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語
学
ラ

ボ

ラ

ト

リ

ー

と

外
国
語
教
育

永

井

み

ち

子

一

こ

と

ば
の

学
習
の

最
終
目
標
は

､

そ
の

こ

と

ば

を

用
い

て

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

可
能
に

な
る

こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し
一

口

に

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

と
い

っ

て

も
､

n

勺
じ

村
e

n

-

P
ロ

唱
一

品
e

に

よ
る

そ

れ

と

司
コ.

t
t

e

n

-

呂
聖
一

品
e

に

よ

る

そ
れ

､

ま
た

そ

れ

ら
を

専
ら

受
動
的
に

受
入

れ

る

場

合
(

訂
P

ユ
β

g
)

3

邑
-

ロ

g
)

と
､

能
動
的
に

用
い

る

易
合
(
∽

p
e

P

村

ど
的
-

司

注
ぎ
粥
)

と
の

問
に

は

か

な

り

な

相
違
が

あ
る

｡

従
っ

て
､

そ

れ

ら

を

習
得
す

る

過
程
は

当
然
単

一

の

も

の

で

は

な
い

｡

こ

れ

ま

で

主
と

し

て

弓

邑
t

e

n

-

呂
的

巨
g
e

に

重

点
を

お
い

て

き

た

日

本
の

外
国
語
学
習
で

は
､

文
字
言
語
に

よ

る
コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

は

可
能
で

も
､

音
声
言
語
と

な

る

と
､

そ

れ
が

非
常
に

初
歩
的
な

も

の

で

あ
っ

て

も
､

理

解
に

困
難
を

覚

え

る

と
い

う
事
実
か

ら
も

､

こ

れ

ら

両
者
の

性
格
の

相
違
が

窺
わ

れ

る

わ

け

で

あ

る
｡

し

か

し
､

だ

か

ら
と
い

っ

て

こ

れ

ら

音

声
言
語
と

文
字
言
語
は

全
く

相

反
す

る

機
能
を

も
つ

も

の

で

は

な
い

｡

そ

れ

は

種
々

異
な
っ

た

面
に

重

点

を

お

い

た

t
｡

琶
E
n

粥

2
e

t

F
O

計

の

結
果
を

比

較
し

て

み

れ

ば

明
ら
か

で

あ

る
｡

例
え

ば

笥
P

日

日

竿
t

l

告
巴

邑
○

β

日
2
t

訂
き

巴
記
つ
t

ヨ
e
t

ど
P

､

細

○

邑
名
句
↑

O
P

阜
-

声
ロ
∽

!
○

ヨ
邑
○

ロ

g

冒
日
日
P
→

に

も

と
づ

く
も

の

な

3

ど

が

試
み

ら

れ
､

そ
の

い

ず
れ
も

が

あ

る

程
度
の

整
っ

た

教
育
条
件
の

も

と

で

は
､

そ

れ

ぞ

れ
に

成
果
を
あ

げ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

○

邑
P

胃
ヨ
覧
廿

で

は

た

し

か
に

聴
き

話
す
カ
が

伸
び

て

い

る

し
､

的
→

P

日
告
･

t

冒
口

巴
b

已
O

n

日
e
t

け

a

で

は

読
書

力
が

つ

い

て

い

る
｡

し

か

し

同

時
に

○

邑
p
p

･

唱
○

琶
F

で

皇
統

亭
カ
の

伸
び

が

認
め

ら

れ
､

訳
読
方
式
の

み

で

学
ん

だ

人
で

も
､

立

派
に

聴
き

話
す
カ
を

備
え

て

い

る
こ

と

も

事

実
で

あ
る

｡

こ

の

事
実
が

示

す

よ

う
に

､

音

声
言
語
と

文
字
言
語
の

間
に

は
､

た

し
か

に

コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

性
格
と

し
て

の

相
違
は

存
在
す
る

が
､

言
語
の

本
質
と

し

て

は
､

互
い

に

他
を

香
定
し

合
う
も

の

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

わ
れ

わ

れ

が

母

国
語
を

学
ぶ

過
程
を
ふ

り

返
っ

て

み

る

な

ら

ば

明
ら
か

な

よ

う
に

､

ま

ず
わ

れ

わ

れ
は

音

声
言
語
を

習
得
す

る
｡

そ
の

既
習
の

音
声

言
語
の

上

に

文

字
を

重
ね

て

ゆ

く
｡

そ

の

際
に

音
声
言
語
は

文
字
の

学
習

に

決
し

て

妨
げ

に

は

な

ら

な
い

｡

本
来
言
語
学
習
と

は
か

く

あ
る

べ

き
も

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

が
､

外
国
語
学
習
と

な
る

と

さ

ま

ざ

ま

な

条
件
が

介
入

し
､

必

ず
し

も

母

国
語
を

習

得
し
た

の

と

同
じ

方
法
が

よ
い

と

は
い

え

な
い

｡

ま

ず
第

一

に

既
習
の

母

国
語
と
の

問
に

一

打

管
賢
訂

}

ま
e

→
h

官
e

日

誌

が

生

ず
る

｡

日

本
語
を

母

国
語
と

す
る

も

の

に

と
っ

て
､

全
く

言
語
形
式
の

異

な

る

印
欧
諸

国
語
を

学
ぷ

場
合

､

こ

の

問
題
は

特
に

深
刻
で

あ
る

｡

次
に

学
習
者
の

年
齢
に

よ
っ

て

も

ア

プ
ロ

ー

チ

の

方

改
を

変
え

ね

ば

な

ら

な
い

｡

ま

た

特
定
の

言
語
の

特
定
の

面
の

み

を

学
ぶ

､

即
ち

前
述
の

受
動
的
な

面
､

あ

る

い

は

能
動
的

な

面
､

更
に

細
分
す

れ

ば
､

ど
P

ユ
口
内
､

召
e

P

村

呂
.

