼
稚
園
ぐ
ら
い
か
ら
や
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な

い
か。
子
供
た
ち
に
強
制
す
れ
ば
逆
に
反
発
し
た
り、
拒
絶
反
応

を
起
こ
し
て
長
続
き
し
な
い
も
の
で
す。
鈴
木
先
生
の
場
合、
ま

さ
に
遊
び
な
が
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
せ、
ど
ん
な
子
供
で
も

バ
ッ
ハ
と
か
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
な
ど
の
曲
が
弾

け
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す。

我
が
家
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も、
子
供
を
外
国
で
生
活
さ
せ

る
と、
小
さ
い
子
ほ
ど
英
語
を
す
ぐ
覚
え
ま
す
ね。
で
も、
忘
れ

る
の
も
小
さ
い
方
が
早
い。
そ
れ
を
う
ま
く
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る

こ
と
が
重
要
で
す。
英
語
教
育
も、
中
学
の
段
階
で
ど
う
改
善
す

る
か。
そ
う
す
る
と
今
度
は、
高
校
の
段
階
で
も
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん。
高
校
の
場
合、
大
学
入
試
に
も
関
係
す
る
の
で、
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サントリーホールて・ヴァイオリンを演奏する中嶋学長
（エッセイ集 リヴォフのオペラ鹿｜から）

大
学
入
試
の
英
語
を
ど
う
す
る
か 。
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
な

い
と 、
せ
っ
か
く
下
の
方
か
ら
議
論
し
て
も 、
肝
心
の
と
こ
ろ
で

災
訓
数
行
の
改
汚
に
な
ら
な
い
ん
で
す 。
袋
μ
の
小
に
は 、
む
う

いH川
校
のAr
の
よ
うbu
災
説
教
η
だ
っ
た
ら
喫
ら
令
い
と
か 、
逆
に

山ku
み
だ
と
い
う
先
生
も
い
ま
す 。
そ
れ
か
ら 、

大学
入
試
か
ら
英

語
を
や
め
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か 、
と
も 、
文
法
的
な
要
す

る
に
鮮
川
合
引
い
て一
作．
懸
命
や
る
と
い
っ
た
徒
米
砲
の
災古川
教

行
は
余
り
必
裂
な
い
と・
。

ど
こ
の

大学
で
も 、
災市川
の
入
試
川 ．地
づ
く
り
に
は

大変 、
カ

を
入
れ
時
聞
を
か
け
て
い
ま
す 。
そ
れ
は
そ
れ
で
口
前
か
も
し
れ

な
い
け
れ
ど
も 、
し
ょ

せ
ん
は
入
試
な
ん
で
す 。
今 、
大
学
入
試

セ
ン
タ
ー

ぷ
験
が
か
な
り
改
持
さ
れ
て
さ
て
い
ま
す
の
で 、
そ
れ

を
使
え
ば
よ
い
わ
け
だ
し 、
．日
か
ら
聞
い
て
n
分
も
訴
す
こ
と
が

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
の山火
活
と
い
う
こ
と

か・り
す
れ
ば 、
T
O
E
F
し
（
ア
メ
リ
カ
で
学
ぶ
外
同
人
の
た
め

の
災
訓
学
力
テ
ス
ト）
と
か
T
O
E
－
C
（
同
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
英
語
能
力
テ
ス
ト）
を
利
則
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す 。
そ

の
辺
ま
で
合
め
た
議
論
が
進
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
す 。

｜｜波
川
小
川子
校
の
外
川
人
講
師
は 、
町
が
独
引
に
縦
貨
を
負

担
し
て
採
川
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す 。
財
政
負
制一
の
而
で 、
市

町
村
長
の
考
え
方
が
大
き
く即断
続H
し
ま
す 。
小
学
校
で
英
語
教
育

を
始
め
る
に
し
て
も 、
指
専
有
が
必
梨
に
伝
っ
て
き
ま
す
ね 。

28 



中
嶋
そ
う
で
す
ね。
教
師
の
研
修
制
度、
リ
カ
レ
ン
ト
教
育

が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す。
こ
れ
は
私
個
人
の
意
見
で、
ま
だ
全

体
の
意
見
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が、
例
え
ば、
教
員
養
成
系
の

