
一 、真の国際化こそ

な
っ
て
い
る。

ヴ
ォ
l
ゲ
ル
氏
は
今
回、
一

躍
日
本
研
究
者
と
し
て

わ
が
国
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が、

彼
は
も
と
も
と
現
代
中
国

の
研
究
者
で
あ
り、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
す
ぐ
れ
た
中
国
研
究
の
伝

統
を
受
け
継
ぐ
中
堅
の
学
者
で
あ
る。

私
と
も
税
し
い
間
柄
で
あ
る

が、

外
国
の
一

流
大
学
の
教
授
か
ら
H
ジ
ャ
パ
ン
・

ア
ズ
・

ナ
ン
パ

ー，．

エ
ズ
ラ
－

F
・

ヴ
ォ
l
ゲ
ル
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大・
学）

教
授
の
『
ジ

ャ
パ
ン
・

ア
ズ
・

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』

が
わ
が
国
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

‘ 開かれた大学と外国人教官　『大学世界』12月-1979.12.00
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ー
ワンH
とい
わ
れ
て、
は
じ
め
て
日
本
人が
み
ずか
らの
国
際
的

地
位の
重
要性に
気
付
く
とい
うの
で
あ
るの
な
ら、
そ
れ
は
たい

へ
ん
困っ
た
こ
と
で
あ
る。

今日
わ
が
国はG
N
P
で
は
世
界
第二
位、
や
が
て
第一
位の
経

済
大
国に
なる
か
も
知
れ
ない
とい
わ
れ
る
程、
国
際
的
役
割が
増

し
国
際
的
責
任
も
ま
た
重
く
なっ
て
き
てい
る。
こ
れ
は
何
も
日
本

が
ナンバ
ー
ワン
とい
わ
れ
て、
なに
か
大
国
意
識に
取りつ
か
れ

た
り、
あ
るい
は
ま
た、
い
つ
ま
で
も
物
欲し
げ
な
小
人
意
識に
陥

っ
てい
てい
い
とい
うこ
と
で
は
な
く、
む
し
ろ
そこ
ま
で
日
本の

国
際
的
な
影
響が
増
大し、
日
本
をめ
ぐる
国
際
関
係が
多
角
的に

展
開し
てい
れ
ば
こ
そ、
わ
が
国は
そ
うし
た
国
際
化
時
代に
真に

対
応し
得る
よ
うに、
聞か
れ
た
社
会、
聞か
れ
た
国
肉
体
制
を
形

成し
てい
か
なけ
れ
ば
な
ら
ない
とい
うこ
と
をこ
そ
示し
てい
る。

ま
さ
に
閉ざ
さ
れ
た
社
会か
ら
聞か
れ
た
社
会へ
の
転
換こ
そ、
八

0
年
代の
日
本が
もっ
と
も
重
大
な
目
標と
し
て
成し
遂
げ
な
け
れ

ば
な
ら
ない
こ
とが
らで
あ
ろ
う。

に
もか
か
わ
ら
ず、
こ
れ
ま
で
日
本は
比
較
的
閉
鎖
的
な
環
境の

中で
国
際
競
争に
打
ち
勝っ
て
き
た。
た
と
え
ば
牛
肉の
問
題
な
ど

に
見
られ
る
よ
うに、
圏
内の
圧
力
団
体か
らの
影
響に
よっ
て
流

通
機
構
を
開放せ
ずに
温
存し、
その
た
め
に
外
国の
安い
肉が
入

ら
ず
国
民は
非
常に
高い
牛
肉
を
食べ
な
け
れ
ば
な
ら
ない。
そ
れ

だ
け
で
済め
ば
よい
が、
アメ
リカ
に
せ
よ、
オ
ース
トラ
リ
ア
に

せ
よ
逆に
日
本の
貿
易
攻
勢に
悩ん
でい
る
国々
は、
こ
うし
た
閉

鎖
的
な
政
策に
非
常に
強
く
反
織し
て
お
り、
つ
ねに
そ
うし
た
構

造に
たい
し
て
批
判ない