粥
､
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蒜

乳
-

n

叫
-

弓
･

き
ー

β

的

と
い

っ

た

所
謂
四

技
能
の

う

ち
､

必

要
な

面
の

み

を

重

点
的
に

学
ぺ

ば

目
的
を

達
せ

ら
れ

る

と
い

う
こ

と

も
あ

り

う
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

自

然
に

習
得
す
る

母

国
語
と

ほ

全
く

異
な
っ

た

条

件
下
に

お

か

れ
て

い

る

外
国
語
学

習
を

､

母

国
語
習
得
と

同
じ

方
法
で

行
な

う
こ

と

に

は

多
く
の

矛
盾
が

生

じ

る

わ

け

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

最
も

効
果
的
な

こ

と

ば

の

学

習
方
浜
と

は
､

学
習
者
の

最
終

目
標
に

最
も

合
致
し
た

も
の

と
い

ゝ

㌢
〕

と

に

な

る
の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

を

無
視
し

て

単
に

ど

の

方
法
が

有
効
か

香
か

を

論
じ

る

の

は

無
意
味
で

あ
る

｡

む
し

ろ
あ

る

方
法
が

成

功
し

た

蔭
に

は
､

ど

ん
な

教
育
条
件
が

あ
っ

た

か

(

学

習
者
の

タ

イ
プ

､

年
齢

､

学
習
の

動

機
､

目
的

､

学
習
の

時
間
的
要

素
､

教
育
設
備

等
)
､

と
い

う
こ

と

の

方
が

ほ

る

か

に

重

要

な

の

で

あ

る
｡

源
氏
物
語
の

翻
訳
者

A
ユ

ぎ
り

W
巴
2

叫

は

現
代
日

本
語
は

二
言

も

し
ゃ

ぺ

れ
な

か

っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

古
典
語
を

目
標
に

し

て

い

た

人

に

と
っ

て

そ

れ

ほ

当
然
の

こ

と

で

あ

り
､

こ

の

よ

う
な

場
合
に

も
､

ま

ず

p

弓
巴
･

〇

言
-

賢
i

-

-

が

必

要
で

あ

る

と

説
く

者
は
い

な
い

｡

そ

れ
は

必

ず

し

も

古
代
言
語
と

現

代
言

語
の

比

較
で

な

く

と

も

い

え

る

こ

と

で
､

巴
-

⊇
T
O

冒
-

s

E
-

-

に

重

点
を

お
い

た

学
習
で

ほ
､

目
的
と

す
る

外

国
語

が

単
に

理

解
さ

れ
る

だ

け
で

な

く
､

習
慣
的
に

p

已
○

日

邑
○

に

駆
使
で

き

る

ま

で

に

そ
の

こ

と

ば
の

賢
コ

ー

O
t

喜
巴

や
p
t
t

e

コ
一

切

を

身
に

つ

け
る

こ

と

が

要
求
さ

れ

る
｡

音
声
の

正

確
な

聴
覚
像
を

も

た

ね

ば

な

ら

な
い

の

は

勿
論
で

あ

る
｡

そ

れ

に

反
し

､

詔

監
-

白

粥

の

み

に

重

点
を

置
く

場
合
は

､

書
か

れ
た

も
の

を

理

解
す
る

の

に

時
間
的
な

制
約
を

受
け
る

こ

と

は

な

く
､

発
音
も

実
際
の

発
話
と
は

程
遠
く
と

も
､

理

解
の

妨
げ
に

は
な

ら
な

い
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

こ

の

問
題
ほ

結
局

】

呂
的

占
e

と

勺
p

邑
e

の

区
別
と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う
｡

-

旨
g

焉

ほ
コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

の

手
段
で

あ

り
､

召

邑
e

は
ー

呂
g

琵

に

よ
っ

て

な

さ

れ

る
コ

､
､

､

ご
一

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

過
程
と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

従
っ

て

学
習
の

重
点
が

ー

呂
的

宮

に

あ

る

か

唱

邑
e

に

あ

る
か

に

よ
っ

て
､

そ

れ

が

言
語
に

つ

い

て

の

知
識
で

よ
い

場
合
と

､

げ
a
け

き
仏

紆

許
≡
∽

の

伸
び

を

目
指
す

場
合
が

生

じ
る

わ

け
で

あ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

目

標
と

す
る

言
語
が

現
代
語
で

あ

る

場
合

に

は
､

学
習
の

過
程
に

お
い

て

当
然
相
互

作
用
的
に

そ

の

両
方
の

要
素
が

影

響
し

合
い

､

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に

い

ず
れ
の

方
法
で

も

正
し

く

指
導

さ

れ

れ

ば
､

一

方
の

機
能
が

全
く

欠
け
て

し

ま

う
こ

と

は

あ

り

得
な
い

の

で

あ

る
｡

何
故
な

ら
､

-

呂
g

喜

を

目
標
に

し
た

場
合
で

も
､

言

語
に

