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〈
評
論
〉

大
学
の
「
国
際
化
」
と
留
学
生
教
育

佐
　
藤

明

始
め
に

　
最
近
「
国
際
化
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
口
に
さ
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
無
反
省
に
曖
昧
に
使
わ
れ
て
い
る
現
象
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の

批
評
家
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
0
。
こ
の
現
象
は
、
今
後
日
本
が
外
国
に
向
か
っ
て
門
戸
を
開
放
す
る
よ
う
に
な
り
日
本
が
何
ら
か
の
形

で
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
感
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
問
題
の
中
心
が
何
で
あ
る
か
が
正
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
大
学
に
お
い
て
も
「
国
際
化
」
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
と
ら
え
方
が
各
人
各
様
で
あ
り
実
際
に
様
々
の
面
を

持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
大
学
の
国
際
化
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
、
留
学
生
・
留
学
生
教
育
中
日
本
語
教
育
・
学
生
お
よ
び
教

官
の
海
外
留
学
（
派
遣
）
・
各
国
の
大
学
と
の
交
流
協
定
・
国
際
学
会
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
学
際
化
・
日
本
学
・
日
本
人
論
の
流
行

も
こ
れ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
莫
然
と
相
互
に
関
連
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
関
係
は
曖

昧
で
あ
る
。

　
こ
の
中
で
現
実
的
問
題
と
し
て
、
留
学
生
の
数
が
最
近
急
激
に
増
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
少
く
と
も
数
年
は
続
く
よ
う
で
あ

り
、
始
め
て
の
経
験
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
対
処
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
今
後
大
い
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
小
論
で
は
留
学
生
教

育
を
日
本
の
「
国
際
化
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
今
後
解
決
す
べ
き
問
題
、
あ
る
い
は
留
学
生
教
育
の
今
後
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ

て
み
た
い
。
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一
、
日
本
語
教
育
の
問
題
点

　
留
学
生
教
育
の
中
で
日
本
語
教
育
を
第
一
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
語
が
留
学
生
教
育
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

逆
に
日
本
語
教
育
に
の
み
関
心
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
現
状
に
お
い
て
留
学
生
教
育
の
根
本
が
見
失
わ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
語
教
師
不
足
の
問
題
が
言
わ
れ
て
久
し
い
ゆ
し
か
し
、
最
近
で
は
逆
に
「
日
本
語
教
育
ブ
ー
ム
」
を
呼
び
、
一
般
の
日
本
語
教
師

を
養
成
す
る
講
座
に
は
多
く
の
受
講
生
が
殺
到
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
学
に
お
い
て
も
正
規
の
講
座
と
し
て
「
日
本
語
教

師
養
成
講
座
」
が
開
設
さ
れ
始
め
て
お
り
、
日
本
語
教
師
不
足
の
問
題
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
解
決
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
大
学
に
お
い
て
日
本
語
専
門
以
外
の
者
が
自
己
の
研
究
を
犠
牲
に
し
て
「
日
本
語
」
を
担
当
し
て
い
る
現
状
、
あ
る
い
は
厳

密
な
意
味
で
資
格
の
な
い
者
が
大
学
に
お
い
て
「
日
本
語
」
を
担
当
し
て
い
る
と
い
う
現
状
は
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
現
状
は
も
と
よ
り
将
来
日
本
語
講
座
出
身
の
教
官
が
留
学
生
教
育
に
携
わ
っ
て
も
、
「
留
学

生
教
育
1
一
日
本
語
教
育
」
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
留
学
生
が
日
本
の
大
学
で
学
ぶ
の
は
、
あ
く
ま
で
も
専
門

の
研
究
を
行
う
た
め
で
あ
り
、
日
本
語
は
（
生
活
面
で
の
日
常
会
話
を
含
め
て
）
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
留
学
生
は
研
究
室
で
の
専
門
の
研
究
が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
学
で
留
学
生
教
育
を
担
当
し
て
い
る
者
は
、
各
研
究
室
で
の
研

究
内
容
の
大
体
の
把
握
、
国
際
情
勢
、
大
学
行
政
の
認
識
、
外
国
語
の
理
解
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
能
力
な
ど
様
々
な
知
識
・
技
能
を
必
要
と

