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　英語をはじめとする日本の教育現場における課題とは何か。
新しい知識を生涯探究していくための「教養」とは。米国のイェー
ル大学で教べんを執られた後、現在は日本で英語塾の代表を務
める斉藤淳氏と若田部昌澄副総裁が未来を見据えつつ語り合う。
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若田部昌澄

英
語
を
き
っ
か
け
に

自
ら
探
究
す
る
力
を
育
む

若
田
部　

斉
藤
さ
ん
は
、
米
国
の
名
門

大
学
で
政
治
学
に
つ
い
て
教
べ
ん
を
執

ら
れ
た
後
、
二
○
一
二
年
に
東
京
と
故

郷
の
山
形
県
酒
田
市
に
英
語
塾
を
開
設

さ
れ
、
現
在
、
そ
の
塾
を
主
宰
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
塾
を
開
校
さ
れ
た
経
緯
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

斉
藤　

私
は
、
上
智
大
学
の
大
学
院
か

ら
米
国
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
留
学
し
ま
し

た
。
イ
ェ
ー
ル
大
学
大
学
院
で
政
治
学

の
博
士
号
を
取
得
し
た
後
、
同
大
学
な

ど
で
六
年
ほ
ど
政
治
学
を
教
え
、
母
の

介
護
の
た
め
帰
国
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、

大
学
の
教
壇
に
立
つ
こ
と
も
考
え
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
上
に
自
分
が
や
り
た
い

こ
と
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
実
現
で
き
る
と

考
え
て
、
今
の
英
語
塾
の
前
身
と
な
る

塾
を
開
き
ま
し
た
。

若
田
部　

ご
自
身
の
や
り
た
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
具
体
的
に
お
話
し
い
た
だ

け
ま
す
か
。

斉
藤　

大
学
の
教
員
に
し
て
も
英
語
塾

を
主
宰
す
る
に
し
て
も
、
私
自
身
、
一

貫
し
て
「
不
平
等
や
格
差
の
解
消
に
挑

む
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
持
っ
て
取
り
組

英
語
が
広
げ
る
世
界

わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
経
験
を
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と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
の
教
育
を
考

え
る
時
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
意
識
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

一
般
に
、
日
本
人
は
英
語
が

不
得
意
と
言
わ
れ
ま
す
。
極
論
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
ら
全
員
が
無
理

し
て
不
得
意
な
英
語
を
学
ば
な
く
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も

聞
か
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
意
見
に
つ
い

て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　

英
語
を
学
ぶ
と
ど
の
生
徒
が
伸

び
る
の
か
、
習
得
し
た
英
語
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
形
で
社
会
に
貢
献
し
て
く

れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
ら
か

じ
め
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
全
員
に
学
ん

で
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
現
実
に
は
、
事
前
に

そ
う
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で

す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
選
抜
さ
れ
た

特
定
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
律
で
学

ぶ
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
私
自
身
、
学
生
時
代
は
数
学
が
苦

