
３
３ 

ガ
リ
版
刷
り
の
英
語
教
育 

 

山
邊 

吉
也
東
京
昭
和
４
東
高
在
職
４
～
２
３ 

授
業
に
お
い
て
、
生
徒
に
配
布
す
る
プ 

リ
ン
ト
類
が
、
ガ
リ
版
刷
り
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
教
員
は
今
後
ま
す
ま
す

減
少
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
昭
和
の

時
代
は
、
全
て
の
プ
リ
ン
ト
が
手
書
き
の

ガ
リ
版
刷
り
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う

な
プ
リ
ン
ト
を
毎
日
の
よ
う
に
生
徒
に
配

布
し
て
授
業
を
行
な
っ
た
の
は
、
山
邊
吉

也
で
す
。
後
に
文
部
大
臣
に
も
な
る
卒
業

生
の
永
井
道
雄
（
４
９
回
）
は
、
山
邊
の

授
業
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

ま
す
。「
中
学
１
年
を
通
し
て
、
山
辺
先
生
は
、
英
語

の
リ
ー
ダ
ー
を
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ

り
、
先
生
は
毎
日
の
よ
う
に
、
発
音
記
号
だ
け
で
書
い
た

ガ
リ
版
の
紙
を
配
っ
た
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
習
っ
た
の

は
、
３
学
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
は
ほ

と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
が
、
中
学
１
年
の
と
き
に
は
、
発

音
記
号
で
読
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
自
由
で
あ
っ
た
。」

（『
私
の
外
国
語
修
業
』
中
公
新
書 

１
９
７
０
よ
り
） 

 

残
念
な
が
ら
、
山
邊
の
つ
く
っ
た
プ
リ

ン
ト
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
附
属
中
で
は
パ
ー
マ

ー
以
来
の
「
新
教
授
法
」
が
続
い
て
い
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

３
４ 

ク
ェ
ス
チ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス 

 

石
橋
幸
太
郎 

福
岡
県 

大
１
２
東
高
師
卒 

在
職
昭
和
４
～
２
０ 

東
京
教
育
大
教
授 

昭
和
３
５
年
か
ら
３
８
年
の
３
年
間
に 

わ
た
っ
て
全
１
５
巻
も
の
『
ク
エ
ス
チ
ョ

ン
・
ボ
ッ
ク
ス
』
と
い
う
書
が
編
纂
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
最
終
巻
の
１
５
巻
目

が
筆
者
・
山
口
の
手
元
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
身
を
見
る
と
、『
英
語
教
育
』
に
寄
せ

ら
れ
た
、
当
時
の
中
学
校
や
高
等
学
校
の

教
員
の
、
英
語
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑

問
に
つ
い
て
、『
英
語
教
育
』
の
編
集
を
担

当
し
て
い
た
旧
東
京
高
等
師
範
学
校
、
東

京
教
育
大
学
の
教
官
、
さ
ら
に
、
パ
ー
マ

ー
が
つ
く
っ
た
英
語
教
育
研
究
所
（
後
に

名
前
を
変
え
て
語
学
教
育
研
究
所
と
い

う
）
に
集
う
人
た
ち
が
、
丁
寧
に
一
つ
一

つ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
答
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
英
国
の
天
文
台
の
あ
る
Ｇ
ｒ
ｅ

ｅ
ｎ
ｗ
ｉ
ｃ
ｈ
の
発
音
は
、
ど
う
し
て
［
ｇ

ｒ
ｉ
：
ｎ
ｗ
ｉ
ｔ
］
で
は
な
く
て
、［
ｇ
ｒ

ｉ
ｎ
ｉ
ｄ
］
な
の
か
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と

し
た
先
生
方
の
疑
問
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
答
え
や
そ
れ
ら
を
ま
と
め
、

著
書
の
編
集
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は
、

石
橋
幸
太
郎
で
す
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
ク

エ
ス
チ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
と
い
う
ア
イ
デ
ア

は
パ
ー
マ
ー
が
始
め
た
よ
う
で
す
が
、
そ

れ
を
戦
後
も
引
き
継
い
で
、
戦
後
の
英
語

教
育
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
や

は
り
附
属
中
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
こ
と
の

あ
る
教
官
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
石
橋
は
、
東
京
高
等
師
範

を
卒
業
す
る
と
、
埼
玉
県
の
熊
谷
中
学
・

茨
城
県
の
龍
ヶ
崎
中
学
の
教
官
を
経
て
附

属
中
学
の
教
官
と
な
り
ま
し
た
。
附
属
中

の
教
官
と
な
っ
た
石
橋
は
、『
中
等
教
育
研

究
』
誌
上
で
、
自
ら
の
英
語
教
育
の
実
践

研
究
を
掲
載
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
教

官
と
と
も
に
教
科
書
を
編
纂
し
、
さ
ら
に

は
、
オ
グ
デ
ン
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
共
著
で
難

解
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
『
意
味
の
意

味
』
と
い
う
著
書
な
ど
も
翻
訳
す
る
と
い

う
勉
強
を
し
ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
な
石
橋
の
英
語
の
授
業
に
つ