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
知
識
・
技
術
は
、
日
本
語
教
師
と
し
て
高
い
技
術
を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
日
本
語
研
究
者
と
し
て
優
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
従
来
こ
の
こ
と
が
看
過
さ
れ
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
、
考
え
方
・

風
俗
・
習
慣
の
違
い
な
ど
か
ら
生
じ
る
留
学
生
の
様
々
の
問
題
を
、
そ
の
渦
中
に
い
る
担
当
の
教
官
が
そ
の
問
題
に
気
づ
か
な
か
っ
た
り
、

あ
る
い
は
日
本
語
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
大
学
側
あ
る
い
は
留
学
生
教
育
に
当
る
者
は
、
日
本
語
教
育

が
留
学
生
教
育
か
ら
離
れ
て
一
人
歩
き
す
る
危
険
を
冒
す
こ
と
の
な
い
よ
う
充
分
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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二
、
留
学
生
の
社
会

　
例
え
ば
九
州
大
学
に
は
、
一
九
八
六
年
四
月
二
十
一
日
現
在
、
三
百
七
十
五
名
の
留
学
生
が
在
学
し
て
い
る
。
こ
の
数
は
一
つ
の
社
会

と
し
て
考
え
る
の
に
充
分
の
数
で
あ
る
。

　
さ
て
、
仮
に
一
人
の
留
学
生
を
モ
デ
ル
に
と
っ
て
留
学
生
の
生
活
を
考
え
て
み
た
い
。
教
養
部
の
学
生
あ
る
い
は
国
費
留
学
生
と
し
て

半
年
の
間
大
学
で
日
本
語
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
除
け
ば
、
留
学
生
は
原
則
と
し
て
ど
こ
か
の
研
究
室
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
研
究

室
の
形
態
や
内
部
の
状
況
は
様
々
で
あ
る
が
、
一
つ
の
研
究
室
に
お
け
る
留
学
生
の
数
が
稀
に
は
数
名
以
上
の
こ
と
は
あ
る
が
、
通
常
一

名
か
せ
い
ぜ
い
二
・
三
名
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
研
究
室
で
は
圧
倒
的
に
日
本
人
が
多
く
、
研
究
室
の
社
会
構
造
・
人
間
関
係

に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
日
本
的
特
色
が
強
く
反
映
さ
れ
、
留
学
生
は
そ
れ
に
包
み
込
ま
れ
る
か
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

　
一
方
、
留
学
生
は
国
別
、
あ
る
い
は
共
通
す
る
文
化
圏
を
ま
と
ま
り
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
状
の
も
の
で
あ
り
、
留
学
生
以
外
に
も
そ
の
家
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
同
じ
地
域
に
住
む
同
国
あ

る
い
は
同
文
化
圏
の
人
も
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
の
間
に
も
相
互
に
何

ら
か
の
交
渉
は
あ
る
が
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
の
中
に
日
本
人
が
は
い
っ
て
い
る
の
は
特
殊
の
ケ
：
ス
（
配
偶
者
が
日
本
人
で
あ
る
場

合
な
ど
）
を
除
い
て
は
ま
ず
な
い
と
言
え
る
。
従
っ
て
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
か
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
留
学
生
関
係

者
に
も
具
体
的
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
あ
る
い
は
留
学
生
間
の
情
報
が
極
め
て
速

く
正
確
に
伝
わ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
の
存
在
に
気
づ
く
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
佗
。

　
つ
ま
り
留
学
生
は
基
本
的
に
研
究
室
の
一
員
と
し
て
と
、
同
国
人
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
員
と
し
て
と
の
構
造
の
異
な

っ
た
二
つ
の
社
会
に
同
時
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
根
千
枝
氏
が
提
出
し
た
「
タ
テ
社
会
」
の
理
論
侶
に
お
け
る
「
タ
テ
」

と
「
ヨ
コ
」
の
関
係
を
、
留
学
生
の
こ
の
二
つ
の
社
会
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
研
究
室
の
中
に
お

