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【グ

ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
教
育
②
】

国
際
交
流
基
金
京
都
支
部
長

斎
木
宣
隆
氏
が
語
る

文
化
交
流
×
日
本
語
教
育

グ

ロ
ー
バ

ル
化
が
進
展
す
る
中
、
日
本
と
海
外
諸
国

と

の
相
互
理
解
を
目
的
と
し
た
文
化
交
流
事
業
を
実
施

し
て

い
る
の
が
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

で
あ
る
。

国
内

に
本
部

(東
京
)
と
京
都
支
部
、

二

つ
の
付
属
機

関

(
日
本
語
国
際
セ

ン
タ
ー
お
よ
び
関
西
国
際

セ
ン
タ

ー
)
、
海
外

二
十

一
力
国
に
二
十
二
の
海
外
拠
点
を
持

つ
。

文
化
芸
術
交
流
、
海
外
に
お
け
る
日
本
語
教
育
お
よ
び

日
本
研
究

・
知
的
交
流

の
三

つ
を
主
要
活
動
分
野
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
金
額
的

に
最
も
力
を

い
れ

て
お
り
、
大
き
な
ウ

エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
の
が
日
本

語
教
育

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
京
都
支
部
長
で
あ
る
斎
木

宣
隆
氏
に
、
諸
外
国
で
の
日
本
語
教
育
が
、
外
交
や
文

化
と
ど
の
よ
う

に
影
響

し
合
う

の
か
に

つ
い
て
お
話
を

伺

っ
た
。

基
金
設
立
の
趣
旨
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

「日
本
と
海
外
諸
国

の
相
互
理
解
と
い
う

こ
と

で
、
最

も
重
要
な

の
は
、
海
外

の
人
た
ち
に
日
本
を
知

っ
て
も

ら
う

こ
と
。
海
外
か
ら
は
、
盛

ん
に
情
報
は
流

れ
て
く
る
し
、

人
も
訪
ね

て
き
ま
す
。
逆
に
、

こ
ち
ら
か
ら
日
本
と

い
う
国
、

特
に
文
化
も
含

め
て
発
信
し
て

い
く
と
い
う
動
き
は
、

必
ず
し

も
強
く
な
か

っ
た
、
寧
ろ
弱
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
す

か
ら
、

も

つ
と
日
本
と
い
う
国
を
海
外
に
発
信

し
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。

こ
れ
も

一
過
性

の
も

の
で
は
な
く
、
将
来
に

つ
な
げ

て
い
か
な
け
れ
ば

い
け

な

い
。

そ
の
た
め
に
は
、
安
定

し
た
財
政
基
盤
、
組
織

的
な
取
り
組
み
が
必
要
と

い
う

こ
と
で
、

一
九
七

二
年

に
国
際
交
流
基
金
が
、
特
殊
法
人

(当
時
)
と
し
て
設

立
さ
れ
ま

し
た
。
」

海
外
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の

ニ
ー
ズ
は
ど
の
よ
う
に

な

っ
て
い
る
の
で
す
か
。

「国
際
交
流
基
金

の
最
新

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
在
、

海
外
で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
人
は
三
九
八
万
人
と

い

う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

こ
の
数
字
は
三
十
年
前

の
三

十
倍
で
す
。
但
し
こ
れ
は
学
校
等

の
組
織

で
日
本
語
を

学
ぶ
人
た
ち

の
数

で
あ
り
、
独
学

で
学
ぶ
人
た
ち
を
含

め
れ
ば
、
も

っ
と
多

く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
学
習
者

が
最
も
多

い
の
は
、
中
国
、
次

い
で
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、

韓
国
、

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
と
い

っ
た
国

々
で
す
。

日
本
語
を
学
ぶ
先
と
な

っ
て
い
る
機
関
と
し
て
は
、

小
学
校
、
中
学
、
高
校
な
ど

の
初
等
教
育

・
中
等
教
育

機
関
が
全
体

の
半
分
以
上
を
占

め
て
い
ま
す
。
次

い
で

大
学

・
大
学
院
な
ど

の
高
等
教
育
機
関
、
そ
し
て
成
人

向
け

の
夜
間
講
座
や

日
系
子
弟
