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2 年目を迎えた GSE

2017
「グローバル化」の新たな段階

　卒業に必要な単位の半分を、英語による授業で修得する Global Studies in 

English（GSE）という特別プログラムが、昨年度より始まりました。予想を超え

る多数の１-２年次生が、GSEプログラムに参加しているのを嬉しく思います。

　GSEプログラムが誇るのが、研究・教育分野で活躍するグローバル人材で固

めた、ネイティブ・スピーカー講師陣です。学部で20年以上にわたり英語教育

を担ってきた英国人を中心に、国際教育の経験が豊富で、最近では日本企業

の国際的な社会貢献活動の研究に取り組むアメリカ人、第二次安倍政権につい

ての本を刊行したオーストラリア人の政治学者、および比較教育が専門で留学

生支援の実績を有するアメリカ人が、GSEプログラムに専従しています。

　この4人に加えて、1名の専任教員および5名の非常勤講師がGSEプログラムを

応援しています。こちらもグローバル企業の英語研修のベテラン、法律英語の

専門家、学会の論文賞を取った期待の若手など多彩です。

　こうしたグローバル人材講師陣の役割は、あくまで受講者一人ひとりが自分の

強みを生かしてグローバル人材への道を歩む案内人です。険しい道を走破で

きるかは、参加者の決意と努力にかかっています。たとえば毎日２-３時間くらいを

予習・復習に費やす努力が期待されます。一見大変に聞こえますが、毎日の通

学時間を充てればよいのです。何かをマスターするには、1 万時間の修練が必

要といわれますが、英語学習も例外ではありません。費やした時間だけ伸び

るのが語学力です。

　英語に触れる時間を効率よく稼げるのが海外留学です。GSEプログラムは、留

学の事前準備および留学後の英語力の維持・増進にも極めて有効です。

　GSEプログラムの恵まれた環境を生かす力を惜しまない、チャレンジ派のみ

なさんの参加をお待ちしています。
GSE プログラム実行委員会

GSE 授業風景



「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」の
新
た
な
段
階
と

国
際
学
部
で
の
学
び

コ
ー
ス
制
の
導
入

デ
ィ
ー
ズ
・
コ
ー
ス
」、
国
際
関
係
や
国
際
法
、
国
際

経
済
の
ほ
か
に
、
政
府
・
国
際
機
関
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

を
通
じ
た
国
際
協
力
や
国
際
文
化
交
流
な
ど
を
中
心

に
学
ぶ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・
コ
ー
ス
」

の
３
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
コ
ー
ス
で
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
単
位
数

は
控
え
め
に
し
、
ほ
か
の
領
域
の
科
目
を
積
極
的
に

履
修
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
ど
の

認
定
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
修
得

を
期
待
す
る
能
力
な
ど
を
示
し
た
も
の
）
に
は
、「
比

較
の
視
点
や
異
文
化
へ
の
豊
か
な
感
性
を
身
に
付
け
、

多
様
な
価
値
観
を
身
に
付
け
て
い
る
」
こ
と
、「
国
際

交
流
の
現
場
に
お
け
る
社
会
科
学
・
人
文
科
学
の
裏

付
け
を
伴
う
的
確
な
判
断
力
や
感
性
を
身
に
付
け
て

い
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
社
会

に
出
て
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
求
め
ら
れ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
感
性
や
価
値
観
、
判
断

力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
狭
い
学
問
領
域
に
と

ら
わ
れ
な
い
、
幅
広
い
分
野
の
学
修
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
何
の
制
約
も
な
く
自
分
の
関
心
に
し
た

が
っ
て
自
由
に
授
業
科
目
を
選
択
し
て
い
く
の
も
難

し
い
も
の
で
す
。
大
学
の
授
業
科
目
は
専
門
領
域
が

細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
が
ど
の
よ

う
に
関
連
が
あ
る
の
か
、
ど
の
科
目
が
よ
り
基
本
的

な
内
容
で
ど
の
科
目
が
よ
り
専
門
的
な
内
容
な
の
か

と
い
っ
た
こ
と
を
判
断
し
な
が
ら
履
修
し
な
け
れ
ば
、

幅
広
い
分
野
の
学
修
が
で
き
て
も
、
系
統
性
が
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

国
際
学
部
の
コ
ー
ス
制
は
、ア
ジ
ア
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
地
誌
や
歴
史
、
社

会
、
思
想
・
宗
教
な
ど
を
中
心
に
学
ぶ
「
エ
リ
ア
・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・
コ
ー
ス
」、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

手
段
と
し
て
の
言
語
を
め
ぐ
る
問
題
や
異
文
化
間
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
言
語
文
化
や
表
象
文
化
な
ど

を
中
心
に
学
ぶ
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ

　