大
学
は
教
師
に
な
る
学
生
が
少
な
く
な
っ
て、
文
部
省
の
方
針
で

定
員
が
削
減
さ
れ
て
い
ま
す。
従っ
て、
教
官
の
定
員
も
削
減
さ

れ
て
今、
教
育へ
の
情
熱
を
失
い
が
ち
に
な
っ
て
い
ま
す。
そ
れ

を
現
場
の
中
学
校、
高
校
の
先
生、
や
が
て
は
小
学
校
の
先
生
を

リ
カ
レ
ン
ト
す
る
形
に
な
れ
ば、
新
し
い
展
望
が
開
け
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か。

そ
れ
か
ら、
も
っ
と
研
修
制
度
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す。
先
生
方
が
外
国
へ
行っ
て
研
修
す
る、
あ
る
い
は
全
国
の

外
国
語
大
学
の
大
学
院
で一
年
間
勉
強
す
る。
ま
た、
日
本
は
こ

れ
ま
で
貿
易
立
国
で、
商
社
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
世
界
で
活

躍
し
て
き
た
わ
け
で
す。
そ
れ
ら
の
人
た
ち
が
リ
タ
イ
ヤ
し
た
後

は、
生
き
が
い
と
し
て
小
学
校
に
行っ
て
外
国
の
よ
う
す
を
話
し

た
り、
英
語
を
教
え
る。
そ
う
い
う
こ
と
も
提
言
に
盛
り
込
め
れ

ば、
と
思っ
て
い
ま
す。

外
国
人
講
師
の
A
L
T
（
ア
シ
ス
タ
ン
ト・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ・
テ

ィ
l
チ
ャ
l）
も、
も
っ
と
増
や
す
必
要
が
あ
り
ま
す。
何
も
ア

メ
リ
カ
人
と
か
イ
ギ
リ
ス
人、
カ
ナ
ダ、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で

は
な
く
て、
ア
ジ
ア
系
の
人
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か。
む
し
ろ、

ア
ジ
ア
系
の
方
が
抵
抗
な
く
生
徒
と
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
か
も

し
れ
な
い
し、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
っ
て
香
港
だ
っ
て、
英
語
の
上

手
な
人
が
い
ま
ず
か
ら
ね。
国
籍
を
問
わ
な
い
と
い
う
方
向
で
大

体
意
見
が一
致
し
て
い
ま
す。

’」”v
’」”v

リ
l
デ
ィ
ン
グ
よ
りヒ
ヤ
リ
ン
グ

｜｜実
際、
私
も
中
学一
年
か
ら
英
語
を
学
ん
で
き
て
い
ま
す

が、
外
国
に
出
張
し
て
も
ま
と
も
な
英
語
は
使
え
ま
せ
ん。
や
は

り、
日
本
の
英
語
教
育
は
先
ほ
ど一言
わ
れ
た
よ
う
に
リ
l
デ
ィ
ン

グ
が
重
要
視
さ
れ
て、
文
法
と
か
書
く
約
束
ご
と
を
教
え
込
ま
れ

る
の
で
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
面
が
あ
り
ま
す。
ま
ず、
意
思
を
伝

え
合
う
ヒ
ア
リ
ン
グ
教
育
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね。

中
嶋
そ
う
で
す
ね。
余
り
文
法
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ず

に、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
豊
富
で
あ
れ
ば、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
だ
け

で
か
な
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
ま
す
し
ね。
い
ま
ま
で
も、

中
学
校
か
ら
大
学
ま
で
十
年
間、
英
語
を
学
ん
で
い
る
け
れ
ど
も、

ほ
と
ん
ど
自
分
を
表
現
で
き
な
い、
会
話
が
で
き
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
ね。
私
自
身
も、
毎
日
の
よ
う
に
英
語

で
会
話
し、
と
き
に
は
講
演
も
し
ま
す
が、
決
し
て
う
ま
い
英
語

と
は
思っ
て
お
り
ま
せ
ん。
高
校
時
代
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し、

大
学
受
験
も
フ
ラ
ン
ス
語。
そ
れ
に、
大
学
で
の
専
攻
は
中
国
語

で
し
ょ
う。
英
語
を
正
規
に
余
り
学
ん
で
い
な
い
か
ら、
そ
れ
が
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逆
に
い
い
ん
で
す。
文
法
的
な
こ
と
を
考
え
ず
に、
必
要
に
迫
ら