な
ど
を
対
象
に
土
曜
日

に
ク
ラ

ス
を
開
く
民
間

の
日
本
語
学
校
が

こ
れ
に
続
き

ま
す
。

日
本
語
を
学
ぶ

目
的
と
し
て
学
習
者
が
多
く
挙
げ

て

い
る
の
は
、
『
日
本
文
化
を
知
り
た

い
』
、
『
日
本
語
で

コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
が
し
た

い
』
、
『
日
本
語
と

い
う
言

語
自
体

へ
の
関
心
』

の
三

つ
で
す
。

こ
れ
以
外
に
も
、

日
系
企
業

に
就
職

し
た

い
、
現
在

の
職
務

で
必
要
な

の

で
、
と

い
っ
た
よ
う
に
、

日
本
語
学
習

の
目
的

は
多
様

化
し
て
き
て
い
ま
す
。
」

増
大
す
る

ニ
ー
ズ

に
十
分
対
応

で
き
て
い
る
の
で
し

ょ

う
か
。

「
日
本
語
学
習
者
が
増
加

し
、

日
本
語
教
育

へ
の
ニ
ー

ズ
が
拡
大
す
る
中

で
現
場

で
は
深
刻
な
問
題
も
出
て
き

て
い
ま
す
。
問
題
は
大
き
く
分
け

て
二

つ
あ
り
ま
す
。

一
番
大
き
な
問
題
は
教
師
が
足
り
な

い
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
単
に
頭
数
が
足
り
な

い
と

い
う
問
題
だ
け
で

は
な
く
、

に
わ
か
仕
込
み
の
教
師
が
増
え

て
い
る
た
め

日
本
語
を
教
え
る
ノ
ウ

ハ
ゥ
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う

問
題

で
す
。
実
際

に
高
校
な
ど
で
日
本
語
を
教
え

て
い

る
の
は
、
八
割
方
、

日
本
語
を
母
語
と
し
な

い
現
地

の
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人
で
す
。

こ
れ
ま

で
外
国
語
を
教
え
て
い
た
先
生
が
短

期
間
で
日
本
語
を
勉
強

し
て
、
そ

の
ま
ま
教
壇
に
立

つ

ケ
ー

ス
が
多

い
。
そ
う

い

っ
た
先
生
は
日
本

に
行

っ
た

こ
と
も
な
け
れ
ば
、

日
本
人
と
会
話
を

し
た
こ
と
も
な

い
人
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
な

の
で
、
日
本
語
を
正
し
く
教

え
る
ノ
ゥ

ハ
ゥ
を
持

っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
う

ひ
と

つ
の
大
き
な
問
題
は
、
学
習
者

の
レ
ベ

ル

に
合
わ

せ
た
教
材
が
不
足
し
て
い
る
と

い
う
現
実
で
す
。

文
法
や
単
語
を
覚
え
さ
せ
る
だ
け

の
旧
式

の
教
材
は
、

日
本
語

へ
の
興
味
関
心
を
失
わ
せ
ま
す
。
日
本
に
行

っ

た

こ
と
も
な

い
よ
う
な
若

い
世
代

の
人
た
ち
が
楽
し
く

学

べ
る
よ
う
な
教
材
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
場

で
そ
う

い

っ
た
分
か
り
や
す
い
日
本
語

の
教
材
を
作
れ

る
経
験
も

ノ
ゥ

ハ
ゥ
も
不
足
し
て
い
ま
す
。
」

基
金

で
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
支
援
を
行

っ
て
い

る
の
で
し

ょ
う
か
。

「
一
番
力
を
入
れ

て
い
る

の
が
現
地
の
日
本
語
教
師
を

育
成

し
、
支
援
す
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
な
取
り
組

み

と
し
て
は
、
日
本
語
教
育

の
専
門
家
を
派
遣

し
て
現
地

の
教
師

に
対
し
、
効
果
的
な
教
授
法
や
教
材
開
発

の
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
う
よ
う
な
役
回
り
を
担

っ
て
も
ら

っ
て

い
ま
す
。
い
わ
ば
、
『
先
生

の
先
生
』
の
よ
う
な

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
的
な
存
在

で
す
。
現
地

の
日
本
語
教
師
た
ち

の

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
に
、

日
本
か
ら

派
遣
さ
れ
た
専
門
家

に
ワ
ー
ク
シ

ヨ
ッ
プ
を
開

い
て
も

ら

っ
て
、
現
場
で
教
師
が
抱
え

て
い
る
悩
み
や
苦
労
を

語
り
合

い
、
解
決
策

を
話
し
合
う
よ
う
な
場
も
設
け
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
現
地