は

童
P
の

な
い

も

の

は

な

く
､

思

考
の

問
も

黙
読
の

間
も

発
声
器
官
は

動
い

て

い

る

と
い

わ
れ

る

は

ど

音
声
は

切

り

離
せ

な
い

も
の

で

あ
る

か

ら
､

そ

の

場
合
に

ど
P

ユ
n

g

や

眉
e

P

E
ロ

g

の

能
力
が

全
く

欠
け
て

し

ま

う
こ

と

は

考
え

ら
れ

な
い

の

で

あ

る
｡

〓

こ

の

よ

う
に

多
様
な

監
葛
O
t
∽

を

も

つ

こ

と

ば
の

学

習
の

中
で

､

数
百

人
､

数
千
人
を

対

象
に

し

な

け

れ
ば

な
ら

な
い

学
校
教
育
に

お
い

て

ほ
､

個
々

の

学
習
者
の

目
棟
を

個
別
に

満
足
さ
せ

る

こ

と

は

不

可
能
で

あ

り
､

結
局
は

彼
ら
の

目
標
の

最
大
公
約
数
に

則
し

た

方
向
を

と

ら
ざ

る

を

得
な

く
な
っ

て

く
る

｡

従
来
ま
で

の

外
国
語
教
育
が
g

岩
日
2
罵
･

t

旨
β
巴
む

已
○

日

中
心

で

あ
っ

た
の

に

は

そ

れ

な

り
の

理

由
が

あ
っ

た
｡

即
ち

､

外
国
語
は

外
国
文
化
を

吸

収
す

る

た

め

に

不

可
欠
の

手
段
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

で

j

あ

り
､

し
か

も

そ

の

場
合
に

媒
体
と

な
る

も
の

は

主
と
し

て

文
字
で

書
か

詔
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れ

た

も

の

で

あ
っ

た

か

ら
､

は

じ

め
に

述
べ

た

言
語
学
習
の

受
動
面

､

中

で

も

→

｡

p

巴
n

g

の

み
が

マ

ス

タ
ー

さ

れ

れ

ば

よ

く
､

人
と

人
と

の

接

触

を

通
し

て

音
声
面
か

ら

文
化
を

吸

収
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

っ

た

必

要
性
は

殆
ど

な
か

っ

た
｡

と

こ

ろ

が

近

年
､

外
国
語
(

特
に

英
語
)

が

外
国
文

化
の

吸

収
に

利
用

さ

れ

る
の

み

で

な

く
､

逆
に

日

本
文
化
を

国
外
に

紹
介
し

､

ま

た

国
際
社

会
で

互
い

に

知
識

､

意
見
の

交
換
を

行
な

う
た

め

の

共
通
語
へ

と

推
移
し

て

く
る
に

従
っ

て
､

従
来
の

文
字
言
語
に

よ

る

訳
読
中
心

の

教
育
で

ほ

社

会
の

要
請
に

応
え

ら

れ

な

く
な

り
､

音
声
言
語
を

重

視
し

た

教
育
の

必

要

性
が

説
か

れ

る

よ

う
に

な
っ

て

き
た

｡

こ

の

社
会
の

要
請
が

､

た

ま
た

ま

並

行
し
て

発
達
し
て

き
た

電
気
工

学
の

カ
と

結
び

つ

い

て
､

新
し
い

言
語

教
育
棟
材
と

し
て

登
場
し
た

の

が

語
学
ラ

ぎ
フ

ト

リ

ー

で

あ

る
｡

日

本
で

の

最
近
の

語
学
ラ

ボ

ラ
ト

リ

ー

設

置
状
況
調
査
(

昭

和
四
三

年

(

ュ
)

三

月
現
在
)

で

は
､

大
学
レ

ベ

ル

で

ラ

ボ

ラ

ト

リ

ー

を

も
っ

て

い

る

の

は
､

国
公
私
立
併
せ

て

二

二

四

校
に

の

ぼ
っ

て

お

り
､

こ

れ

は

我
が

国
全
大
学

数
三

六

九
校
の

約
六

〇
%
を

占
め

る

数
字
で

あ

る
｡

換
言
す
れ

ば
､

語
学

ラ
ボ

ラ

ト

リ

ー

ほ
､

大
学
の

外
国
語
教
育
の

中
で

か

な

り

な

部
分
を

占
め

っ

っ

ぁ
る

と

推
定
し

得
る

数
字
で

あ

る
｡

音
声
面
に

重

点
を

お

く

教
育
の

場
合
に

必

要
な
の

は
､

正
し
い

発
音
と

発
話
の

で

き

る

有
能
な

教
師
で

あ

り
､

ま

た

そ
の

教
師
は

倦
む
こ

と

な

く
､

正

し
い

発
音
と

発
話
を

学
習
者
に

供
給
し

続
け

る
こ

と
が

要
求
さ

れ

る
｡

し
か

し
､

前
者
の

条
件
を

満
た

す
有

能
な

教
師
と
い

う
の

は
､

当
然
そ

の

国
語
を

母

国
語
と

す
る

､

あ

る
い

ほ

そ

れ
に

近
い

能
力
を

も
っ

た
､

教
師

と
い

う
こ

と
に

な

り
､

そ

の

敦
は

非
常
に

限
定
さ

れ
る

｡

殊
に

こ

の

場
合

は
､

そ

の

教
師
自
身
が

正

し
い

発
音
と

発
話
を

伝
え

得
る
一

己
○

→

日

昌
t

朋

で

あ

る

と

同
時
に

､

そ
の

国
語
を

外
国
語
と
し

て

教
え

る

た

め

の

言
語
学

､

3

言
語
教
育
の

専
門
家
で

あ
る

こ

と

が

要
求
さ

れ

る

た

め
､

そ
の

数
は

更
に

少
な
い

も

の

と

な

る
で

あ

ろ

う
｡

ま

た

後
者
の

条
件
(

反
復

練
習
を

重

ね

る
)