れ
て
や
っ
た
英
語
で
す
が、
か
な
り
込
み
入
っ
た
専
門
的
な
話
も

し
て
き
で
い
ま
す
し、
C
N
N
や
B
B
C
の
テレ
ビ
に
も
出
演
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す。
そ
う
い
う
英
語
で
い
い
の
で
は
な
い
で
し

ょwっ
か。

’LMV
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キ
ャ
ン
パ
ス
移
転
で
私
大
と
交
流

｜｜東
京
外
国
語
大
学
は、
明
治
六
年
に
建
学
さ
れ
た
日
本
を

代
表
す
る
外
国
語
専
門
教
育
の
学
校
な
わ
け
で
す
が、
先
生
は
九

五
年、
平
成
七
年
に
第
九
代
学
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
ね。
そ
の

問、
平
成
九
年
に
は
創
立
百
周
年、
昨
年
秋
に
は
独
立
百
周
年

（
建
学
百
二
十
六
年）
を
迎
え、
そ
し
て
今
年
秋
に
は
府
中
市
の

新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
が
実
現
し
ま
す。
教
育
内
容
に
つ
い
て
も、

学
部
の
語
学
科
制
か
ら
課
程
制
へ
の
移
行
と
か
大
学
院
の
重
点
化

な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す。

国
立
大
学
と
し
て
の
東
京
外
国
語
大
学
の
将
来
展
望
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い。

中
嶋
こ
の
大
学
は、
起
源
を
た
ど
れ
ば
安
政
四
年
（一
八
五

七
年）
に
幕
府
が
設
け
た
「
蕃
書
調
所」
ま
で
い
く、
恐
ら
く
日

本
で一
番
古
い
大
学
と
い
え
ま
す。
九
段
坂
下
の
蕃
害
調
所
に
は

最
初、
百
二
十
九
人
が
採
用
さ
れ、
「
蕃
書」
つ
ま
り
外
国
の
書

類
を
翻
訳
す
る、
あ
る
い
は
外
国
の
こ
と
を
調
査
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す。
十
五
年
後
の
明
治
五
年
に
文
部
省
が
設
置

さ
れ、
翌
年、
「
東
京
外
国
語
学
校」
と
し
て
開
設
さ
れ
て
い
ま

す。
ま
さ
に、
日
本
の
近
代
化
を
第一
線
で
担
っ
て
き
た
と
言っ

て
も
い
い
と
思
い
ま
す。
外
国
の
も
の
を
受
付
入
れ
る
と
い
う
歴

史
で
し
た
が、
こ
れ
か
ら
は
自
分
た
ち
か
ら
世
界
に
向
け
て
発
信

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
と
い
う
こ
と
に
な
る
と、
従
来

の
外
国
語
大
学
の
あ
り
方
そ
の
も
の
も
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
い

と、
新
し
い
時
代
に
は
太
万
打
ち
で
き
ま
せ
ん。

そ
れ
で、
こ
の
と
こ
ろ
改
革
を一
生
懸
命
や
っ
て
き
ま
し
た。

幸
い
に
し
て、
例
え
ば
留
学
生
は
毎
年
六
十
人
前
後
増
え
て
き
て、

現
在、
四
千
二、
三
百
人
の
在
学
生
の
中
で、
約一
四
%
の
六
百

十
人
に
な
り
ま
し
た。
留
学
生
が
来
る
大
学
と
い
う
の
は、
そ
れ

だ
け
国
際
競
争
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す。
国
立
大
学
全
体
を

見
ま
す
と、
留
学
生
比
率
は
三
%
台
ぐ
ら
い
で
す
け
れ
ど
も、
一

四
%
と
い
う
の
は
国
立
大
学
で
は
最
も
高
い
と
思
い
ま
す。
い
わ

ば、
異
文
化
交
流
の
場
と
し
て
の
大
学
に
変
え
て
い
か
な
貯
れ
ば

い
け
な
い。
そ
の
た
め
に
は、
ま
ず
外
国
語
の
運
用
能
力
を
身
に

つ
け
る。
当
然、
ど
こ
で
も
英
語
が
通
じ
る
よ
う
「
英
語
を
学

ぶ」
と
い
う
こ
と
で
な
く
て、
「
英
語
で
学
ぶ」
形
に
も
っ
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す。
二
年
前
に
「
I
S
E
P
T
U
F
S」