し
は
不
満
を
持っ
て
お
り、
こ
の
ま
ま
放

置し
て
お
く
とこ
れ
ら
諸
国との
国
際
関
係は
さ
ま
ざ
ま
な
面で
摩

擦
を
増や
すこ
とに
なる。

つ
ま
り
日
本人は
戦
後三
十五
年、
一
つ
の
特
殊な
恵ま
れ
た
環

境の
中で
必
死に
なっ
て
自
国
を建
設するこ
とに
力
を
そ
そい
で

き
た
が、
こ
れ
か
らは
む
し
ろ
日
本がい
か
に
し
て
真の
国
際
化
を

なし
得る
か
に
か
かっ
て
くるの
で
あ
り、
わが
国は
そ
うし
た
方

向に
おい
てこ
そ
生
存の
戦
略
を
固め
るこ
とが
で
き、
真の
安全

保障
を
確
保し
得るの
で
あ
る。

とこ
ろ
で、
大
学とい
う
世
界は
そ
うし
た
意
味で
も
もっ
と
も

聞か
れ
た
体
制に
な
け
れ
ば
な
ら
ない
の
は
当
然で
あ
ろ
うが、
翻

っ
て
考え
て
み
る
と、
こ
の
世
界は一
つ
の
特
権
的に
隠
離さ
れ
た

環
境の
中で
まだ
まだ
き
わ
め
て
閉
鎖
的だ
とし
か
い
え
ない
の
で

は
なか
ろ
うか。

こ
こ
で
は
その
典
型
的
な
事例とし
て、
外
国人
教
師の
問
題
を

考え
て
み
たい。

二
、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

で

の

体

験

私は
昨
年の
十
月ま
で
学術
交
流の一
環とし
て
オ
ース
トラ
リ

ア
の
首
都キャ
ンペ
ラ
に
あ
る
オ
ース
トラ
リア
国立
大
学に
客
員

教
授とし
て
赴
任し
てい
た。
こ
の
大
学は
戦
後に
で
き
た
大
学院

’ 
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特集・外国人教員の採用をめぐって

大
学
が
主
体の
非
常にユ
ニ
ー
ク
な
大
学で、
そこ
で
私は
太
平
洋

地
域
研
究
大
学院（m
g
g
zr
proo－
ぇ
3050
3
丘町
g）

の
なか
の
現
代
中
国セン
タ
ー（の
SHOE
ち
g
ミ
のr
zwo
g可。）

に
所
属
し
てい
たが、
ま
さ
に
閥か
れ
た
大
学とい
う
意
味で
は
私

に
とっ
て
もい
ろい
ろ
な
示
唆を
得た。

ま
ず
第一
に
太
平
洋
地
域
研
究
大
学
院は、
南
半
球に
お
け
る
地

域
研
究のメ
ッ
カ
で
あ
り、
セン
タ
ー
で
あ
る
だ
け
に
非
常に
国
際

的
な
カ
ラ
l
に
富ん
でい
る。
教
官ス
タッ
フ
の
約
四
O
%がパ
ー

マ
ネン
ト
に
職
を
もっ
外
国
人
で
あ
る。
その
うえ
各
講座、
各
部

門に
は
客
員
教
授や
客
員
研究
員（〈
玄
皆同
可。E043
〈
玄a
a

∞oro－
R）
を
受け
容れ
られ
る
体
制が
大
幅に
用
意さ
れ
てい
て、

外
国か
らの
研
究
者が
相
次い
で
そこ
に
滞
在し
た
り、
あ
るい
は

共
同
研
究が
なさ
れ
る
とい
う
よ
う
な
体
制に
なっ
てい
る。

私の
場
合に
は、
国
際
交
流
基
金が
派
遣し
た
人
物
交
流の一
環

と
し
て、
先
方の
要
請に
基づ
き
現
代
中
国セン
タ
ー
に
行っ
た
わ

け
だ
が、
こ
れ
ま
で
の
文
化
交
流が
主に
日
本
語、
日
本
研
究で
あ

る
と
か、
日
本の
伝
統
的
な
芸
能や
技
芸
｜｜お
茶とか
生け
花、

あ
るい
は
空
手、
柔
道とい
う
よ
う
なこ
とに
主
眼が
お
か
れ
てい

た
だ
け
に、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学の
分
野で
の
学術
交
流、