を

満
た

す
こ

と
ほ

､

生
身
の

人
間
に

と
っ

て

時
間
的

､

体
力
的
に

限

界
が

出
て

く
る

｡

そ
れ

に

と
っ

て

代
っ

て

登
場
し

た

の

が

語
学
ラ
ボ

ラ

ト

リ
ー

な
の

で

あ
る
｡

こ

こ

で

用
い

る

教
材
は

､

重
宝
墓
相

教
育
理

論
に

基

い

て

作
ら

れ

た

も
の

を
､

一

度

口

邑
言

8
e

p

打
e

→

に

録
音
し

て

も

ら

え

ば
､

あ

と

は

殆
ど

無
限
に

使
用
で

き

る

わ

け

で

あ

る
｡

語
学
ラ
ボ

ラ
ト

リ
ー

が

外
国
語
学
習
の

場
面
に

姿
を

現
わ

し

て

よ

り

も

は

や
一

〇
年
以
上

と
も

な
っ

た

今
日

､

そ
の

具
体

的
な

仕
組
を

詳
細
に

述

(

2
)

ぺ

る

こ

と

は

無
用
と

思
わ

れ

る

の

で
､

そ
の

利
用
方
式
及
び

教
材
を

考
察

す
る

た

め
に

必

要
な

最
少
限
の

骨
子
を

概
説
す
る

に

留
め

た

い
｡

こ

の

設

備
の

中
心

を
な

す
の

は
､

教
材
送
り

出
し

用
の

マ

ス

タ
ー

･

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ
ー

と
､

そ

れ

を

受
け

と

め

る

学
生

用
イ
ヤ

ホ

ー

ン

及
び

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ
ー

で

あ
る

が
､

そ

れ

ら

の

結
び
つ

き

方
に

次
の

三

種
類
が

あ

る
｡

(

こ

A

已
F
官

∽

監

言
(

P

賢
e

ロ

○

已
ユ

(

N

)

A
+

邑
i

?
p
O
t

才
e

(

こ
巴
わ

日

昌
P

葛
e

p

灯
)

(

こ

A

已
6

.

･

邑
-

畠
･

〇
〇

2
p

宅
P

き
2

(

E
∽

訂
ロ

ー

払

葛
P
打

昌
一

只
7

8
邑
)

山

は

学
生

用
に

個
別
の

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ
ー

を

も

た

ず
､

マ

ス

タ

ー
･

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ

ー

よ

り

送
り

出
さ

れ
る

教
材
の

音
声
を

イ

ヤ

ホ

ー

ン

を

通
し

て

聴
く
だ

け

の

も
の

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

普
通
教
室
で

一

台
の

テ

ー

プ

レ

コ

ー

ダ

ー

か

ら
の

音
を

聴
く
の

と

変
り

は

な
い

が
､

イ

ヤ

ホ

ー

ン

を
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つ

け
､

ま

た

学
生

席
が

一

人
ず
つ

仕
切

ら
れ

て

い

る

た

め
､

よ

り

明

瞭
に

発
音
が

聴
き

取
れ

､

精
神
の

集
中
が

は
か

れ
る

と
い

う
利
点
が

あ

る
｡

仇

は

や

は

り

個
別
に

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ

ー

を

も

た

な
い

点
で

山
と

同
様
で

あ

る

が
､

学
習
者

用
に

イ
ヤ

ホ

ー

ン

の

他
に

マ

イ

ク

が

あ

り
､

そ
の

マ

イ
ク

に

話
し

か

け

た

自
分
の

声
が

､

イ
ヤ

ホ

ー

ン

を

通
じ

て

同
時
に

客
観
的
に

耳
に

達
す
る

仕
組
と

な
っ

て

い

る
｡

立
た

､

そ
の

マ

イ
ク

を

通
し

た

声
が

教
卓
に

あ
る

調
整
阜
を

通
じ
て

教
師
の

方
に

も

届
く

よ

う
に

な
っ

て

お

り
､

教
師
は

個
別
に

学
習
者
の

練
習
状
況
を

検
聴
し

な

が

ら
､

指
示
を

与
え
た

り
一

対
一

で

会
話
を

行
な

う
こ

と

が
で

き
る

｡

そ

の

間
他
の

学
習
者
は

そ

れ

に

煩
わ

さ

れ
る

こ

と

な

く

各
自
の

練
習
を

続
け

ら

れ
る

｡

仰
の

タ
イ

プ

は

所
謂
フ

ル

･

ラ
ボ

と

呼
ば

れ
る

も
の

で
､

仰

の

仕
組
に

学
習
者
用
録
音

機
(

こ

れ

に

ほ

通
常
二

ト

ラ

ッ

ク

又

は

四

ト

ラ
ブ

タ

の

デ
ュ

ア

ル

･

チ

ャ

ネ
ル

の

も
の

が

用
い

ら
れ

て

い

る
)

が

加
わ
っ

た

も
の

で

あ

る
｡

学
生

は
マ

ス

タ

ー
･

テ
ー

プ

レ

コ

ー

ダ
ー

か

ら

流
れ

て

く

る

教
材
を

聴
き
な

が

ら
､

そ
れ

を

自
席
の

テ

ー

プ

レ

コ

ー

ダ
ー

に

録
音
し

､

同
時
に

そ
の

教
材

の

指
示
通

り
の

発
音

､

発
話
を

試
み

る

と
､

そ

れ

も

録
音
さ

れ

る
｡

テ

ー

プ

上
の

録
音
状
態
を

図
示

す
る

と

次
の

よ

う
に

な

る
｡

聴
一

貫
河
齢
叩

弊
嘘

ロ
0

→
t

S

訂
F
t

e
叶

ロ

せ
R

P

ロ

戸

出
→

訂
什

p
-

t
.

0
0

き
s

t

e

F
t

e
-

n

已
t

e

→

=冒
P
ロ

n
.

掲

苛
薄
増

U
O

→
什

賢
e

F
{

e
-

ロ

P
-
t

e

【

‥

岩
P

n

P

P
〇
.

彗

鞍

H

E

≠

顎

簿
斗

斗

遍

≠

寸

斗
ヽ

て

く
○
-

-

P

仁

n
e

】
】

P

P
】

∽
○
}
-

.