で
の
指
導
、

ア
ド
バ
イ
ス
は
非
常
に

大
事
で
す
が
、

こ
ち
ら
か
ら
専
門
家
を
派
遣
す

る
だ
け

で
は
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ

の
国
で
日
本

語
を
教
え

て
い
る
現
地
の
教
師
が
日
本
を
知
ら
な

い
、

日
本
に
行

っ
た
こ
と
が
な

い
、

日
本
人
と
会
話
を
し
た

こ
と
も
な

い
、
と

い
う
の
で
は
、
ま
ず

い
。
や

は
り
、

日
本
に
来

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と

い
う

こ
と

で
我

々
は
、
外
国
人

の
日
本
語

の
先
生
た
ち
を
日
本
に

招
待
す
る
、
と

い
う

こ
と
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

往
復

の
旅
費
と
日
本
滞
在
中

の
宿
舎
も
提
供
し
ま
す
。

宿
泊
施
設
が
併
設
さ
れ
た
研
修

セ
ン
タ
ー
が
埼

玉
と
大

阪

に
あ
り
ま
す
。
年
間
五
〇
〇
人
く
ら

い
の
外
国
人
を

受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

日
本
語
教
育

の
ノ
ウ

ハ
ウ
や
教
材

の
作
り
方

に

つ
い
て
研
修
を
受
け
る
。
そ

し
て
、
生
き
た
日
本
語
を
知

っ
て
も
ら
う
。
日
本
滞
在

氏

中

は
宿
舎

に
泊
ま
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
家
庭

で
の

琳

ホ
⊥

ス
テ
イ
を
通
じ
て
、
日
本
人
と

の
生
活
を
体
験

る

し
ま
す
。
ま
た
、
京
都
や
奈
良

も
訪
ね
て
日
本

の
文
化

え応

や
伝
統
芸
能
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
う
体
験
も
し
て
も
ら

椛

い
手

日
本
語
教
師
に
は
、
日
本
語
の
教
撰

を
学

取

ぶ
だ
け
で
な
く
、

日
本
文
化
に
も
触
れ
て
も
ら
う

こ
と

が
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
語
教
師
だ
け
で
な
く
、

日
本
語
を
学

ぶ
海
外

の
若

い
人
た
ち
に
も
日
本
を
見
て
も
ら
う
機
会

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
毎
年
、
成
績
優
秀
な
日
本
語
学

習
者
を
、
ご
褒
美
と
し
て
日
本
に
短
期
間
、
招
待

し
て

い
ま
す
。
習
得
し
た

日
本
語
を
初
め
て
日
本
で
使

っ
て

み
る
機
会
と
な
り
ま
す
。

ホ
ー
ム

ス
テ
イ
を
し
た
り
し

て
日
本
人
と
交
流
を
し
て
も
ら

い
、
地
方
都
市

に
も
修

学
旅
行
を
し
て
日
本
と
い
う
国
を
広
く
知

っ
て
も
ら
う

体
験
を
し
て
も
ら

っ
て
い
ま
す
。
」

与

o
ミ

寒

㍉竜
麸
ミ

曽

ぎ
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駄

O
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偽
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海
外

の
人
た
ち
に
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
で
、
日
本

に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

「彼
ら

に
と

っ
て
、

日
本
と
い
う
国
が
身
近
に
な

っ
た

と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
お
話

し
し
た
成
績
優

秀
な
学
生
を
日
本
に
招
待
し
、

日
本
の
学
校
を
訪
問

し

て
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
て
も
ら
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
行
う