二
〇
一
八
年
度
よ
り
、国
際
学
部
で
は
コ
ー
ス
制
を

導
入
し
ま
す
。コ
ー
ス
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
際
学
部
の
特
徴
で
あ
る
、学
び
の
多
様
性
と
学
生
の

主
体
的
な
学
び
を
維
持
し
つ
つ
も
、学
生
が
履
修
計
画

を
立
て
や
す
く
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

国
際
学
部
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
（
卒
業
を

よ
う
な
テ
ー
マ
で
の
学
修
が
で
き
る
か
と
い
う

チ
ャ
ー
ト
（
海
図
）
と
し
て
専
攻
分
野
を
提
示
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、コ
ー
ス
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
幅
広
い
分
野
の
学
修
と
体
系
性
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
り
、
国
際
学
部
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
に
基

づ
い
た
人
材
養
成
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

た
楽
観
的
な
見
方
は
影
を
潜
め
、
現
在
で
は
負
の
側

面―

テ
ロ
の
問
題
や
大
量
の
難
民
と
そ
の
保
護
を
め

ぐ
る
問
題
、
格
差
の
拡
大
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
感
情
の
政
治
的
利
用―

に
よ
り
注
目
が
集

ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」が
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」の
負
の
側
面
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル

学
部
も
そ
の
ひ
と
つ
で
し
た
。一
三
〇
年
の
歴
史
を

持
つ
共
立
女
子
学
園
の
な
か
で
は
若
い
学
部
で
す
が
、

国
際
系
学
部
と
し
て
は
第
一
世
代
に
属
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
一
世
代
の
年
月
が
流
れ
、国
際
、グ
ロ
ー

バ
ル
の
名
を
冠
し
た
大
学
、
学
部
は
ま
す
ま
す
増
え

て
い
ま
す
。そ
の
一
方
で
、そ
こ
で
の
学
び
の
あ
り
方

も
変
化
し
、
ま
た
多
様
化
し
て
い
ま
す
。本
学
で
も
、

二
〇
〇
七
年
に
社
会
科
学
系
分
野
を
強
化
す
る
形
で

「
国
際
学
部
」に
改
組
し
、
キ
ャ
ン
パ
ス
も
八
王
子
か

ら
神
田
に
移
り
ま
し
た
。二
〇
一
三
年
に
は
そ
れ
ま

で
の
国
際
文
化
、
国
際
社
会
の
二
コ
ー
ス
制
に
代

わ
っ
て
、一
七
の
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導
入
さ
れ
、さ

ら
に
二
〇
一
六
年
度
に
は
、
卒
業
要
件
単
位
数
の
半

分
を
英
語
で
の
授
業
に
よ
っ
て
取
得
す
る
Ｇ
Ｓ
Ｅ

（Global Studies in English

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開

設
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
二
〇
一
八
年
度
か
ら
は
、下

の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、エ
リ
ア
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
グ
ロ
ー
バ
ル
の
三
つ
の
コ
ー
ス
が
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
制
度
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
化
は
、
学

生
自
身
の
関
心
に
沿
っ
た
形
で
の
学
修
と
学
問
に
お

け
る
一
定
の
系
統
性
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
、

と
い
う
学
際
的
な
大
学
教
育
が
抱
え
て
い
る
課
題
を

反
映
し
て
い
ま
す
。し
か
し
同
時
に
、こ
の
約
三
〇
年

間
の
間
に
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
認
識
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。当
初
見
ら
れ

　
　

国
際
学
部
は
、
元
号
が
平
成
に
替
わ
っ
た
翌
年

の
一
九
九
〇
年
、
八
王
子
キ
ャ
ン
パ
ス
に
設
立
さ
れ

た
国
際
文
化
学
部
を
前
身
と
し
て
い
ま
す
。当
時
は

東
西
対
立
の
冷
戦
が
終
結
す
る
一
方
で
、
日
本
は
ま

だ
バ
ブ
ル
景
気
に
あ
り
、
自
ら
の
経
済
力
に
自
信
を

持
っ
て
い
た
時
代
で
し
た
。こ
う
し
た
時
代
背
景
の

な
か
、
大
学
に
お
い
て
も「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」が
進
め

ら
れ
、
学
問
分
野
を
横
断
し
た「
国
際
」と
名
前
の
つ

い
た
学
部
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
際（
文
化
）

西
山
暁
義

歴
史
学
、ド
イ
ツ
史

佐
藤
雄
一

日
本
語
学
、
日
本
語
教
育

あ
き
よ
し

学
部
長

学
科
主
任

化
」
そ
の
も
の
を
不
要
で
あ
る
と
否
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
克
服
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。む
し