け
る
社
会
組
織
は
、
大
学
と
い
う
あ
る
面
で
極
め
て
特
殊
な
環
境
の
中
で
、
し
ば
し
ば
閉
ざ
さ
れ
た
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
タ
テ
社
会
」
と
い
う
日
本
の
社
会
集
団
の
特
殊
性
の
一
面
を
極
め
て
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
。
一
方
、
留
学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
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・
イ
ー
に
お
い
て
は
、
日
本
の
社
会
集
団
と
は
全
く
異
な
っ
た
「
ヨ
コ
」
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
逆
に
こ
れ
が
日
本
の
社
会
を
背
景
に
し

て
い
る
「
場
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
だ
け
に
、
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ー
の
特
殊
性
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
が
海
外

に
出
た
場
合
の
「
日
本
人
の
海
外
不
適
応
」
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
が
、
い
わ
ば
こ
の
裏
返
し
の
立
場
に
当
る
の
で
あ
る
但
。
つ
ま
り

多
数
の
日
本
人
を
背
景
に
し
た
社
会
に
お
い
て
、
「
外
国
人
の
日
本
不
適
応
」
の
き
ざ
し
が
留
学
生
な
ど
の
社
会
に
出
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
う
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
欧
米
系
の
碩
究
生
の
中
に
は
、
大
学
を
離
れ
た
別
の
所
に
活
動
の
場
を
求
め
た
り
、
研
究
室
を
離
れ
て
個
人
の
方
法
に
従
っ

て
研
究
を
行
う
者
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
不
適
応
」
の
問
題
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
留
学
生
と
接
し
て

多
く
の
不
満
を
耳
に
す
る
が
、
そ
の
問
題
な
り
不
満
が
時
と
し
て
実
に
些
細
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
全
く
意
外
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
起
こ
る
た
め
、
当
事
者
で
さ
え
見
逃
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
私
は
根
の
深
い
も
の
が
そ
こ
に
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は

同
じ
文
化
圏
の
人
、
同
じ
国
籍
の
人
が
同
じ
よ
う
な
不
満
を
述
べ
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
が
日
本
と
各
国
の
社
会
の
構
造
の
違
い
や
、
基
本

的
な
考
え
方
の
違
い
か
ら
く
る
不
満
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
今
後
日
本
が
留
学
生
を
始
め
多
く
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
場
合
、
こ
の
「
不
適
応
」
の
問
題
は
増
大
す
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、

こ
れ
を
日
本
の
社
会
制
度
を
基
準
に
し
て
の
み
判
断
し
、
外
国
人
の
立
場
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
決
し
て
解
決
は
さ
れ
な
い
。
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
方
法
は
、
日
本
人
が
少
く
と
も
日
本
人
の
考
え
方
と
異
に
す
る
考
え
方
の
あ
る
文
化
を
認
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
の
体

質
の
変
化
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
事
実
を
率
直
に
認
め
る
こ
と
の
他
に
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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三
、
国
際
化
の
中
で
の
大
学
の
役
割

　
で
は
、
国
際
社
会
の
中
で
、
日
本
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
り
何
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
留
学
生
を
担
当
す
る

者
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　
最
近
、
山
崎
正
和
氏
は
、
『
溢
泌
公
論
』
誌
上
（
一
九
八
六
年
六
月
号
）
に
お
い
て
「
日
本
文
化
の
世
界
史
的
実
験
」
と
い
う
論
文
を
発
表

し
た
が
、
そ
こ
に
は
示
唆
に
富
む
こ
と
が
多
ぐ
示
さ
れ
て
い
る
。



　
山
崎
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
今
日
の
発
展
は
経
済
に
限
定
さ
れ
た
部
分
的
勝
利
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
総
合
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
日
の
日
本
の
状
況
を
適
確
に
つ
い
て
い
る
と
考
え
る
。
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
：
・
ワ
ン
」
以
来
、

「
日
本
は
も
は
や
欧
米
に
学
ぶ
所
は
な
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
が
一
部
で
平
然
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
経
済
と
い
う