と
、
『
数
週
間
の
滞
在
だ

っ
た
が
、
人
生
が
変
わ

っ
た
』
、

『
日
本
語
を
学
ん

で
良
か

っ
た
。
習
得

し
た
日
本
語
で

日
本
人
と
会
話
を
し
た
ら
通
じ
た
』
、
『
日
本
と

い
う
国

に
は
、
素
晴
ら

し
い
文
化
が
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
日
本

の
人
は
親
切
で
温
か
み
が
あ
る
』
、
『
将
来
何
ら
か

の
形

で
日
本
と
関
わ
り
を
持

て
る
仕
事
を
し
た

い
』
と
日
本

語
を
学
ぶ
喜

び
と
成
果
を
語

っ
て
く
れ
ま
す
。

こ
う

し

た

こ
と
か
ら
も
、
日
本
語
を
学
ぶ

こ
と

は
、

日
本
を
知

る
入
り

口
に
な

る
し
、

日
本
に
よ

い
イ
メ
ー
ジ
を
も

つ

て
も
ら
う
近
道

に
な
る
。
日
本
語
教
育

は
言
葉
を
教
え

る
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
と
セ

ッ
ト
で
教
え
な

い
と
意

味
が
な

い
。

日
本

の
よ
き
理
解
者
を
育

て
る
こ
と
が
日

本
語
教
育

の
究
極

の
ゴ
ー

ル
だ
と
思
う
。
日
本
語
教
育

を
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
に
関
心
を
も

っ
て

い
る
人
た
ち
が

日
本
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
道

を
作

る
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
う
す
る
こ
と
が
国
際
交
流
基
金

の
大
き
な
役
割
だ
と
考
え
ま
す
。
」

あ
る
国

の
文
化
を
教
え
る
に
は
、

が
重
要
な
の
で
し

ょ
う
か
。

言
語
を
教
え
る
こ
と

「言
語
を
学
ぶ
こ
と
が
、
そ

の
国

の
文
化
を
知

る
こ
と

の
出
発
点
だ
と
思

い
ま
す
。
結
局
、
国
際
交
流

に
お

い

て

一
番
の
障
害
と
な
る
の
は
、
言
葉

の
壁
だ
と
思

い
ま

す
。
相

手
国

の
言
葉
が
話
せ
な

い
と
、
会
話
が
で
き
な

い
。
心
を
通
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

言
葉
を
身

に

つ
け
る
と

い
う

こ
と
は
、
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
に

繋
が
る
。
そ

の
国

の
人
と
、
そ
の
国

の
言
葉

で
会
話
を

す
る

こ
と

で
見
え

て
く
る
も

の
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

文
化

の
異
な
る
国

の
こ
と
を
知

る
た
め
に
、
言
葉
を
学

び
、
交
流
を
す

る
。
逆

に
、
そ
の
こ
と
で
自
分

の
国

の

こ
と
も
見
え
て
く
る
。
海
外

の
人
と
話
を
し
た
こ
と
が

あ
る
人
は
、
日
本

の
こ
と
を
聞

か
れ
た
経
験
が
あ
る
と

思

い
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
気
づ

か
な
か

っ
た
日
本

の

一

面
を
、
逆
に
知

る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
で
は
な

い
で

し
ょ
う
か
。
」

日
本
語
教
育
は
、
国
益

に
ど
う
資
す
る
の
で
す
か
。

「海
外
に
日
本

の
よ
き
理
解
者
が
増
え

て
い
く
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
お
互
い
に
相
手

の
こ
と
を
知

る
。

日

本

の
こ
と
を
知
ら
な

い
人
が
増
え
る
と
、
無
知
、
偏
見
、

ス
テ

レ
ォ
タ
イ
プ
が
蔓
延
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
残
念

な

こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
外
国
に
日
本
と
接
点
を
持

っ

た

こ
と
の
な

い
人
が

い
た
と
し
て
、
そ
う

い
う
人
が
日

本
に
対
し
て
ど
う

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
の
か
。
メ
デ

ィ
ア
で
は
、
事
件
や
事
故
な
ど
、
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
側
面

ば
か
り
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
作

ら
れ

て
い
く
と
、

日
本
に
と

っ
て
不
本
意
な
も

の
と
な

る
場
合
も
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
も
の
を
取
り
除

く
に
は

ど
う
す
れ
ば

い
い
か
。
言
わ
れ

の
無

い
批
判
、
誤
解
が

生
ま
れ
る
の
は
、
相
手
を
知
ら
な

い
こ
と
か
ら
起
き
る

こ
と
が
殆
ど
だ
と
思

い
ま
す
。

日
本
と

い
う
国
が
ど
う

い
う
国
か
、
日
本

に
は
長

い
歴
史
と
伝
統

の
中
で
培
わ

れ
た
素
晴
ら
し

い
文
化
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
伝
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」