ろ
、
負
の
側
面
の
原
因
と
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に

も
、
ま
す
ま
す「
グ
ロ
ー
バ
ル
」な
視
野
が
必
要
と
な

り
ま
す
。そ
し
て
、そ
れ
が
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
や
古
典
な
ど

こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
学
問
、
文
化
に
つ
い
て

も
、理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。国

際
学
部
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
の
な
か
で
、自

立
し
た
思
考
を
持
ち
な
が
ら
自
ら
の
未
来
を
切
り
開

い
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
学
生
を
育
て
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
タ
ス
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
前

提
を
ふ
ま
え
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
三
つ
の
コ
ー
ス

に
沿
っ
て
、
現
在
の「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」に
関
す
る
論

点
や
、国
際
学
部
で
の
学
び
の
可
能
性
に
つ
い
て
、何

人
か
の
教
員
が
短
い
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、国
内
外
で
活
躍
す
る
卒
業
生
が
、現
在
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
と
、
学
生
時
代
の
学
び
が
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も

報
告
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、二
年
目
を
迎
え

た
Ｇ
Ｓ
Ｅ
の
現
在
の
状
況
や
、
二
〇
一
七
年
度
に
着

任
し
た
新
任
教
員
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。こ
れ
ら
を

通
し
て
、
右
に
述
べ
た
課
題
に
挑
戦
す
る
国
際
学
部

の
姿
の
一
端
で
も
読
ん
で
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に

お
伝
え
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

CONTENTS

国際学部での学び

エリア・スタディーズ・コース

コミュニケーション・スタディーズ・コース

グローバル・スタディーズ・コース

卒業生インタビュー

新任教員紹介

2P～3P

4P～5P

6P～7P

8P～9P

10P～13P

14P～15P
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Area Studies Course

Craig MARK
Politics and International Relations

ア
ジ
ア
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ
リ
カ
と
い
う
世
界
の
諸
地
域
の
社
会
・
文
化
を

歴
史
、思
想
、宗
教
、政
治
、経
済
な
ど
、多
角
的
視
点
か
ら
と
ら
え
ま
す
。

ア
ジ
ア
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ
リ
カ
研
究
の
ほ
か
に
、「
移
民
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」や

「
都
市
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」な
ど
、地
域
を
多
彩
な
側
面
か
ら
学
び
ま
す
。

の
農
村
地
域
に
お
け
る
躍
進
も
、
過
去
二
〇
年
間
の
大
統

領
選
に
お
い
て
民
主
党
が
一
貫
し
て
制
し
て
き
た
ペ
ン
シ

ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
お
よ
び
ミ
シ
ガ
ン

州
に
お
け
る
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
に
大
き
く
寄
与
し
ま
し
た
。

ト
ラ
ン
プ
の
保
護
主
義
や
反
移
民
の
公
約
は
、
産
業
労
働

者
だ
け
で
な
く
、
閉
塞
感
に
満
ち
た
農
村
地
域
の
保
守
層

に
も
支
持
さ
れ
た
の
で
す
。

　

対
照
的
に
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
農
村
地
域
の

白
人
票
を
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。男
性
の
根
強
い
セ
ク
シ

ズ
ム
と
い
う
文
化
的
な
問
題
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
農
村

地
域
で
は
女
性
票
も
ト
ラ
ン
プ
に
流
れ
ま
し
た
。四
〇
歳

台
の
女
性
の
、
薬
物
の
乱
用
等
を
背
景
と
す
る
死
亡
率
の

上
昇
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
農
村
地
域

の
白
人
の
貧
困
女
性
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。歴
史

的
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
医
療
保
険
や
育
児
支

援
が
、先
進
国
と
し
て
は
弱
い
低
福
祉
国
家
で
す
。こ
う
し

た
ア
メ
リ
カ
固
有
の
文
脈
が
あ
る
な
か
で
、
困
窮
す
る
白

人
女
性
た
ち
が
、藁
に
も
す
が
る
思
い
で
、ト
ラ
ン
プ
が
約

束
す
る
チ
ェ
ン
ジ
を
支
持
し
た
の
で
す
。

　

繁
栄
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
の
反
乱
と
い
う
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
新
局
面
が
、
端
的
に
表
れ
た
の

が
ト
ラ
ン
プ
現
象
で
す
。こ
の
よ
う
に
特
定
の
国
の
問
題

に
つ
い
て
、地
域
の
利
害
、歴
史
、人
種
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
、公

共
政
策
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
総
合
的
に
研
究
す

る
の
が
エ
リ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
す
。

　

過
激
で
差
別
的
な
発
言
を
繰
り
返
す
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ

ン
プ
が
、
昨
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
で
勝
利
し
た
こ
と

に
、世
界
中
の
人
が
驚
い
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。対
立
候

補
だ
っ
た
民
主
党
の
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
、ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
の
上
院
議
員
お
よ
び
国
務
長
官
を
歴
任
し
、
し

