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耳
か
ら
学
ぶ
習
慣
を

空
路
で
は
わ
ず
か
二、
三
時

間、
欧
米人
か
ら
す
れ
ば
見
分
け

が
難
し
い
日
本
・

韓
国
・
中
国
と

いっ
た
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
の
人々

の
間
に
あっ
て
も 、
使
用
さ
れ
る

言
語
は
全
く
異なっ
て
い
て、
そ

れ
を
学
ば
な
け
れ
ば
十
分
なコ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

ショ
ン
が
で
き
な
い 。

一
方、
い
ま
や
国
際
語
な
い
し
は

普
遍
語
と
なっ
て
い
る
英語
を
ツ

ール
（
道
具）
に
す
れ
ば、
I
T

の
進他
も
あっ
て、
東
ア
ジ
ア
域

内
は
も
と
よ
り、
全
地
球
規
模
で

も
即
座
にコ
ミュ
ニ
ケ
ー

ショ
ン

が
可
能
に
な
る。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
考
え
る

と、
グロ
ーバ

ル
な
言
語
と
し
て

の
英
語
の
ポ
ジ
ショ
ン
は
も
は
や

争
う
余
地
が
な
い
の
で
あっ
て、

国
民
の
英
語
力
が
G
D
P
（
国
内

総
生
産）
な
ど
の
数
値
と
並
ん

で、
国
力
の
比
較
指
標
に
な
る
時

期
が
や
が
て
く
る
だ
ろ
う。

中
園、
台
湾、
韓
国
な
ど
東
ア

ジ
ア
の
近
隣
地
域
の
み
な
ら
ず、

東南
ア
ジ
ア
な
ど
の

非英語圏諸

国で
も、
グロ
ーバ

ル
化
の
時
代

に

英語力
を
ど
う
高
め
る
か
に
つ

い
て、
真
剣
な
検
討
や
取
り
組
み

が
な
さ
れ
て
い
る。
私
は
こ
の

夏、
タ
イ
のバ
ン
コ
ク
で
聞
か
れ

た
国
際
会
議
の
基
調
講
演
に
招
か

れ
た
が、
会
議
の
テ
lマ

は
「
グ

ロ
ーバ

ル
文
他
の
な
か
で
の
言
語

ブ
リ
ッ

ジ
かバ
リ
ア
か
？」

と

い
う
も
の
で
あっ
た 。
作
家
の
水

村
美
苗
さ
ん
が
文
芸
誌
「
新
潮」

九
月持
に
発
表
し
た
論
考
「
日
本

語
が
亡
び
る
と
き
｜

英語
の
世
紀

の
中
で」
も、
こ
の
間
題
に
鋭
く

追っ
て
い
た 。

さ
て、
わ
が
国で
は
小学
校
へ

の
英
語
教
育
導
入
を
め
ぐっ
て、

英語
よ
り
も
国語
を
と
か、

英語

を
や
る
と
日
本
語
が
ダ
メ
に
な
る

と
いっ
た
議
論
が
依
然
と
し
て
あ

る
よ
う
だ。
し
か
し、
オ
セ
ロ
な

ど
の
ゼロ
・
サム
ゲ
lム

の
よ
う

国際教養大学長

中嶋嶺雄
に
母
語
か
英語
か、
と
いっ
た
議

論
の
段
階
に
も
は
や
と
ど
まっ
て

い
て
は
な
ら
な
い 。

そ
こ
に
と
ど
まっ
て
い
て
は、

こ
れ
か
ら
の
グロ
ーバ

ル
化
の
時

代
に、
わ
が
国
の
若
者
や
子
ど
も

た
ち
を、
常
に
英
語コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
に
落
ち
込
ま
せ
て
し
ま
い
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る。

言
語
や
文
他
の
共
通
項
が
多い

と
は
い
え、
欧
州
連
合（
E
U）

で
は
最
近、

復数
の
外
国
語
の
習

得
が
相
互
に
刺
激
し
あっ
て
個々

人
の

言語空
間
を
広
げ、
母
語
の

学
習
に
も
効
果
的
影
響
を
も
た
ら

す
と
い
う
「
複
言
語
主
義（U
Z .a1’ 

なかじま・みね
お 36年、松本市
生まれ。 東京大大
学院修了。 東京外
国語大学長 などを
経て、現職。専門は
国際社会学。 著容
に 『北京烈烈』『国
際関係論』『21世紀
の大学』 など。

ユロロmE
Em
g）
」
が
唱
え
ら

れ
て
い
る。
多
文
他
共
生
の
た
め

の
言
語
政
策で
あ
る
が、
わ
が
国

に
お
い
て
も、
よ
り
早
い
時
期
か

ら
のコ
ミュ
ニ
ケ
ー

ショ
ン
中
心

の
外

国語学
習
が
広
く
国民
全
体

に
求
め
ら
れ
るべ
き
で
あ
る。
さ

ら
に
高
等
教
育
の
段
階で
は、
母

語
と
英
語
と
も
う一
つ
の
外
国
語

に
よっ
て
知
的世
界
を
さ
ら
に
広

げ
る
「
複
言
語
主
義」
教
育
が
必

要で
は
な
い
か。

や
は
り
わ
が
国
に
お
い
て
は、

問
題
は
旧
来
の
英
語
教
育
の
在
り

方
に
あ
る
の
で
あっ
て、
そ
こ
を

飯
本
的
に
改
革
し
な
い
限
り、
英

語
を
習っ
て
も
英語
を
話
せ
な
い

と
い
う
悪
循
環
か
ら
いつ
ま
で
た

っ
て
も
解
き
放た
れ
な
い
で
あ
ろ

う。

小学
校
の
英語
教
育
が
2
0

1
1

年度
か
ら
鄭
入
さ
れ
る
こ
と

に
なっ
た
今
回、
一
つ
の
方
法
と

し
て、
幼
児
か
ら
の
音
楽
教
育
で

世
界
に
広
がっ
て
い
る
鈴
木
鎮一

の
才
能
教
育
の
方
法（
ス
ズ
キ
・

メ
ソ
l
ド）

は、
ぜ
ひ
参
照
さ
れ

るべ
き
で
あ
ろ
う。

そ
の
核
心
は、
頭
脳
の
柔
ら
か

い
幼
児
の
う
ち
か
らク
ラ
シッ
ク

音
楽
を
耳
か
ら
聴
い
て
覚
え、
繰

り
返
し
練
習
す
る
こ
と
に
あ
る。

楽
譜
か
ら
は
入
ら
な
いに
の
方
法

は、
文
法
や
スペ
ル
（
綴り）
か

ら
入
る
の
で
は
な
く、
耳で
聞
い

て
覚
え
て
話
す
と
い
うコ
ミュ
ニ

ケ
ー

ショ
ン
能
力
を
ま
ず
最
初
に

教
え
る
方
法
と
し
て、
外

国語教

育
に
も
十
分
応
用
で
き
る
も
の
と

私
は
考
え
て
い
る。
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