ノ
｢

○
-
-

㌢

β
ロ
e

ペ

ロ
P
-

∽

○
-

-
.

伸
地

軸
≠

寸

斗
､

て

く
○
-

【

㌢

仁

n
e

H

ロ
p
】

⑦

O
H

-
.

く
○

ロ
㌢

≠
ロ
e

ロ
p
-

S

O

‥ロ
.

河

観

掛

河

覿

こ

の

よ

う
に

一

度
録
音
さ

れ

た

教
材
は

､

そ

の

あ

と

再
生
し

て

み

る

こ

と

に

よ

り
､

モ

デ
ル

の

録
音
と

学
習
者

白
身
の

録
音
と

を

比

較
検
討
し
､

自
ら
の

欠
陥

､

誤
り

を

客
観
的
に

認
識

､

矯
正

す

る
こ

と

が
で

き
る

｡

三

こ

の

よ

う
な

設
備
の

活
用
に

あ

た
っ

て

は
､

そ
の

利
用
目
的

､

学
習
者

の

タ

イ

プ
､

レ

ベ

ル

な

ど
か

ら
､

多
様
な

可
能
性
が

考
え

ら

れ

る

が
､

こ

こ

で

は

対

象
を

大
学
数
養
課
程
の

外

国
語
学
習
に

限
っ

て

考
え

て

み

た
い

｡

但
し

､

そ
の

中
で

英
語
と
そ

の

他
の

､

お

そ

ら

く

は

大
学

一

年
で

は

じ

め

て

接
す
る

､

第
二

外
国
語
と

は
､

当
然
別
々

に

考
え

ね

ば

な

ら

な
い

｡

語

学
フ

ポ

ラ

ー

リ

ー

で

の

学

習
を

有
効
に

す
る

た

め

の

大
切

な

条
件
は

､

次
の

二

点
に

し

ぼ

ら
れ

よ

う
｡

ま

ず
第

一

に
､

学
習
者
は

高
い

学
習
動
機

を
も
っ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
､

第
二

に
､

か

な

り

ま

と

ま
っ

た

期
間
に

､

集
中
的
に

用
い

る

所

謂
山

n
-

e

n
s
-

孟
0

0

喜
筈

に

用
い

る
こ

と
､

で

あ

る
｡

第
一

の

点
を

英
語
に

関
連
し

て

考
察
し

て

み

ょ

う
｡

大
学
入

学
時
ま
で

､

少
数
の

例
外
を

除
い

て

学
習
者
は

音
声
壬

墓
相

に

ほ

無
関
心

で

あ

り

(

あ

る

3

い

ほ

無
関
心
で

あ

ら
ざ

る

を

得
な
い

立

場
に

お

か

れ

て

お

り
)

､

そ

の

綜

33
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果
､

彼
ら

の

文

字
言
語
運
用
能
力
と

童
星

口

語
の

そ

れ

と

の

不

均
衡
が

甚

だ

し

く
､

音
声
言
語
と

し
て

語
学
ラ

ボ

ラ
ト

リ

ー

で

扱
い

得
る

教

材
の

レ

ベ

ル

は
､

文
字
言
語
の

レ

ベ

ル

よ

り

格
段
に

低
い

も
の

と

な

ら

ざ

る

を

得

な
い

｡

し

か

も

そ
の

よ

う
な

教
材
を

母

国
語
の

介
入

な

し
に

(

理

解
の

段

階
で

は

当
然
母

国
語
を

媒
体
と

し

て

教
材
内

容
を

認

知
､

把
握
し
て

い

る

ぺ

き

で
､

こ

こ

で

い

う
母

国
語
の

介
入

な

し

と

は
､

t

P

蒜
e

:
呂
笥
品
e

を

ロ

邑
言

-

賀
讐
品
e

の

形
式
に

置
き

換
え
る

作
業
を

し
な
い

と
い

う

意
味
で

あ
る
)

､

学
習
者
に

反
射
的
な

反

応
が

可
能
と

な

る

ま

で

定
着
さ

せ

る
に

は
､

か

な

り

辛
抱
強
い

反
復
練
習
が

強
制
さ
れ

る
｡

こ

れ

は

母

国

語
の

初
期
の

学
習
段
階
に

似
て

お

り
､

精
神
の

未
発
達
の

時
期
に

は

此

較

的
抵
抗
な

し

に

受
け

入

れ

ら

れ

る

が
､

す
で

に

完
全

な
ー

n
(

e
-
-

e

O
t

臣
-

呂
み

e

m

邑
○

邑
m
p

ど

旨
叫

に

達
し

た

成
人
学
習
者
に

ほ
､

余
程
強

固

な

動
機
づ

け
が

な
い

限
り

困
難
な

作

業
で

あ
る

｡

第
二

の

点
に

関
し

て

ほ
､

現
在
の

大
学
の

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

制

度
の

枠
に

当
て

は

め

る

限
り

､

短
期
間
の

｡

2
旨
｡
｡

喜
琵

を

設
け

る

こ

と

は

望
み

得
な
い

｡

英
語
を

専
門
と

す
る

大
学
を

除
け
ば

､

大
抵
は

丁
こ

ま

が

九
〇

分
乃
至

一

〇
〇
分
単

位
で

､

そ

れ

を
二

こ

ま

あ

る
い

は

三
こ

ま

通
年
層
習

(

3
)

す
る

規
定
に

な
っ

て

お

り
､

仮
に

こ

の

中
の

一

こ

ま

を

語

学
ラ
ボ

ラ

ト
リ

ー

で

の

学
習
に

当
て

る

な

ら

ば
､

一

回
に

し

て

ほ

長
す
ぎ

る

時
間
を

､

一

週
間
に

し

て

は

少
な

す
ぎ
る

回

数
だ

け

学
習
し

て
､

甚
だ

薄
い

成
果
を

得

る

と
い

う
結
果
を

招
く
こ

と
に

な
る

｡

つ

ま

り

時
間
割
編
成
面
は

従
来
の

笥
巴
日

日
P
ワ
t

旨

邑
a
t

6
.