手
で
し
た
が
、
高
校
ま
で
に
基
礎
的
な

こ
と
を
学
ん
だ
お
か
げ
で
、
大
学
院
博

士
課
程
の
経
済
学
の
授
業
は
何
と
か
わ

か
り
ま
し
た
。
ど
の
教
科
で
も
基
礎
的

な
部
分
は
学
ん
で
お
い
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。

や
す
い
。
そ
う
い
う
書
籍
は
大
概
英
語

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と

一
つ
と
っ
て
も
、
英
語
で
学
べ
る
技
能

を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
が
広
が
る
わ
け
で
す
。
日
本
の

子
ど
も
た
ち
に
は
、
そ
う
い
う
可
能
性

を
秘
め
た
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
経
験

を
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　

日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
英
語

を
教
え
る
中
で
、
気
づ
か
れ
た
課
題
は

あ
り
ま
す
か
。

斉
藤　

日
本
の
英
語
教
育
に
は
二
つ
の

問
題
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

ど
の
段
階
ま
で
到
達
す
れ
ば
英
語
を
習

得
し
た
と
み
な
す
の
か
、
生
徒
も
保
護

者
も
着
地
点
の
目
標
が
な
い
こ
と
で
す
。

こ
こ
ま
で
は
英
語
の、

学
習
を
す
る
、
こ

こ
か
ら
先
は
英
語
で、

学
習
す
る
と
い
う
、

切
り
替
え
が
明
確
で
な
い
人
が
多
い
と

感
じ
ま
す
。
私
ど
も
の
塾
で
は
、
大
学

で
英
語
を
使
っ
た
授
業
に
対
応
で
き
、

さ
ら
に
英
語
で
議
論
ま
で
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
と
い
う
目
標
設
定
を
提
案
し

て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
問
題
点
は
、
日
本
で
は
書

く
こ
と
を
重
視
し
す
ぎ
て
、
話
し
て
意

思
疎
通
を
は
か
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
不

十
分
な
こ
と
で
す
。
作
文
だ
と
い
い
こ

と
を
書
く
の
に
、
口
頭
で
表
現
で
き
な

い
。
話
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
て
い
な
い
状

態
で
英
語
を
学
び
始
め
る
た
め
、
そ
れ

が
英
語
習
得
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
多
い
で

す
ね
。

若
田
部　

そ
れ
は
英
語
教
育
に
限
ら
ず
、

日
本
の
教
育
全
般
に
い
え
る
課
題
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

斉
藤　

ご
指
摘
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

論
理
的
に
話
す
こ
と
で
物
事
を
伝
え
る

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
話
す
こ
と
に
よ
り
意
思
疎
通
を
は

か
る
こ
と
の
意
味
は
、
学
び
の
共
同
体

の
中
で
知
識
を
共
有
し
、
深
め
な
が
ら

前
に
進
む
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
米
国
の
教
育
現
場
で
は
、
自
分

の
発
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
他
の
生
徒
に

ど
れ
ほ
ど
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
視
さ
れ

ま
す
。
日
本
で
は
、
書
く
こ
と
ば
か
り

を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
勉
強
し
た
成

果
が
自
分
に
し
か
帰
属
せ
ず
、
話
す
こ

と
ほ
ど
に
は
周
囲
に
影
響
を
与
え
る
こ

ん
で
き
ま
し
た
。米
国
で
政
治
学
者
だ
っ

た
と
き
に
は
、
議
員
定
数
の
地
域
別
格

差
を
是
正
す
る
と
ど
う
な
る
か
が
研
究

テ
ー
マ
の
一
つ
で
し
た
。
帰
国
後
は
、

東
京
と
地
方
の
格
差
で
す
。
な
か
で
も

英
語
教
育
に
関
す
る
格
差
に
つ
い
て
考

え
る
と
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
山
形

な
ど
地
方
は
東
京
と
異
な
り
、
小
さ
い

頃
か
ら
英
語
教
育
を
受
け
る
選
択
肢
が

そ
も
そ
も
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
住
ん

で
い
る
地
域
に
よ
っ
て
良
質
な
英
語
教

育
に
接
す
る
機
会
に
差
が
な
い
よ
う
に

で
き
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
あ

り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
日
本
で
生
ま
れ

育
つ
こ
と
自
体
、
英
語
を
使
っ
て
仕
事

を
す
る
に
あ
た
っ
て
不
利
な
条
件
に
な

ら
な
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、

格
差
や
不
公
平
を
小
さ
く
で
き
な
い
か

と
。
そ
う
い
う
英
語
に
関
す
る
格
差
を

自
ら
が
作
っ
た
塾
で
解
消
し
て
い
こ
う

と
考
え
ま
し
た
。

若
田
部　

確
か
に
、
世
界
で
使
わ
れ
て

い
る
大
学
の
標
準
的
な
教
科
書
は
英
語

で
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
た
め
、
英
語

を
母
語
と
す
る
人
た
ち
は
、
そ
う
で
な

い
人
に
比
べ
て
有
利
で
す
よ
ね
。

斉
藤　

一
般
に
各
国
で
使
わ
れ
て
い
る

大
学
の
一
般
教
養
の
入
門
書
は
わ
か
り

他
の
生
徒
に
ど
れ
だ
け
刺
激
を

与
え
た
か
を
問
う
米
国
の
学
校
教
育
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若
田
部　