限
定
さ
れ
た
場
に
お
け
る
勝
利
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
政
治
・
文
化
を
も
含
め
た
総
合
的
勝
利
で
あ
り
、
日
本
式
方
法
が
勝
利
の
原
因
で

あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

　
で
は
今
後
日
本
の
進
む
べ
き
道
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
「
経
済
」
か
ら
「
文
化
」
へ
の
転
換
だ

と
考
え
る
。
山
崎
氏
は
、
先
に
あ
げ
た
論
文
の
結
論
と
し
て
、
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
ま
最
大
の
急
務
は
、
日
本
人
の
自
己
像
を
観
念
的

に
固
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
現
実
の
世
界
化
の
波
に
よ
っ
て
洗
ひ
な
ほ
し
、
試
練
と
摩
擦
の
な
か
で
再
発
見
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

自
分
が
何
者
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
思
弁
に
よ
っ
て
知
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
鎧
と
殼
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
現
実
に
世
界
の
な

か
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。
　
（
申
略
）
だ
が
、
そ
れ
を
す
る
に
は
、
今
後
の
日
本
人
は
た
ん
に
賢
明
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
こ
の
第
二
の
開
国
を
め
ざ
し
て
、
明
治
維
新
を
興
す
ほ
ど
の
情
熱
を
燃
や
す
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
い
は
ば
、
国
家
の
境
界
を
開

く
た
め
に
、
国
家
を
興
す
ほ
ど
の
民
族
的
情
熱
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
こ
の
逆
説
的
な
課
題
に
と
り
組
む
こ
と
こ
そ
、
人
類

の
か
つ
て
知
ら
な
い
実
験
だ
と
言
へ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
述
べ
、
現
在
の
日
本
を
選
択
に
迫
ま
ら
れ
た
危
機
的
状
態
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　
ま
た
矢
野
暢
氏
は
、
『
劇
場
国
家
日
本
』
（
注
ω
参
照
）
の
中
で
、
日
本
を
中
国
や
欧
米
か
ら
シ
ナ
リ
オ
を
借
り
、
そ
れ
を
演
じ
て
き
た

「
劇
場
国
家
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
や
は
り
そ
の
結
論
に
近
い
部
分
で
、
「
日
本
は
い
ま
、
《
劇
場
国
家
》
と
い
う
国
柄
か

ら
脱
皮
し
て
、
新
し
い
固
有
の
“
か
た
ち
”
を
も
つ
よ
う
に
な
る
歴
史
の
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
ま
っ
た
く
新
し

い
国
家
本
質
を
も
つ
国
に
な
ろ
う
と
い
う
出
発
点
に
立
っ
た
と
き
で
は
な
い
の
か
。
い
ま
こ
・
そ
日
本
の
新
た
な
壮
大
な
実
験
が
始
ま
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
い
う
感
じ
を
禁
じ
得
ず
に
い
る
。
」
（
　
6
P
2
　
2
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
二
氏
に
奇
し
く
も
一
致
す
る
こ
と
は
、
今
後
新
し
い
日
本
に
体
質
を
変
え
る
に
当
っ
て
「
実
験
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
「
実
験
」
と
い
う
言
葉
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
実
験
」
は
大
学
に
お
い
て
ま
ず
試
さ
れ
る
べ

き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
学
に
お
け
る
留
学
生
の
問
題
は
、
将
来
の
外
国
人
受
け
入
れ
に
関
し
て
お
こ
る
問
題
を
含
有
し
て
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お
り
、
そ
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
の
試
み
に
成
功
す
る
こ
と
が
大
学
関
係
者
に
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
日
本
の
体
質
を
変

え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
世
界
の
常
識
（
実
際
に
は
世
界
各
国
の
平
均
的
意
見
、

あ
る
い
は
世
界
の
主
流
の
考
え
で
は
あ
る
が
）
と
日
本
の
常
識
と
が
齪
酷
し
た
場
合
、
世
界
の
常
識
に
従
う
か
、
ま
た
は
他
の
国
の
人
々

に
納
得
で
き
る
論
理
で
日
本
の
方
式
を
説
明
で
き
る
こ
と
が
少
く
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
申
で
な
お
か
つ
日
本
文
化
の
特
質