（
東
京
外
国
語
大
学
国
際
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム）
と
い
う
短
期
留
学
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制
度
を
立
ち
上
げ
ま
し
た。
こ
れ
も
大
変
評
判
が
い
い
ん
で
す。

学
生
は
意
外
に
時
代
に
敏
感
で、
幸
い
に
し
て
優
秀
な
学
生
が

来
て
く
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も、
ど
う
も
国
立
大
学
と
い
う
の
は

意
思
決
定
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
し
て、
社
会
や
学
生
の
ニ
！
ズ

に
対
応
で
き
て
い
ま
せ
ん。
そ
の
最
た
る
も
の
は、
I
T
と
言
わ

れ
る
情
報
技
術
の
面
で
す。
世
界
の
最
新
施
設
に
追
い
つ
か
な
い

の
で
す
が、
新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
そ
う
し
た
面
で
も
先
端
的
な
機

能
が
導
入
さ
れ
ま
す。
こ
れ
か
ら
は、
外
国
語
が
で
き
る
か
ら
ビ

ジ
ネ
ス
の
先
端
に
立
つ
と
い
う
の
で
は
な
く
て、
国
際
貢
献
が
で

き
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
よ
う
な
人
材
を
養
成
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す。

｜｜
新
し
い
府
中
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は、
現
在
の
西
ケ
原
（
東

京・
北
区）
キ
ャ
ン
パ
ス
の
三
倍
の
広
さ
に
な
り、
国
際
交
流
会

館
や
留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
収
容
さ
れ
ま
す。
全

国
共
同
利
用
の
ア
ジ
ア・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
や
総
合
文

化
研
究
所
な
ど
の
学
内
研
究
機
関
も
移
転
し
て、
い
ま
ま
で
の
よ

戸何幻〕H山一書Zい学
子供の夢を育てよ

うを合言葉に、 教

育のー粒運動を進

める r学園随筆』

う
に
社
会
人
に
向
げ
た
公
開
の
語
学
講
座
も
毎
年
開
か
れ
る
と
思

い
ま
す。
私
学
と
の
連
携
に
つ
い
て、
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
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中
嶋
ま
だ
具
体
化
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も、
I
C
U
（
国
際

基
督
教
大
学）
と
は、
調
布
飛
行
場
を
隔
て
て
す
ぐ
近
く
に
な
り

ま
す
し、
I
C
U
の
網
川
正
吉
学
長
と
は
懇
意
に
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で、
交
流
を
盛
ん
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す。
I

C
U
は、
ご
承
知
の
よ
う
に
私
学
の
中
で
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な

大
学
で、
英
語
は
も
ち
ろ
ん、
言
語
教
育
が
き
ち
ん
と
し
て
い
ま

す
し、
か
つ
て
は
ラ
イ
バ
ル
同
士
で
し
た。
I
C
U
を
受
け
て
私

ど
も
の
大
学
を
受
け
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
結
構
あ
る
も
の
で
す

か
ら、
む
し
ろ
学
生
は
ど
ち
ら
で
勉
強
し
て
も
い
い
と
い
う
よ
う

な
形
で
交
流
で
き
た
ら、
相
互
補
完
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か。
い
ま
の
と
こ
ろ、
ま
だ
私
個
人
の
考
え
で
す
が・・。
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「
大
学
連
合」
で
補
完
し
た
り
連
携