英
語
教
育
に
限
ら
ず
、
日
本
の

教
育
の
現
状
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　

日
本
で
は
、
公
立
小
学
校
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
よ
り
一
年
早
く
進
む
塾
に
入

り
、
中
学
入
試
で
高
得
点
を
取
っ
て
良
い

学
校
に
進
学
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ

ば
出
し
抜
き
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
状
況
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
母
語
が
日

本
語
で
は
な
い
外
国
出
身
の
子
ど
も
が
増

え
て
い
る
中
で
、
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち

に
日
本
語
を
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
現
代

的
な
課
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か

で
、
社
会
全
体
で
教
育
の
水
準
を
上
げ
、

そ
の
た
め
に
資
源
を
投
入
し
て
い
く
、
と

い
う
発
想
に
立
た
な
い
と
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。
英
語
塾
で
教
育
に
携
わ
っ
て
い

る
私
と
し
て
は
、
社
会
全
体
を
底
上
げ
す

る
と
い
う
発
想
に
立
て
る
、
そ
ん
な
リ
ー

ダ
ー
を
育
て
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　
日
本
人
が
英
語
に
苦
手
意
識
を

持
つ
の
は
、
教
え
方
の
問
題
だ
と
い
う
声

も
聞
か
れ
ま
す
が
、
斉
藤
さ
ん
は
ど
う
思

わ
れ
ま
す
か
。

斉
藤　
例
え
ば
、
昔
、
い
く
つ
か
の
脈
絡

の
な
い
英
語
の
例
文
を
、
お
経
を
唱
え
る

よ
う
に
し
て
暗
記
し
た
経
験
を
さ
れ
た
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し

た
苦
行
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
も
つ
ら
い

だ
け
で
す
し
、
苦
手
意
識
を
持
っ
て
し
ま

い
、
結
局
英
語
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
よ
り
は
、
好
き
な
も
の
と
ひ

も
づ
い
た
、
生
き
た
文
を
覚
え
る
方
が
よ

ほ
ど
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。
私
ど
も
の

塾
で
は
、
ビ
デ
オ
教
材
を
使
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
と
関
連
し
た
例
文
を
覚
え
る

と
い
っ
た
授
業
を
し
た
り
、
小
学
生
で
あ

れ
ば
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
通
じ
て
楽
し
み
な

が
ら
、
自
然
な
形
で
英
語
を
習
得
す
る
こ

と
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

若
田
部　
小
学
校
か
ら
英
語
を
教
え
よ
う

と
す
る
昨
今
の
英
語
教
育
の
方
向
性
に
つ

い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

斉
藤　
低
年
齢
の
子
ど
も
た
ち
は
、
文
法

的
に
高
度
な
こ
と
は
当
然
理
解
で
き
ま
せ

ん
が
、
音
を
拾
う
の
は
上
手
で
す
。
英
語

教
育
を
早
期
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

学
齢
の
子
ど
も
た
ち
の
特
徴
を
最
大
限
に

生
か
す
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
と
て
も
重

要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
あ
と
は
、
親
御
さ

ん
が
間
違
え
な
が
ら
も
子
ど
も
の
前
で
楽

し
そ
う
に
英
語
を
使
う
と
い
う
の
が
一
番

い
い
。
私
ど
も
の
塾
で
も
よ
く
保
護
者
の

方
か
ら
「
私
の
下
手
な
英
語
で
読
み
聞
か

せ
を
し
て
い
い
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
で
い
い
。
そ
の
う
ち
子

ど
も
の
方
が
親
よ
り
英
語
が
上
手
に
な
っ

て
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
自
信
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