学術
輸

出
で
あっ
た
とい
う
意
味で
たいへ
ん
貴
重
な
経
験で
あっ
た
と
思

h
叶J
O先

方で
は
三
ヶ
月
以
上の
客
員
教
授は
その
ま
ま
教
授
会の
構
成

メ
ン
バ
ー
と
な
り、
ひ
と
た
びメ
ンバ
ー
に
なる
と
人
事の
問
題
を

‘ 

含め
て
研
究プロ
ジェ
ク
ト
な
ど
すべ
てに
おい
て
外
国
人
も、
ネ

イ
ティ
ブのス
タッ
フ
も
全く
平
等とい
うこ
とに
なっ
てい
る。

た
だ
し、
も
ち
ろ
ん
その
人がパ
ーマ
ネン
ト
で
あ
るの
と
ヴィ
ジ

ティ
ン
グ
と
で
はい
ろい
ろ
自
ずか
ら
重い
軽い
は
あ
るが
建
前と

し
て
は
そ
う
なっ
てい
る。

そ
も
そ
も
学
問の
世
界は
国
籍を
関わ
ず、
民
族
を
問わ
ず、
人

種
を
問わ
ない
の
が
当
然で
あっ
て、
外
国の
大
学で
は
外
国
人
と

か
外
国
人
教
師
とか
い
う
名
称は
ほ
と
ん
ど
ない。
一
方、
わ
が
国

で
は
依
然
とし
て「
外
国
人
教
師」
とい
う
身
分
上の
規
定が
あ
り、

そ
うし
た
名
前が
つ
け
られ
る
こ
と
自
体、
非
常に
不
自
然
なこ
と

で
あ
る。
こ
うし
た
意
味で
オ
ース
トラ
リア
国立
大
学が
非
常に

聞か
れ
た
体
制の
も
とに
あ
る
こ
と
を知
り、
い
くつ
か
の
点
を
学

ぶ
こ
とが
で
き
た。
も
ちろ
ん
あ
ま
りに
も
聞か
れ
す
ぎてい
て、

どこ
にコ
ア
が
あ
る
の
か
その
辺が
拡
散し
てい
る
こ
と
もあ
る
し、

人
事の
移
動が
か
な
り
頻
繁で
あ
り
す
ぎる
とい
う
短
所
も
あ
るが、

全
般
的に
は
そ
うし
た
短
所
を
補っ
て
余り
あ
る
長
所が
多い。

10 

、

学

問
・

教育

に

国

籍

は

な

い

そ
れ
に
対し
て
わ
が
国の
場
合に
は
あ
ま
りに
も
閉
鎖
的で
は
な

い
だ
ろ
うか。
現に
私が
勤
務
す
る

東京外
国語
大
学は
英
語
名
を

→o
So
〈互
認可包qo同
司
R
a宮
ω
宮島
g
とい
う。
つ
ま
り
外
国

研
究
を
専
門と
す
る
大
学なの
で
あ
るが、
そこ
に
おい
で
さ
え
ま



、

ず
第
一

に
外
国
人
数
官
の
絶
対
教
は
非
常
に
少
な
い
。

さ
い
わ
い
外

語
大
学
で
は
各
語
学
科
に
は
原
則
と
し
て
必
ず
専
任
の

外
国
人
教
官

を
お
き、

外
国
人
講
師
も
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
そ
の
教
は
何

と
い
っ
て
も
少
な
く、

弘
が
所
属
す
る
社
会
科
学、

人
文
科
学
の
部

門
（
共
通
講
座）

で
は
よ
う
や
く
一

名
の
外
国
人
教
師
の
ス
タ
ッ
フ

が
在
籍
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
国
立
大
学
で
は
外

国
語
大
学
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
て、

日
本
全
体

で
は
も
っ
と
少
な
い
の
で
あ
る
。

私
立
大
学
の
場
合
は
国
際
基
特
教

大
学
と
か
上
智
大
学
と
か
国
際
化
に
な
じ
ん
で
い
る
大
学
も
あ
り、

か
な
り
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
る
が、

し
か
し、

全
般
的
に
は
国
立
大
学
と
変
り
が