を
維
持
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
大
学
に
お
い
て
、
国
際
社
会
で
の
日
本
の
立
場
を
正
確
に
と
ら
え
、
学
問
と
し
て

そ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
も
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
意
味
に
お
い
て
大
学
は
国
際
化
の
「
実
験
」
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

常
に
最
も
進
ん
だ
研
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
務
が
大
学
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
日
本
学
・
日
本
人
論

　
最
近
日
本
学
が
提
唱
さ
れ
、
梅
原
猛
氏
ら
に
よ
っ
て
「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
」
の
創
立
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。
日

本
学
と
は
、
今
ま
で
大
学
の
講
座
制
の
中
で
専
門
化
し
た
学
問
を
、
今
一
度
広
い
立
場
か
ら
考
え
直
そ
う
と
す
る
一
つ
の
動
き
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
邪
馬
台
国
論
争
や
古
代
の
神
話
・
伝
説
の
研
究
や
日
本
人
の
起
源
を
探
る
学
説
な
ど
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
と

ら
え
ら
れ
る
も
の
と
、
国
際
政
治
・
国
際
経
済
の
立
場
か
ら
の
現
在
の
視
点
に
立
っ
た
研
究
と
の
二
つ
の
面
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
一
方
日
本
人
論
と
は
、
国
際
交
流
の
中
で
日
本
文
化
の
独
自
性
に
気
づ
き
、
日
本
人
あ
る
い
は
外
国
人
が
日
本
文
化
あ
る
い
は
日
本
人

の
独
自
性
を
何
ら
か
の
理
論
で
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
近
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
討
議
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
大
学
に
お

い
て
は
特
に
講
座
を
設
け
る
な
ど
の
動
き
も
な
く
、
大
学
の
中
で
研
究
さ
れ
る
学
問
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
日
本
学
と
日
本
人
論
が
相
互
に
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
．

ｳ
て
、
現
在
の
日
本
の
大
学
の
状
況
を
見
る
と
、
少
く
と
も
文
科
系
の
学
問
に
お
い
て
、
講
座
制
の
枠
の
中
で
学
問
が
硬
直
化
し
専
門

化
と
い
う
名
の
も
と
に
璃
末
化
し
て
い
る
の
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
日
本
の
学
問
の
閉
鎖
性
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る

も
の
で
あ
る
。
日
本
学
の
提
唱
、
日
本
人
論
の
氾
濫
は
、
現
在
の
学
問
へ
の
反
発
と
国
際
交
流
の
拡
大
の
中
で
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
そ

れ
な
り
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
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今
後
日
本
は
、
国
際
社
会
の
中
で
あ
る
い
は
学
術
交
流
の
中
で
、
あ
る
場
合
に
は
世
界
共
通
の
言
語
で
、
日
本
の
こ
と
を
客
観
的
に
表

現
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
で
き
て
始
め
て
日
本
文
化
の
存
続
が
可
能
之
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
「
国
際
社
会
の
中
に
お
け
る
日
本
」
の
問
題
は
、
大
学
に
お
い
て
も
当
然
研
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

結
び

　
以
上
問
題
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
要
約
す
れ
ば
国
際
化
の
中
で
現
実
的
問
題
と
し
て
留
学
生
教
育
が
注
目
さ
れ
る
が
、
留
学
生
教
育

が
日
本
語
教
育
に
偏
っ
て
お
り
そ
の
他
の
要
素
が
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
現
在
の
日
本
の
置
か
れ

て
い
る
状
況
は
日
本
の
文
化
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
客
観
的
に
日
本
の
文
化
な
ど
を
見
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
、
大
学
に
お
い
て
も
そ
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
今
後
の
留
学
生
教
育
で
あ
る
が
、
今
ま
で
は
日
本
語
が
中
心
で
あ
り
実
践
的
な
面
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
学
研
的
な
面

も
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
人
数
の
留
学
生
を
も
つ
大
学
、
そ
の
地
域
の
中
心
を
担
っ
て
い
る