ーー
も
と
も
と
東
京
外
国
語
大
学
は、
明
治
三
十
年
代
初
頭
ま

で
は
「
高
等
商
業
学
校」
と
し
て、
今
の一
橋
大
学
と一
緒
で
し

た。
そ
こ
か
ら
独
立
し
て、
明
治
三
十
二
年
に
「
東
京
外
国
語
学

校」
と
な
っ
た
こ
と
で、
昨
年、
独
立
百
周
年
を
迎
え
た
わ
け
な

ん
で
す
ね。
そ
う
い
う
歴
史
か
ら
で
し
ょ
う
か、
一
橋、
東
京
工
31 



業、
東
京
医
科
歯
科
の
在
京
国
立
四
大
学
が
来
年
四
月
に
「
大
学

連
合」
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
ね。
当
初
は
東
京

芸
術
大
学
も
入
っ
て
五
大
学
と
い
う
こ
と
で
し
た
が、
と
り
あ
え

ず
四
大
学
で
ス
タ
ー
ト
す
る
と
聞
い
て
い
ま
す。

中
嶋
大
学
改
革
を
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
四
大
学、
五
大

学
の
学
長
の
聞
に
は
非
常
に
強
く
て、
た
ま
た
ま
学
長
同
士
で
夢

を
語
り
合
っ
て
い
る
う
ち
に、
「
連
合」
と
い
う
形
に
発
展
し
て

い
き
ま
し
た。
O
B、
在
校
生、
マ
ス
コ
ミ、
財
界
と
か、
世
間

か
ら
の
期
待
が
大
き
い
も
の
で
す
か
ら
何
と
か
実
現
し
よ
う
と、

学
長
同
士
だ
け
で
は
な
く
て、
副
学
長、
あ
る
い
は
学
部
長
を
交

え
て、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
詰
め
の
話

を
進
め
て
い
ま
す。
た
だ、
総
論
賛
成
で
も、
各
論
に
な
る
と
問

題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も、
何
と
か
実
現
し
た

い
と
思っ
て
い
ま
す。

四
大
学、
あ
る
い
は
五
大
学
は、
分
野
が
余
り
重
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す。
で
す
か
ら、
互
い
に
補
完
し
た
り
連
携

し
て
い
け
ば、
縦
割
り
の
大
学
制
度
を
崩
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
ん
で
す。
学
生
た
ち
に
と
っ
て
も、
ど
の
大
学
で
勉
強

し
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も、
何
を
学
ん
で
き
た
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す。
単
位
互
換
や
「
大
学
連
合」
の
枠

内
で
は
転
入
学
な
ど
も、
一
定
の
比
率
で
自
由
に
し
た
い。
そ
の

代
わ
り、
仮
に
外
大
の
学
生
が
東
工
大
に
編
入
し
て、
物
理
や
数

学
の
成
績
が
低
く
て
卒
業
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら、
そ
れ
は
学

生
自
身
の
賀
任
で
あ
る、
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
き
た
い

と
思っ
て
い
ま
す。
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信
州
で
の
教
育
が
人
生
の
基
本
に

｜｜先
生
は
現
代
中
国
学
の
権
威
で、
数
多
く
の
研
究、
論
文

を
世
に
出
し
て
お
ら
れ
ま
す。
特
に、
文
化
大
革
命
の
最
中
に
中

国
を
旅
行
さ
れ、
そ
の
見
聞
か
ら
天
安
門
事
件
ま
で
を
「
北
京
烈

烈」
（一
九
八
O
年、
筑
摩
書
房
刊）
に
ま
と
め
ら
れ、
第
三
回

サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
貨
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す。
上、
下
巻
千ペ
ー

ジ
に
及
ぶ
大
著
で、
近
代
化
を
急
ぐ
中
国
の
政
治、
経
済、
文
化、

暮
ら
し
を
レ
ポ
ー
ト
し
た
名
著
だ
と
思
い
ま
す。
そ
の
「
あ
と
が

き」
に、
先
生
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
信
州・
松
本
に
ゆ
か
り
あ

る
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
感
慨
を
つ
づ
ら
れ
て
い
る

の
が
印
象
的
で
し
た。

中
嶋
私
は
信
州
に
生
ま
れ
育っ
て、
松
本
で
教
育
を
受
け
た

こ
と
を
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思っ
て
い
ま
す。
市
立
松
本
幼
稚