な
い
。

l制かれた大学と外闘人教-g·

日本の大学の中では“開かれた大学”の上智大学

そ
も
そ
も
国
立
大
学
の
場
合、

外
国
人
は
「
外
国
人
教
師
」

と
し

て
登
録
さ
れ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
制
度
的
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る。

最
近
一

部
の
新
聞
や
国
会
で
論
議
に
な
っ
た
外
国
人
教
師
の
問
題
は、

ス
タ
ッ
フ
に
な
る
だ
け
だ
っ
た
ら
文
部
省
が
予
算
を
つ
け
れ
ば
出
来

る
が、

わ
が
国
で
は
依
然
と
し
て
教
授
会
の
構
成
貝
に
な
る
こ
と
が

で
き
ず、

こ
の
点
が
問
題
に
な
っ
て
い
る。

構
成
員
に
な
れ
な
い
の

は
国
立
大
学
の
数
日
は
国
家
公
務
員
と
し
て
国
家
に
奉
仕
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
建
前
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
内
閣
法
制
局
が
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

に
見
解
を
出
し
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て
公
立
大
学
の
神
戸
医
大
で

K
助
教
授
と
い
う
外
国
人
が
ス
タ
ッ
フ
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と

き、

内
閣
法
制
局
は
翌
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日、

次
の
よ
う
な
見

解
を
出
し
た。

す
な
わ
ち
H
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
技
術
的
労
務、

学

術
的
労
務
の
提
供
で
あ
っ
て、

そ
の
教
師
が
教
技
会
の
m
成
只
に
な

っ
て
は
い
け
な
い
。

つ
ま
り
公
権
力
の
行
使
に
携
わ
っ
て
は
い
け
な

い
仰

と
い
う
主
旨
で
あ
っ
た。

こ
の
他
に
も
う
一

つ
教
授
会
は
学
生

を
教
育
し、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
た
り
す
る
の
み
な
ら
ず
教
員

の
人
事
権
を
も
っ
と
い
う
問
題
も
あ
る
が、

こ
れ
に
つ
い
て
も
規
制

し
て
い
る。

し
か
も
日
本
人
教
官
の
場
合
は
教
育
公
務
員
特
例
法
に

よ
っ
て
ひ
と
た
び
国
立
大
学
の
教
師
に
な
る
と、

手
厚
い
保
護
の
も

と
で
温
存
さ
れ
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
式
に
昇
任
す
る
反
面、

外
国
人
が

な
か
な
か
入
っ
て
こ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る。

こ
の
教

育
公
務
員
特
例
法
が
あ
る
か
ら、

逆
に
教
員
の
人
事
権
は
国
家
公
務

II 
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員で
なけ
れ
ば
な
ら
ない
とい
う
見
解が
あ
るが、
こ
れ
は
考え
て