日
本
銀
行
が
事
務
局
を
務
め

る
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
テ
ー
マ
に
、

「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
（
お
金
に
関
す
る
知

識
や
判
断
力
）
の
向
上
」
が
あ
り
ま
す

（
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
〇
一
六
年
秋
号

の
「
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
→
Ｂ
Ｏ
Ｊ
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）。
こ
の
金
融
広
報
中
央
委
員

会
の
取
り
組
み
の
一
つ
が
金
融
知
識
の

普
及
で
す
。
例
え
ば
最
近
話
題
に
な
っ

て
い
る
金
融
詐
欺
の
場
合
、
相
手
が
巧

妙
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
す

が
、
イ
ン
フ
ラ
（
基
盤
）
と
い
う
意
味

で
の
金
融
の
知
識
を
広
め
て
い
く
こ
と

が
、
そ
う
し
た
詐
欺
へ
の
最
大
の
予
防

策
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
日

本
全
国
に
金
融
知
識
を
普
及
し
て
い
き

た
い
の
で
す
が
、
遠
隔
地
に
出
向
い
て

い
く
の
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
し
て
学
習
す
る
「
ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ
」
と
併
せ
て
進
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
英

語
教
育
に
お
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。

斉
藤　

わ
れ
わ
れ
も
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

を
一
部
導
入
し
て
い
ま
す
。
文
法
な
ど

の
講
義
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
て
も

ら
い
、
そ
れ
を
使
う
練
習
を
教
室
で
や

り
ま
し
ょ
う
と
。

　

た
だ
、
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
課
題
も

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
ジ

タ
ル・デ
ィ
バ
イ
ド
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
こ
な
せ
る

者
と
使
い
こ
な
せ
な
い
者
の
間
に
生
じ

る
格
差
）
の
問
題
。
加
え
て
、
ｅ
ラ
ー

ニ
ン
グ
で
は
自
学
時
間
が
長
く
な
る
の

で
、
生
徒
の
や
る
気
の
差
異
が
学
力
格

差
拡
大
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
自

分
の
発
言
で
相
手
の
言
葉
遣
い
が
変
わ

る
な
ど
、
意
思
の
疎
通
が
成
立
す
る
場

面
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
わ
な
い
と
言

語
は
上
達
し
ま
せ
ん
。
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

で
は
そ
う
し
た
力
を
十
分
育
む
の
は
な

か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。

若
田
部　

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
よ
う

な
対
話
型
の
仕
掛
け
が
あ
れ
ば
、
そ

子
ど
も
の
強
み
を
生
か
す

英
語
教
育

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る

学
習
の
有
効
性
と
課
題
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う
い
っ
た
課
題
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

斉
藤　

あ
く
ま
で
も
現
段
階
で
は
、
自

動
化
さ
れ
た
仕
組
み
は
、
訴
求
力
で
人

間
に
及
ば
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
若
田

部
副
総
裁
が
目
の
前
で
語
ら
れ
る
の
と
、

ビ
デ
オ
映
像
で
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
を

観
る
の
と
で
は
、
効
果
は
ま
っ
た
く
違

い
ま
す
よ
ね
。
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
得
意

な
事
と
対
面
で
や
る
べ
き
事
を
し
っ
か

り
見
極
め
る
こ
と
が
、
教
育
の
現
場
で

は
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
田
部　

斉
藤
さ
ん
は
ご
著
書
で
、
教

養
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

米
国
で
教
べ
ん
を
執
ら
れ
て
い
た
ご
経

験
も
踏
ま
え
、
教
養
に
つ
い
て
の
お
考

え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

斉
藤　

日
本
人
は
教
養
と
い
う
言
葉
を

聞
く
と
常
識
や
知
識
と
考
え
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
私
が
考
え
る
教
養
は
、
生

涯
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
た
め
の
態
度

や
基
盤
で
す
。
正
し
い
知
識
を
獲
得
し

て
い
く
と
い
う
よ
り
、
間
違
っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
時
代
遅
れ
の
知
識
を
淘と