園
に
三
年
間
も
通
い、
園
長
先
生
は
今、
重
要
文
化
財
に
な
っ
て

い
る
開
智
学
校
の
校
長
と
兼
務
だ
っ
た一
志
茂
樹
先
生
で
し
た。

一
志
先
生
は
全
国
的
に
も
知
ら
れ
た
郷
土
史
学
者
で
す。
そ
れ
か

ら
市
立
源
地
国
民
学
校
（
現・
源
地
小
学
校）
に
入
り
ま
し
た
が、



近
く
の
薄
川
の
河
原
で
泳
い
だ
り
石
を
拾っ
た
り、
美
ケ
原
高
原

に
行っ
て
植
物
採
集
を
す
る
と
い
っ
た、
ま
さ
に
信
州
の
自
然
豊

か
な
山
野
で
の
野
外
教
室
み
た
い
な
も
の
で
し
た
ね。
中
学
は
市

立
清
水
中
学
校
で、
こ
こ
で
も
第一
回
文
化
祭
の
実
行
委
員
や
全

市
の
中
学
校
対
抗
陸
上
で
主
将
を
務
め、
優
勝
し
た
思
い
出
が
あ

り
ま
す。
水
彩
画
で
県
展
や
中
信
展
に
も
入
選
し
ま
し
た。

県
立
松
本
深
志
高
校
時
代
も、
当
時、
全
国
の
高
校
で
は
非
常

に
珍
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
が
あ
っ
て、
東
京
外
大
に
受
験
す

る
と
き
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
受
け
た
ん
で
す。
サ
ー
ク
ル
活
動
で
フ

ラ
ン
ス
の
文
化
と
言
語
を
学
ぶ
「
ゴ
l
ロ
ア
協
会」
（
ゴ
l
ロ
ア

は、
古
代
フ
ラ
ン
ス
人
H
ゴ
l
ル
人
に
由
来）
を
創
設
し
て
「
と

ん
ぽ
祭」
（
文
化
祭）
に
凱
旋
門
を
つ
く
っ
て
参
加
し
た
り、
山

岳
部
に
も
入
っ
て
い
ま
し
た。
大
学
で
中
国
語
を
専
攻
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は、
高一
の
と
き
に
父
の
事
業
の
失
敗
で
代
々
薬
局

を
営
ん
で
い
た
家
屋
敷
を
全
て
取
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
し
て
い
ま

す。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら、
今
ご
ろ
松
本
で
医
者
に
な
る
か
薬
局

国民世論と共に

歩む私学時代を

目f旨す

「私学時代」

を
継
い
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も、
逆
境
に
会っ
た
こ
と

で
社
会
に
目
を
開
く
こ
と
が
で
き
て、
中
国
革
命
に
関
心
を
抱
い

た
と
い
う
わ
貯
で
す。

｜｜今
の
お
話
で
す
と、
す
ば
ら
し
い
幼
少
年
期
を
過
ご
さ
れ

た
わ
け
で、
先
生
が
国
際
的
に
大
活
躍
さ
れ
て
い
る
「
原
点」
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
最
後
に、
幻
世
紀
を
担
う
学
生
た
ち

に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す。

中
嶋
今
の
学
生
は
勉
強
し
な
い
と
か、
学
力
が
低
下
し
て
い

る
と
い
う
意
見
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も、
私
は
必
ず
し
も
そ
う

は
思っ
て
い
ま
せ
ん。
私
の
ゼ
ミ
の
学
生
は
非
常
に
た
く
ま
し
く

て、
例
え
ば、
海
外
青
年
協
力
隊
に
行っ
た
り、
国
連
開
発
計
画

（
U
N
D
P）
に
入
っ
て
活
躍
し
て
い
る
女
子
も
い
る
ん
で
す。

一
番
初
め
に
言っ
た
国
際
貢
献
と
い
う
こ
と
に
戻
り
ま
す
が、
異

文
化
体
験
を
た
く
さ
ん
し
て
ほ
し
い。
異
文
化
と
い
う
の
は、
そ

れ
を
理
解
し
な
い
と
先
制
的
な
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
け
れ
ど

も、
一
た
び
壁
を
通
り
抜
け
る
と
違っ
た
世
界
が
開
け
て
き
ま
す。

そ
の
た
め
に
は、
や
は
り
言
葉、
外
国
語
を
学
ん
で
ほ
し
い
で
す

ね。
私
ど
も
の
大
学
で
は、
世
界
二
十
八
カ
国、
一
地
域
の
四
十

九
大
学
と
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
し、
環
太
平
洋
地
域
の
大

学
問
で
の
単
位
互
換
な
ど
が
可
能
に
な
る
U
M
A
P
（
ア
ジ
ア
太

平
洋
大
学
交
流
機
構）
の
日
本
で
の
中
心
校
に
な
っ
て
い
ま
す。

日
本
の
若
者
に
は、
大
い
に
希
望
を
持っ
て
ほ
し
い
と
思っ
て
い

ま
す。
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