み
る
と
憲
法二
十
三
条に
あ
る
「
学
問の
自
由」
とい
う
基
本
的
な

権
利か
ら
み
て
問
題が
あ
るの
で
は
なか
ろ
うか。
し
か
し
なが
ら

こ
うし
た
見
解は
すべ
て
日
本が
戦
後ま
だ
占
領
期の
頃の
法
体
系

な
り
法
解
釈で
あっ
て
今日の
よ
う
な
時
代に
は
全
く
あ
て
は
ま
ら

ない
とい
え
よ
う。
私は
法
学者で
は
ない
の
で
制
度的
な
問
題は

よ
くわ
か
ら
ない
が、
一
人の
大
学人
と
し
て
み
て
も
外
国
人
を
別

扱い
に
す
るの
は
非
常に
問
題で
あ
る
と
思
う。

日
本の
大
学生
は、
た
と
え
ば
語
学が
よ
く
で
き
る
学生が
集ま

っ
て
く
る
外語
大
学で
さ
え
も
大
学
を
出て
も
簡
単
な
英
会
話
ぐ
ら

い
は
で
き
て
も、
論
理
的
介串会
話に
つ
い
て
の
ヒ
ア
リン
グ
能
力が

弱
く、
専
攻の
地
域
や
社
会につ
い
て
の
本
質的
な
議
論を
外
国
語

で
なし
得る
学生
は
少ない
の
が
実
情で
あ
る。
こ
うし
た
問
題は

国
籍の
壁
を
取
り
払い、
た
と
え
ば
英
米
語
学
科な
ら
教
師の
半
分

は
イ
ギ
リス
人、
アメ
リカ
人の
専
任
教
官で
英
語で
授
業を
す
れ

ば
学生
は
居
なが
らに
し
て
外
国語に
堪
能に
な
り
得るの
で
あ
る。

ま
た
全
国の
中
学
校、
高
校に
し
て
も
各
学校に
専
任の
外
国
人
教

師が
い
れ
ば
ど
れ
程
生
徒の
語
学力が
上
達
す
る
か
わ
か
ら
ない。

こ
れ
は
や
ろ
う
と
思え
ば
や
れ
るこ
と
で
あ
る
し、
法
体
系の
問
題

は
そ
れ
な
りに
改
変
す
れ
ばい
い
わ
け
で
あ
るの
に
なか
なか
や
ろ

う
と
し
ない。

ま
た
日
本は
現
在、
外
貨が
余っ
て
お
り
生
活
環
境
もい
い
し、

今
度アメ
リカヘ
行っ
てつ
くづ
く
感じ
た
こ
と
で
あ
るが
大
学
教

..J 

師の
給
料は
円
高の
た
め
も
あっ
てアメ
リカ
よ
り
も
よ
く
なっ
て

き
てい
る。
そこ
で
最
近で
は
日
本の
国立
大
学に
よ
うや
く一
っ

か
二
つ
あ
る
外
国
人
教
師の
ポ
ジ
ショ
ン
に
求
職
者が
殺
到し
は
じ

め
てい
る。
それ
だ
け
に
「
外
国人
教
師」
とい
う
枠を
取
りは
ず

し
て
優
秀
な
者な
ら
国
籍
を
問わ
ず
教
師に
なれ
る
とい
う
制
度を

確立
す
れ
ば、
当
面は
外
貨
減らし
に
も
役立つ
ば
か
りか、
教
育

公
務
員
特
例
法に
よっ
て
ひ
とた
び
助
手に
なれ
ば
たい
し
た
業
績

が
な
く
て
も、
あ
るい
は
研
究・
教
育は
さ
て
おい
て
学内行
政ば

か
り
やっ
た
り、
ま
た
内
職やアルバ
イト
甚だ
し
き
は
政
治
運
動

の
よ
う
なこ
とば
か
り
やっ
て、
教
育や
研
究
をほ
とん
ど
し
な
く

て
もエス
カレーター
に
乗っ
て
昇任し
てい
く
よ
う
なメ
リッ
ト・

ク
ラ
シ
ー
が
ない
今日の
状
況に
国際
的な
競
争
原理
を
導
入
す
る

こ
とが
出
来る。
た
と
え
ば
私の
やっ
てい
る
中
国
研
究や
国
際
関

係
論
は
何
も
日
本
人だ
け
で
な
く
と
もアメ
リカ
人が
た
と
え
主
任

教
授で
あっ
て
もか
ま
わ
ない
わ
け
で、
実
際
そこ
ま
でい
か
ない

と
建
前だ
け
で
ない
真の
意
味での
聞か
れ
た
大
学に
は
な
ら
ない。

こ
うし
た
遅
れが
もた
ら
すマ
イナス
は
英
語
教
育とい
う
点の
み

な
ら
ず、
学
問の
各
分
野に
非
常に
重
大
なマ
イナス
を
もた
らし

てい
る
わ
け
で
あ
る。
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四
、

大

学

社

会

の

保

守

的

体

質

最
近
話
題に
なっ
た
外
国人
教
師の
問
題は、
主
と
し
て
在
日
朝



tミ・

＂
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鮮
人の
教
官
を
採用
す
る
か
し
ない
か
とい
う
とこ
ろ
で
問
題に
な