ロ

方

式
に

便

利
な

ま

ま
､

そ
こ

に

新
し
い

学
習
形

式
と

機
材
を

は

め
こ

む

と
こ

ろ
に

無
理
が

生

じ

る

わ

け

で

あ
る

｡

そ
こ

で
､

ま

ず
第

一

の

日
｡

昏
1

邑
○

ロ

の

問
題
で

あ

る
が

､

こ

れ
に

は
､

学
習

者
の

内
面
よ

り

必

然
的
に

生
じ

て

く

る

も
の

と
､

外
か

ら

学
習
者
に

3 4

与

え

る

も
の

と
の

二

通
り

が

考
え

ら

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

二

者
は

不

則
不

離

3

の

も
の

で

あ
っ

て
､

学
習
者
の

側
に

内
的
必

然
性
が

皆
無
で

あ

れ

ば
､

如

何
に

よ

く
構
成
さ

れ

た

教
材
を

与

え

て

も

受
け

入
れ

ら
れ

な
い

で

あ

ろ

う

し
､

ま
た

逆
に

､

受
入

れ

態
勢
は

十
分
備
え
て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

そ
の

内
的
要
求
を

満
た

す
に

足
る

教
材
で

な
い

場
合
に

は
､

甚
だ

し

く

学

習
意

欲
を

そ

こ

な

う
こ

と
に

な

る

お

そ

れ
が

あ

る
｡

こ

の

場
合
最
も

困

難
な

問

題
点
は

､

先
に

述
べ

た

文
字
言
語
と

音
声
言
語
と

の

間
に

あ

る

ギ
ャ

ッ

プ

(

4
)

千

あ

る
｡

学
習
者
の

知
識
的
要
求
を

満
足
さ

せ
､

且
つ

音

声
言
語
の

特
質

(

個
々

の

サ
F
O

ロ
e

2
e

こ
白

日
O
t

喜
2

､

弓
e

旨
f

O

→

日
-

旨
思
F

日
こ
n
t

O

n

P
･

t

-

｡

ロ

等

こ
を

適
切
に

指
導
し

得
る

､

と
い

う
二

条
件
を

備
え

た

教
材
を

作
成
す

る
こ

と

は

非
常
に

む

ず
か

し
い

課
題
で

あ

る
｡

そ
こ

で

現
状
で

は

ど

う
し

て

も
､

知
的
要
求
を

満
た

す
も

の

よ

り

は

ま

ず
音

声
言
語
の

特
質

を

理

論
と

実
践
の

両
面
か

ら

導
入

し
､

次

第
に

内
容
の

伴
な
っ

た

も

の

へ

と

移

行
す
べ

き
で

あ
ろ

う
と

思
わ

れ

る
｡

但
し

､

如
何
に

初
歩
的
な

発
音

､

文
型
練
習
教
材
と
い

え

ど

も
､

単
な

る

機

械

的

な

a

弓
巴

匂
e

3
e

呈
○

ロ

t

e

賢

や

苛
諾
わ

3

せ

⊇

邑
O

e

で

は

な

く
､

必

ず
何
ら

か

の

一
賢
戸

已
-

○

ロ

(

5
)

を

伴
な
っ

た

も
の

を

用
い

る
ぺ

き

で

あ

る
｡

ま

た
､

は

じ
め

ほ

短
文

､

更

に

進
め

ば

長
文
の

内
容
把
捉
練
習
に

よ
っ

て
､

英
文
を

逐
一

日

本
語
に

訳

す

と
い

う
従
来
の

訳
読
習
慣
か

ら

脱
却
し

､

英
文
の

ま

ま
の

語
順
に

従
っ

て

理

解
す
る

訓
練
を

行
な

う
こ

と

が

で

き
る

｡

こ

れ

は

単
に

音
声
言
語

能

力
を

養
う
だ

け
で

な

く
､

英
文
の

直
読
直
解

､

冒
p

E
→

e

乱
打
内

の

基

礎

作
り
に

役
立
つ

も

の

と

思
う

｡

次
に

第
二

の

時
間
割
当
の

問
題
点
で

あ

る

が
､

根
本
的
に

は
､

授
業
内
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容
に

関
係
な

く

画
一

的
な

現
行
の

時
間
割
制
度
を

､

も
っ

と

内
容
に

即
し

て

動
か

し

得
る

も
の

に

変
え

ら
れ

る

こ

と

が

望
ま

し
い

が

(

ラ
ボ

ラ
ト

リ

ー

で

の

学
習
は
一

定
時
間
高
度
の

棉
神
の

集
中
を

要
求
さ

れ

る

た

め
､

一

回

の

授
業
は

四

〇
分
乃
至
五

〇
分
が

限

度
で

あ

る
)

､

週
に

一

､

二

回
､

正

規
の

授
業
以

外
に

ラ

ボ

ラ

ト

リ
ー

で

の

学
習
を

監
巴
的

P

m
e

巳

と

し
て

課
す
こ

と

に

よ

り
､

F
t

2

ロ

玖

孟

0

0

弓
S

O

の

形
態
に

近

づ

け

る
こ

と

が

で

き

る
｡

尚
､

更
に

将
来
の

利
用

形
消
沈
し
て

考
え

ら
れ

る

の

は
､

大
学

レ

ベ

ル

で

は

す
べ

て

ラ

イ

ブ

ラ

リ

ー

方
式
と
し

､

教
材
面
に

お
い

て

の

み

ク

ラ
ス

授
業
と

完
全
に

F
t

e

g
→

p
t

e

さ

せ

て

ゆ

く

方
法
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
二

点
を

両
々

相
倹
っ

て

理

想
の

方
向
に

近
づ

け
る

努
力
な

し

に

は
､

語
学
ラ
ボ

ラ

ト

リ

ー

の

完
全
な

機
能
の

発
揮
を

期
待
す
る
こ

と
ほ

で

き

な
い

｡

で

は
､

第
二

外
国
語
の

場
合
は

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

基
本
的
に

は

日
?