大
学
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
研
究
者
を
集
め
、
国
際
的
な
問
題
を
中
心
に
広
い
視
野
か
ら
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

そ
の
研
究
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
日
本
研
究
（
あ
く
ま
で
も
国
際
社
会
か
ら
見
た
研
究
で
あ
り
、
様
々
な
専
門
の
立
場
か

ら
討
議
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
）
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
な
ど
と
い
う
名
目
の
地
域
研
究
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て

も
よ
い
ど
考
え
る
。
と
に
か
く
そ
の
大
学
あ
る
い
は
そ
の
地
域
の
国
際
化
を
牽
引
す
る
文
化
的
中
心
と
し
て
の
研
究
機
関
の
性
格
を
持
つ

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
近
い
将
来
設
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
性
格
を
異
に
し
た
独
自
の
研
究
を
行
う
た
め
に
、

あ
る
い
は
底
辺
を
広
げ
る
た
め
に
も
、
各
地
方
の
大
学
・
地
方
公
共
団
体
あ
る
い
は
民
間
団
体
な
ど
に
何
ら
か
の
形
で
の
「
日
本
研
究
セ

ン
タ
ー
」
を
創
設
す
る
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
九
州
大
学
に
お
い
て
は
、
留
学
生
教
育
セ
ン
タ
ー
の
新
校
舎
を

建
設
す
る
に
当
っ
て
、
国
際
会
議
場
を
併
設
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
と
聞
く
が
、
そ
の
セ
ン
タ
ー
の
一
部
に
日
本
文
化
研
究
を
行
う
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…
機
関
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
今
後
二
・
三
年
の
間
、
留
学
生
増
加
の
中
で
、
留
学
生
教
育
は
様
々
の
形
で
揺
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
ま
た
一
方
で
様
々
な
試
み
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
在
留
学
生
教
育
が
新
し
い
段
階
を
む
か
え
た
だ
け
に
、
留
学
生
教
育
の
任
に
当
る
者
は
よ
り
慎
重
に
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
が
第
二
の
開
国
と
も
い
わ
れ
る
国
際
化
社
会
に
向
け
て
の
一
つ
の
大
き
な
実
験
の
成
功
に
つ
な

が
る
と
老
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
〔
注
〕

ω
　
矢
野
零
細
『
劇
場
国
家
日
本
』
　
（
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
・
一
九
八
二
年
）
P
4
、
山
崎
正
和
氏
「
日
本
文
化
の
世
界
史
的
実
験
」
　
（
『
中
央
公

　
論
』
一
九
八
六
年
六
月
号
）
、
一
九
八
五
年
東
京
会
議
「
世
界
の
中
の
日
本
人
」
　
（
報
告
書
『
新
・
巳
本
人
論
』
読
売
新
聞
社
）
森
永
貞
一
郎
氏

　
他
の
発
言
）

働
　
地
方
の
大
学
で
は
、
あ
る
文
化
圏
の
学
生
が
一
人
ま
た
は
極
め
て
少
数
の
場
合
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ー
が
形
成
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
全
国
単
位
で
み
れ
ば
そ
の
よ
う
な
学
生
も
他
の
地
域
に
住
む
同
国
人
と
密
接
な
連
絡
が
あ
る
場
合
が
多
い
。

圖
　
　
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
　
（
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
六
七
年
）
、
こ
の
他
に
も
同
新
書
の
中
の
『
タ
テ
社
会
の
力
学
』
　
『
適
応
の
条
件
』

　
の
申
に
も
こ
の
理
論
に
触
れ
て
い
る
。

ω
　
中
根
氏
は
「
日
本
人
の
海
外
不
適
応
」
の
問
題
に
し
ば
し
ば
触
れ
る
が
、
例
え
ば
『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』
　
（
P
6
7
）
で
は
、
　
「
背
景
と
な

　
る
現
地
の
社
会
が
あ
ま
り
に
異
な
る
の
で
、
こ
う
し
た
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
、
ま
る
で
日
本
入
集
団
と
い
う
も
の
を
実
験
室

　
で
試
験
管
に
入
れ
て
み
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
日
本
人
的
特
色
が
明
瞭
に
考
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
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