っ
てい
るが、
こ
の
問
題
も
も
ち
ろん
同
じ
よ
うに
すべ
き
で
あ
る。

し
か
し
こ
の
議
論
に
関し
て
は
国
際
化
とい
う
視
野
で
は
な
く
て、

朝
鮮
人の
差
別
問
題で
あ
る
とか、
そ
う
し
た
視
点
で
し
か
取
り
上

げ
られ
てい
ない
む
きが
あ
る。
確か
に
その
問
題
も
重
要で
あ
る

が
もっ
と広い
視
野の
中で
考え
てい
か
な
け
れ
ば
日
本に
とっ
て

た
いへ
ん
な
損失
で
あ
る。

先
頃、
外語
大で
も
日
本の
政
治
を
研
究
す
る
た
め
に
あ
る
外
国

人
教
師が
き
て
教
授
会に
出て
み
たい
とい
う。
本人に
とっ
て
は

教
授
会
で
表
決
権に
加わ
りたい
とか、
人
事に
関
与
し
たい
とい

うの
で
は
な
く
日
本の
大
学の
教
官が
教
授
会の
中で
ど
うい
う
発

言
をし
てい
るの
か、
その
実
態が
知
り
た
かっ
た
わ
け
で
それ
は

そ
れ
で
大い
に
結
構
なこ
と
で
あ
る
し、
少
く
と
も
同
じ
キャ
ンパ

ス
に
い
て
学生
を
教え
てい
るの
で
あ
る
か
ら
当
然
教
授
会に
出て

もい
い
の
で
は
ない
か
と
思っ
た。
教
授
会
出
席が
現
行
法
上
は
不

可
能で
あっ
て
も、
少
く
と
も
社
会
科
学の
分
野
で
の
カ
リ
キュ
ラ

ム
の
編
成
会
議に
は
出て
もい
い
の
で
は
ない
か、
事
務
手
続き
的

に
不
可
能
な
らば
オ
ブ
ザ
ーバ
ー
とし
て
で
もい
い
で
は
ない
か
と

私は
主
張し
た
が
結
局通
ら
なかっ
た。
大
学
当
局や
文
部
省が
そ

うい
うふ
うに
い
うの
な
ら
と
もか
く、
そ
うし
た
聞か
れ
た
大
学

へ
の
方
向に
脅
威
を
感じ
てい
る
人び
とは
ど
ち
らか
とい
う
と、

い
わ
ゆ
る
「
進
歩
派」
の
人
達に
多
く、
つ
ま
りこ
れ
らの
人び
と

は
結
局、
き
わ
め
て
防
衛
的・
閉
鎖
的
な
考え
方
をし
てい
る
よ
う

聞かれた大学と外国人教官

に
思わ
れ
て
な
ら
ない。
日
本の
大
学の
中の一
つ
の
硬
直し
た
ガ

ン
は
教
育
公
務
員
特例
法に
よっ
て
保
護さ
れ
なが
ら、
安
直なイ

デ
オロ
ギー
や
党
派
性
を
持っ
てい
る
だ
け
で
大
学人
とし
て
通
用

す
る
とこ
ろに
あ
るの
で
あ
り、
真に
自
由
な
風が
吹
き
ま
くっ
て

ど
ん
ど
ん
外か
ら
新しい
風が
入っ
て
くるこ
とに
対し、
非
常に

保
守的・
閉
鎖
的に
なっ
て
し
まっ
てい
るの
で
あ
る。

オ
ース
トラ
リ
ア
の
大
学は
四
O
%が
外
国人で
あ
り
なが
ら、

し
か
も
外
国人
とい
うこ
と
で
差はっ
け
ない。
その
か
わ
り
外
国

人
とい
うこ
と
で
保
護し
た
り、
特別に
保
障
し
た
り
もし
ない。

日
本の
大
学は
そ
こ
ま
でい
か
な
く
と
もせ
め
て
外
大だっ
た
ら三

分の一
の
教
官は
外国
人
で
あっ
て
欲
しい
し、
普
通の
大
学で
も

英
文
学とか、
英
語
をや
る
学科の
教
師の
半
分
ぐ
らい、
少く
と

も
三
分の一
・ぐ
らい
は
外
国人で
あっ
た
ら
と
思
う。
そ
う
す
れ
ば

英
語
教
育
をめ
ぐ
るい
ろい
ろ
な
論
争
もおの
ず
と
解
消さ
れ
て
く

るの
で
は
なか
ろ
うか。
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国