外
国
人
の
日
本
語
教
育

に
使
用
す
る
予
算

の
獲
得
を
納

税
者
に
ど
う
説
明
す
る
べ
き
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

「文
化
交
流
を
通
し
て
、
国
際
相
互
理
解
が
深
ま
り
、

日
本

の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
な
る
こ
と
が
、

日
本

の
発
展

に

つ
な
が
り
、
日
本
人

の
生
活
も
心
豊

か
な
も

の
に
な

っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。
異
な
る
文
化
が
出
会

い
、
交

流
す
る
こ
と

で
、
新
し
い
文
化
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
互

い
に
違

っ
た
文
化
に
触
れ
て
多

く
の
刺

激
を
与
え
合

い
、
そ

こ
か
ら
吸
収

し
合
え
る

こ
と
も
多

い
で
し
ょ
う
。
自
分
た
ち

の
文
化
を
見

つ
め
直
し
、
そ

の
価
値
を
再
認
識

し
、
再
発
見
す

る
機
会
に
も
な

る
と

思

い
ま
す
。
日
本
を
知

っ
て
も
ら
う
、
日
本

の
文
化
を

理
解
し
て
も
ら
う
、
そ

の
出
発
点

に
日
本
語
教
育
が
あ

る
と
思
う
。

税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す

か
ら
、
納
税
者

一
人

一
人
に
文
化
交
流

の
成
果
が
還
元
さ
れ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

日
本

の
理
解
者
が
増
え
れ
ば
、
海
外

の
国

々
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と

の
仕
事
も
し
や
す
く
な
る
し
、
国
際
的
な
信
頼
も
得

や
す
く
な
る
。

日
本
を
理
解

し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

対
話
と
交
流

の
障
害
と
な

っ
て
い
る
言
葉

の
壁
を
、
ま

ず
取
り
払
わ
な
く

て
は
い
け
な

い
。

そ
う

い
う
観
点

か

ら
も
日
本
語
教
育
を
支
援
す
る
意
義
と
重
要
性
は
、
大

き

い
と
思

い
ま
す
。
」

取材 は京都支部の事務所で行われた。右は筆者。

今
後
の
基
金
の
展
望
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

「基
金

は
、
設
立
さ
れ
て
ま
だ
四
十

一
年
で
す
。
他
国

で
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ

ス
の

じU
匡
菖
・゚
プ

O
o
⊆
5
°
目
な
ど

基
金
よ
り
も
歴
史
が
長
く
、
先
端
的
な
取
り
組

み
を
し

て
い
る
政
府
系
の
文
化
交
流
機
関
が
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
う

い

っ
た
機
関
に
負
け
な

い
よ
う
な
仕
事

を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
、

ユ
ネ

ス
コ
の
文
化
遺
産
に
最
近
登
録
さ
れ
た
和
食
な
ど
、
世

界
に
誇

る
べ
き
文
化
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
長

い
歴

史

の
中

で
育

ま
れ
、
受
け
継
が
れ

て
き
た
多
様

で
豊

か

な
文
化
が
あ
る
こ
と
を
、
世
界

に
も

っ
と
知

っ
て
も
ら

わ
な

い
と

い
け
な

い
。
そ

の
た
め
に
は
、

こ
れ
ま

で
に

も
増
し
て
、
日
本
文
化
の
発
信

に
力
を
入
れ
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

日
本

の
文
化
を
正
し
く
理
解

し
て
も

ら

い
、

日
本
文
化

の
も

つ
価
値
と
魅
力
を
海
外

の
人
た

ち
と
分
か
ち
合
う

こ
と
が
重
要

で
す
。
」

〈所
感
〉

斎
木
氏
は
、

日
本
語
教
育

の
目
的
は
、
言
語
習
得
だ

け

で
は
な
く
、

そ
れ
を
通
じ
た
文
化

の
伝
達

も
含
む
と

話
さ
れ
て
お
り
感
銘
を
受
け
た
。
氏
は
、
日
本

の
文
化

に
精
通
し
て
い
な

い
現
地

の
外
国
人
教
員
が
日
本
語
教

育
を
担

い
、
文
化
伝
達

の
面
が
お
ろ
そ
か
に
な

っ
て
い

る
と
指
摘

し
、
外
国
人
に
対
す

る
日
本
文
化

の
発
信

を

強
化
す
る
べ
き
だ
と
・王
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題

(
日
本
文
化
が
上
手
く
外
国
人

に
伝
わ

っ
て
い
な

い
問
題
)
に
は
、
筆
者
は
も
う

一
つ

別
の
原
因
が
あ
る
と
考
え

る
。

そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
外

国
人
に
対
し
て
、

日
本
人
が
日
本
文
化
を
伝
え
き
る
だ

け
の
能
力
が
な

い
と

い
う
現
状
だ
。
日
本
人
に
は
、
事

柄
を
論
理
立

て
て
伝
え
る
力
が
足
り
な

い
。
現
在

の
日

本
教
育

は
、
英
語
教
育

を
非
常

に
重
視

し
て
い
る
が
、

英
単
語
と
英
文
法
を
身

に
着
け
た
だ
け

の
日
本
人
が
、

氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
理
想

の
外
国
人
日
本
語
教
師
を

作
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
視
覚
聴
覚

で
感

じ
る
だ
け
の
単
純
な
文
化
な
ら
と
も
か
く
、
背
景

に
潜

む
日
本
人
の
思
想
や
伝
統
的
な
考
え
方
な
ど
は
論
理
的

に
伝
え
る
他
な

い
だ
ろ
う
。
日
本
を
発
信
す
る
大

元
と

な

る
日
本
人
自
体
が
、
論
理
的
な
発
信
力
を
身

に
着
け

る
こ
と
を
切
に
願
う
。

(文
責

高
野
詩
織
)

斎木宣隆
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