t

才
P
t
-

○

臼
-

時
間
割
当
な

ど

す
べ

て

英
語
の

場
合
と

同
様
の

原
則
が

成

り

立
つ

が
､

英
語
と

異
な

る

の

は
､

殆
ど
の

場
合

､

第
二

外
国
語
は

全
く
の

初

歩
か

ら
ス

タ
ー

ト

す
る

と
い

う
点
で

あ

る
｡

そ
こ

で

既
習
の

文
字
言
語

と

ラ

ボ

ラ

ト

リ
ー

で

扱
か

う
教
材
と
の

ず
れ

と
い

う
問
題
が

な

く
な

り
､

第
二

点
の

時
間
割
の

問
題
さ

え

解
決
さ

れ

れ

ば
､

理

想
的
な

形
態
と

し

て

ラ

ボ

ラ

ト

リ
ー

を

活
用
す
る

こ

と
が

で

き

る
｡

言
語
学

習
の

初
期
の

段
階

で

は

機
械
的
な

反

復
練
習
は

絶
対

不

可
欠
の

も

の

で

あ

り
､

そ
の

よ

う
な

学
習
の

場
に

生

身
の

教
師
が

声
を

曖
ら

す
必

要
は

な
い

の

で

あ

る
｡

教
師

の

役
割
ほ

そ

れ

よ

り

も

も
っ

と

重

要
な

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

例
え

ば
､

英
語

の

場
合
に

は

教
材
が

普
通
ク

ラ
ス

授
業
と

i

已
e

的

旨
t

e

し

て

い

な

く

て

も
､

学
生
は

一

通
り
の

文
型
と

語
い

に

習
熟
し
て

お

り
､

ラ

ボ

ラ
ト

リ

ー

で

単

独
の

教
材
を

用
い

て

も

さ

し

て

支

障
は

起
ら
な

い
｡

し

か

し
､

す
べ

て

の

文
法
事
項

､

語
い

が

新
し
い

入

門
期
の

学
習
で

は
､

ラ

ボ

で

の

練
習
に

入

る

ま
で

に

必

ず
一

通
り
の

知
識
を

与
え

て

お

く

必
要
が

あ

る
｡

教
師
は

そ

こ

で

の

胃
e

官
員

t

O
→

y

-

e

設
○

ロ

に

カ
を

集
中
す
る
ぺ

き
で

あ

る
｡

ラ

ボ

ラ

ト

リ
ー

は
､

そ
こ

で

導
入

さ
れ

た

事
項
を

強
化
練
習
に

よ
っ

て

定
着
さ

(

7

)

せ

る

役
割
を

果
す

わ

け
で

あ
る

｡

四

以

上
､

大
学
レ

ベ

ル

で

の

語
学
ラ
ボ

ラ
ト

リ

ー

の

実
践
の

立
場
に

た
っ

て

問
題
点
を

捉
え

て

き

た
｡

最
初
に

述
べ

た

よ

う
に

､

こ

と

ば

の

学
習
に

は

さ

ま

ざ

ま
の

ア

プ
ロ

ー

チ

が

あ

り
､

目
的

如
何
に

よ
っ

て

は

音
声
言
語

か

ら
の

学

習
が

必

ず
し

も

能
率
的
で

な
い

場
合
も

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

現

代
語
に

関
す
る

限
り

､

い

ず
れ

の

道
を

と
っ

て

も

互
い

に

相
補
な
っ

て

運

用
能
力
を

高
め

て

い

る
こ

と

は
､

こ

れ

ま

で

に

発
表
さ

れ

て

い

る

数
々

の

へ

8
)

資
料
か

ら

も

明
ら

か

で

あ
る

｡

こ

と
ば

の

学
習
の

窮
極
の

目

標
は

､

特

殊

滋

瘍
合
を

除
き

､

四

技
能
の

バ

ラ

ン

ス

の

と

れ

た

習
得
で

あ

る
｡

そ
の

中

で
､

こ

れ

ま

で

人
間
教
師
の

み
の

努
力
で

は
カ

バ

ー

し

き

れ

な

か
っ

た

訂
P

ユ
n

g
､

地

層
P

村
-

日

g

の

面
を

機
械
に

受
け

も
た

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

(

勿
論
録
音
教
材
の

中
で

は

依
然
と

し

て

人
間
教
師
が

重

要
な

役
割
を

果

さ

ね

ば

な

ら

な
い

こ

と

ほ

い

う
ま

で

も

な
い
)

､

総
合
的

な

こ

と

ば

の

学

習
に

近
づ

け
る

の

で

は

な
い

か

と

思
う
の

で

あ

る
｡

注
(

l
)

田

崎

消
息

著
･

英
語

科

視

聴
覚
教

育
ハ

ン

ド

ブ
γ

ク

(

大

儀

館
､

一

九

六
八

年
発
行
)

巻
末
付

録
に

よ

る
｡

33 ∂
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(

2
)

語

学
ラ

ボ

ラ

ト

リ

ー

の

詳
細

に

つ

い

て

は
､

注

(

l
)