人
教
師
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特
別
任
用
制
度
に
つ

一 、

事態の経緯
.

, 

外
国
人
数
日
が
国
公
立
大
学
の
正
胤
の
数
日
に
な
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
国
公
立
大
外
国
人
教
員

任
用
特
別
措
置
法
案
要
綱」

の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
は
昨
年
三
月
の

国
会
で
自
民
党
の
必然
野
草
議
員
が
「
国
公
立
大
で
外
国
人
の
教
員
を

任
期
で
き
な
い
法
的
理
由
」

を
抗
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

必然
野
議
員

は
わ
が
国
の
大
学
の
閉
鎖
性
停
滞
性
を
打
破
し
て
教
育
・

研
究
の
両

面
に
活
力
を
珪
ら
せ
る
一

つ
の
方
法
と
し
て
外
国
人
数
日
を
国
公
立

大
学
で
正
規
の

教
員
と
し
て
採
用
し、

教
授
会
に
出
席
し
て
大
学

の
教
育
・

研
究
に
積
極
的
に
発
言
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
考
え

た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
外
国
人
数
μ
の
任
問
は
昭
和
二
十
八
年

‘’‘ 

い
て

編

集

部

六
月
の
人
事
院
見
解
「
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
と
し
て、

公

権
力
の
行
使
ま
た
は
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
た
ず
さ
わ
る
公

務
員
と
な
る
た
め
に
は、

日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
と
の
解
釈
が
行

わ
れ
て
い
る
」

に
従
っ
て
正
規
の
国
公
立
大
学
の
教
只
と
し
て
任
用

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

茶
野
議
員
は
こ
の
人
事
院
見
解
は
形

式
上
の
法
理
論
と
し
て
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が、

実
質
的
に

外
国

人
教
員
を
国
公
立
大
学
の
正
規
の
教
員
と
し
た
か
ら
と
い
っ
て、

こ

れ
を
「
公
権
力
の
行
使
ま
た
は
国
家
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
」

と
す

る
の
は
針
小
神
大
の
解
釈
で
あ
り、

日
本
が
国
際
化
さ
れ
る
必
要
が

少
な
か
っ
た
戦
前
の
法
解
釈
に
い
つ
ま
で
も
固
執
し
て
い
る
の
は
実

情
に
即
し
な
い
わ
け
で
あ
る。

す
で
に
日
本
人
の
研
究
者
が
日
本
国

籍
を
保
有
し
た
ま
ま
で
以
米
の
大
学
で
正
脱
の
大
学
教
員
に
任
用
さ

れ
て
い
る
例
は
数
多
い
わ
け
で
あ
る
し、

国
際
化
の
進
行
す
る
現
代