い
て
は
、
教
え
子
や
同
僚
な
ど
に
よ
る
『
追

悼 

石
橋
幸
太
郎
先
生
』(

石
橋
先
生
追
悼
会
昭

和
５
５ 

非
売
品)

の
中
に
、
例
え
ば
音
楽
家
の

芥
川
也
寸
志
が
、
彼
に
つ
い
て
、
戦
時
下

に
あ
っ
て
も
芸
術
を
愛
し
て
い
た
こ
と
な

ど
の
想
い
出
と
一
緒
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
石
橋
自
身
の
活
動
に
就
い
て
は
、

自
ら
の
『
英
語
学
覚
え
書
』（
昭
和
３
３
）
、『
書

斎
随
想
』（
昭
和
４
３
・
両
著
と
も
吾
妻
書
房
）
に

語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

３
５ 

若
き
天
才
英
学
者
の
死 

 

山
路 

太
郎 

三
重
昭
和
５
東
高
師
卒
在
職
１

１
～
１
３ 

戦
前
の
東
京
高
等
師
範
学
校
の
教
授
た 

ち
が
中
心
に
な
っ
て
、
英
語
教
育
が
困
難

に
な
り
始
め
た
昭
和
１
０
年
代
に
、
監

修
・
企
画
し
た
英
語
に
関
す
る
研
究
著
書

シ
リ
ー
ズ
に
、「
英
友
叢
書
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
シ
リ
ー
ズ
が
何
巻
ま

で
続
い
た
か
に
つ
い
て
は
調
べ
て
い
ま
せ

ん
が
、
そ
の
第
６
巻
に
『
英
詩
文 

実
践

解
釈
考
』（
興
文
社
刊 

昭
和
１
４
）
と
い
う
す

ば
ら
し
い
著
書
が
あ
り
ま
す
。
中
身
は
、

言
語
学
を
駆
使
し
た
英
詩
の
解
釈
学
で
、

著
者
は
山
路
太
郎
で
す
。
そ
の
著
書
が
ど

の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
の
か
、
ま
た
、
山

路
太
郎
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た

の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
跋
」
に
福
原

麟
太
郎
の
解
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

山
路
は
、
伊
賀
上
野
の
大
き
な
造
り
酒

屋
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
上
野
中
学
か

ら
東
京
高
等
師
範
、
東
京
文
理
大
を
卒
業

し
、
文
理
大
在
学
中
に
、
当
時
教
鞭
を
と

っ
て
い
た
青
年
詩
人
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｍ 

Ｅ

ｍ
ｐ
ｓ
ｏ
ｎ
に
教
わ
り
、
彼
の
先
生
で
あ

っ
た
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
の
研
究
を
し
、

そ
の
言
語
学
の
方
法
を
心
得
ま
し
た
。
附

属
中
学
の
先
生
に
な
る
と
、
ダ
イ
レ
ク

ト
・
メ
ソ
ッ
ド
の
心
理
学
的
基
礎
を
求
め

た
実
験
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
発
表
す
る

と
、
そ
れ
は
、
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
と

し
て
絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。「
こ
れ
は
日
本
の
、
あ

る
い
は
恐
ら
く
世
界
の
外
国
語
教
授
法
で
、
初
め
て
試
み

ら
れ
た
外
国
語
学
習
に
つ
い
て
の
心
理
的
実
験
報
告
で

あ
る
か
も
知
れ
な
い
。『
英
語
で
考
え
る
』
と
い
う
こ
と

は
、
た
だ
、
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
は
今
ま
で
誰
も
論
じ
な
か
っ

た
が
、
山
路
君
は
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
日
本
語
の
思
考

組
織
が
英
語
の
思
考
組
織
に
、
そ
の
都
度
組
み
か
え
ら
れ

な
け
れ
ば
、『
英
語
で
考
え
る
』
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
し
て
、
組
み
換
え
の
手
続
き
の
素
早
く
行
な
わ
れ

る
た
め
に
、
口
頭
練
習
が
効
果
を
持
つ
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
山
路
は
英
語
学
研

究
者
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
一
方
で
健

康
に
す
ぐ
れ
ず
、
慰
安
と
い
え
ば
専
ら
映

画
を
見
る
こ
と
だ
け
で
、「
英
語
青
年
」
に

は
、
毎
号
「
映
画
雑
感
」
な
ど
を
掲
載
し
、

そ
の
他
の
時
間
は
が
む
し
ゃ
ら
に
勉
強
し

た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
が
た
た
っ
た
の

か
、
彼
は
、
若
干
数
え
年
３
１
歳
で
惜
し

ま
れ
つ
つ
亡
く
な
り
ま
し
た
。
『
英
詩
文 

実
践
解
釈
考
』
は
彼
の
唯
一
の
遺
著
で
す
。 

 

附
属
中
学
校 

教
官
伝 英
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科
編
１
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号 

 

平
成
２
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年
２
月
５
日 

 