で

あ

げ

た

文

献
の

他
､

研
究

社

発

行
､

現

代

英

語

教

育

講

座

第

十
一

巻
､

E
-

弓
P

a

芦

S
t

P
O

村
‥

→
声
Q

ト

§
q

巨
篭

卜

鼓
弓
已
Q

l

哩

S
乳

転
Q

告
3

ト

§
胃
遷
仏

→

昌
Q

已
よ

｢

(
-

芸
占

等
を

参
照
さ

れ

た

い

｡

(

3
)

大

学

英
語

教
育

学
会

が
一

九

六

八

年

夏
､

全

国

大
学

英

語

教

育

関

係

者

(

学

会

員
)

に

対

し
て

行

な
っ

た

実

態

調

査
ア

ン

ケ

ー

ト

資

料
に

よ

る

と
､

全
回

答
数

九
一

名

中
､

七

六

名

ま
で

が

丁
〕

ま
の

授

業
時

間

九
〇

分

乃
至

一

〇

〇

分

と

答

え
て

い

る
｡

(

4
)

東
大

教

養

学
部

で

は

新
入

生
に

対

し
て

F
e

罵
-

計
t

e
s
t

を

行

な
い

､

そ

の

結

果
が

語

学

教

育

研

究

所
発

行
の

｢

語

学
教

育
+

当
O

P

N

∞

N
､

N

∞

阜

に

発

表

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

試
み

に

よ

っ

て

大

学

生
の

音

声
言

語

理

解

能
力

を

把

握

す
る

努
力

も

必

要
で

あ

ろ

う
｡

(

5
)

次
に

あ

げ

る

の

ほ
､

∽

芹

巨
t

訂
n

を

伴
な
っ

た

発
音

教
材
の

一

例
で

あ

る
｡

(

)

内
の

文

字
は

す
べ

て

R

ま
た

は

L

の

音
を

含
ん

で

お

り
､

そ

の

部
分

を

ブ

ラ

ン

ク

に

し
て

埋
め

さ

せ

る
｡

正

確

な

音

の

識
別
と

同

時
に

､

常
識
的

(

例

え

ば

民
-

p

日
i

-

ヨ
○

ユ

計
)

､

社

会

習

慣

的

(

0

0

亡
e

c
t

｡

巴
】

)

な

要
素
も

加

味

す
る

こ

と

が

で

き
る

い

→
F
①

t

e
-

e

甲 .

F
O

n
e

♂

言
t

訂

寛
e

(
-

0

0

P
t

e

e

毘
t

F
①

e

邑
O
f

t

訂
(
0

0

ヨ
一

計
阜
一

頭
d
ロ
t

(

巴
→
e

邑
ユ
t

O

t

訂
ヨ
P

ロ

d

(

勺

已
】

e

e

p

告
○

り

旨
き

訂
E

已
･
ロ
e

+

宏
e

P

P

巴
日
e

)

(

邑
-

e

e

O
勺
e
･

→

P
t

O
→

)

p
▲

邑
p

已
-

n

P

(
0

0
-

-

2
0
t

)

(

〔

巴
-

)

t

O

冒
p

邑
､

(

ヨ
○

早

か
P
)
･

→
ビ
e

β
-
-

弓
e

n
t

t
】

弓
○

仁
的

ビ

d

d
リ

セ

訂
阜
p

ロ

良

一

e

H

F
P
-

e

P

P

言
∽
t

巴
g

F

O

f

(

邑
]

瓦
)

司

ど
ロ

H

訂
P

a

p

(
f

P

日
-

-

ビ

買
)

召
-

〔

2

p
t

t

F
O

O
t

ど
1

①

邑
+
F
①

p

邑
-

訂
○

唱

邑
0
1

旨
¶

旨
e

訂
a

P

(

邑
-

e

O
t

)

(

邑
-

)

f

r

｡

2

(

【

己
｡

y
)

(

空
計
ユ

ー

ロ

ソ

訂
弓

お

ぎ
旨

呂
卜

彗
已
a

ひ

ど

買
2

官
-

訂
○

訂

感
り
.

3

(

6
)

図

書

館
で

好

み

の

国

書
を

閲

覧
す
る

よ

う
に

､

語

学
ラ

ボ

ラ

ト

リ

ー

を

自

由

利

用
に

開
放

し
､

そ
こ

で

学

習

者

個

人
に

好
み

の

テ

ー

プ

を

貸
し

出
し

､

自
習
さ

せ

る

方

法

を
い

う
｡

(

7
)

J

O

F
日

中

C

胃

邑
-

‥

三

河
e
s

e

覧
O

F

O

ロ

→
e

琶
E
ロ

g

冒
邑
的

ロ

｢

呂
g
ロ

品
e

∽

ミ

の

中
に

､

ア

メ

リ

カ
､

オ

ハ

イ

オ

州
の

大

学
で

､

フ

ラ

ン

ス

語

の

授
業
に

全

く

伝

統
的

な

方

法
と

､

語

学
ヲ

ぎ
フ

ト

リ

ー

を

用
い

た

授
業
と

が

試

み

ら

れ
､

両

者
の

成

果
に

全
く

差

異
が

認

め

ら

れ

な

か

っ

た
こ

と

が

報

告
さ

れ
て

い

る
｡

(

8
)

叫

津
田

塾

大

学
語

学
ヲ

ぎ
フ

ト

リ

ー

の

デ

ー

タ

と

し

て
､

｢

音
を

聴
き

分

け
る

能

力

と
､

文

革
を

聴
き

､

理

解

す

る

能
力

と

は

並

行

し

て

進

歩
す
る
+

と
い

う

答
え
が

出
さ

れ

て

い

る
､

(

｢

英
語

教

育
+

一

九

六
六

年
十

一

月

号
)

｡

文

章
を

聴
き

と

れ

る

と

い

う

こ

と

は
､

そ
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