う

汰た

し
、

新
し
く
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
教
養
と

考
え
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
や
ツ
ー

ル
と
し
て
英
語
が
あ
る
。
で
す
か
ら
大

学
入
試
の
た
め
で
は
な
く
、
学
び
続
け

る
た
め
の
ス
キ
ル
と
し
て
英
語
を
捉
え

て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し

続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

若
田
部　

教
養
と
は
、
哲
学
者
カ
ー
ル・

ポ
パ
ー
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ま
さ
に
「
果
て
し
な
き
探
求
」
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

斉
藤　

そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
力
を
養

う
た
め
に
は
、
一
般
教
養
の
入
門
書
を

読
ん
で
何
か
を
得
る
よ
り
、
ご
く
限
定

さ
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
で
も
構
わ
な
い
の
で
、

深
く
掘
り
下
げ
て
み
る
経
験
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

米
国
の
大
学
で
は
、
例
え
ば
東
ア
ジ

ア
宗
教
概
論
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の

日
本
の
仏
教
を
学
ぶ
と
い
っ
た
、
ご
く

限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
た

コ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

う
し
た
限
定
し
た
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の

か
。
結
局
、
概
論
や
入
門
書
は
自
分
で

本
を
読
め
ば
習
得
で
き
る
。
重
要
な
の

は
、
自
分
で
新
し
い
知
識
を
獲
得
し
吟

味
す
る
た
め
の
方
法
論
を
体
得
す
る
こ

と
で
す
。
限
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
、
ゼ

ロ
か
ら
何
か
を
獲
得
す
る
経
験
を
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

若
田
部　

受
け
身
で
習
う
だ
け
で
は
な

く
、
自
ら
深
く
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

斉
藤　

そ
の
通
り
で
す
。
決
し
て
知
識

の
総
量
は
増
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
学
生
の
う
ち
に
そ
う
い
う
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
積
ん
で
お
け
ば
、
将
来
、
ど

ん
な
分
野
に
い
っ
て
も
そ
の
ス
キ
ル
と

い
う
の
は
生
き
る
で
し
ょ
う
し
、
常
に

知
識
や
ス
キ
ル
を
更
新
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
私
自
身
の
留
学
、

そ
し
て
教
べ
ん
を
執
っ
て
き
た
経
験
か

ら
、
そ
う
痛
感
し
ま
し
た
。

若
田
部　

そ
う
し
た
教
養
に
通
じ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
大
学
教

育
と
欧
米
の
大
学
教
育
を
比
較
し
て
、

欧
米
の
方
が
古
典
を
重
ん
じ
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
米
国
の
大
学

で
は
歴
史
家
・
政
治
家
の
ア
レ
ク
シ
ス
・

ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
著
し
た
『
ア
メ
リ

カ
の
民
主
政
治
』
は
必
読
文
献
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

斉
藤　

欧
米
で
は
、
実
際
に
作
品
を
読

み
、
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
現
代
的
な
意

味
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
と
こ
と
ん
話

し
合
っ
て
納
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む

の
が
古
典
読
解
の
一
つ
の
や
り
方
で
す
。

日
本
で
は
そ
う
し
た
姿
勢
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
。

　

一
般
教
養
が
、
単
に
講
義
を
聞
い
て

知
識
を
増
や
す
こ
と
だ
と
考
え
る
の
は
、

こ
れ
か
ら
自
立
し
た
社
会
人
と
し
て
情

報
の
海
を
泳
い
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
た
ち
に
対
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

と
し
て
は
古
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

も
、
欧
米
の
素
晴
ら
し
い
部
分
は
取
り

入
れ
な
が
ら
、
教
養
を
い
か
に
育
ん
で

い
く
べ
き
か
と
い
っ
た
議
論
を
深
め
て

い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

若
田
部　

本
日
は
、
示
唆
に
富
ん
だ
お

話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

教
養
と
は
知
識
で
は
な
く

生
涯
学
び
続
け
る
た
め
の
基
盤