か
も
大
統
領
お
よ
び
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
知
事
の
夫
人
も
経

験
す
る
と
い
う
、
際
立
っ
た
政
治
・
公
職
歴
を
誇
っ
て
い

ま
し
た
。対
す
る
ト
ラ
ン
プ
は
、
公
職
歴
ゼ
ロ
の
不
動
産

屋
・
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
で
し
た
。な
ぜ
、多
く
の
ア
メ
リ
カ

人
が
、
経
験
や
人
柄
に
つ
い
て
不
安
を
抱
く
人
物
に
投
票

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ト
ラ
ン
プ
が
勝
て
た
理
由
を
一
言
で
い
え
ば
、
毎
回
の

選
挙
で
激
戦
と
な
る
中
西
部
の
、
非
大
学
卒
の
白
人
た
ち

の
心
を
つ
か
ん
だ
か
ら
で
す
。重
化
学
工
業
へ
の
依
存
度

が
高
い
中
西
部
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
サ
ー
ビ
ス

化
、
知
識
集
約
型
産
業
へ
の
シ
フ
ト
に
総
じ
て
乗
り
遅
れ

て
い
ま
す
。デ
ト
ロ
イ
ト
の
自
動
車
産
業
の
地
盤
沈
下
な

ど
を
背
景
に
、昔
か
ら
保
護
主
義
が
強
い
地
域
で
す
。ト
ラ

ン
プ
の
反
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、反
北
米
自
由
貿
易
協
定
、反
移
民
は
中

西
部
の
産
業
労
働
者
に
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

　

中
西
部
の
産
業
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
農
村
地
域
の
得

票
マ
ー
ジ
ン
の
積
み
増
し
が
ト
ラ
ン
プ
当
選
の
鍵
と
な
り

ま
し
た
。先
進
国
全
般
で
脱
工
業
化
が
進
む
な
か
、中
西
部

と
い
え
ど
も
投
票
総
数
に
占
め
る
労
働
組
合
世
帯
の
割
合

は
二
割
前
後
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。投
票
総
数
の
約
二
〜
三
割

ト
ラ
ン
プ
を
当
選
さ
せ
た
中
西
部
の
不
満

　
　―

―

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
繁
栄
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
の
反
動―

―

細
野
豊
樹

政
治
学
、
公
共
政
策

　Australia has enjoyed positive relations with Japan for 
many years, which is a remarkable development, as 
Australia and Japan were enemies in the Second World 
War. A Commerce Agreement was signed between 
Australia and Japan in 1957, and a Treaty of Friendship 
and Co-operation in 1976, by which time Japan had 
become Australia’s largest trading partner, particularly in 
minerals and other commodity exports. Japan is still the 
second largest trading partner for Australia today (after 
China). An Economic Partnership Agreement was recently 
concluded in 2015, which will increase mutual trade even 
further.
　Ever s ince the ‘bubble  economy’  period of  the 
1970s-1980s, Australia has been a popular tourist 
destination for Japanese people, which continues with 
many Japanese students going on exchanges, and other 
young people participating in the working-holiday 
program in Australia. Australians are also increasingly 
visiting Japan. They like to enjoy a range of activities, such 
as skiing and other winter sports, and appreciating 
Japanese culture, from ancient traditions such as tea 
ceremony, gardens, architecture and cuisine, to modern 
popular culture, particularly anime, manga and J-pop.
　Apart from economic and social ties, Australia and Japan 
have grown even closer in the diplomatic field, to the 
official level of a ‘Special Strategic Partnership’ since 
2014. Both Japan and Australia share the United States as 
their main ally, and the three countries regularly hold the 
Trilateral Strategic Dialogue. The Japanese Self-Defense 
Force and the Australian Defence Forces have co-operated 
in security training and operations, including Peacekeeping 
Operations in Cambodia, East Timor, and Iraq. Australia 
and Japan also participate together in international 
organizations, particularly the G20, APEC, and the East 
Asia Summit.
　Sport is another area of close association, as Japan and 
Australia are frequent rivals in the Asian group for the 
soccer World Cup. Australians will also be paying close 
attention to the Rugby World Cup, which will be held in 
Tokyo in 2019, and also the 2020 Tokyo Olympics. The 
Faculty of International Studies at Kyoritsu Women’s 
University is therefore a perfect place for students to learn 
more about Japan’s important foreign relations with 
countries such as Australia.

エ
リ
ア

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

コ
ー
ス

フ
ラ
ン
ス
の
多
文
化
主
義

し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
多
文
化
主
義
の
国
、外

国
の
文
化
に
寛
容
な
国
だ
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
外
国
人
に
対
し
て
同
化
を
強
く
求
め
る
国

だ
と
い
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
を

立
派
に
話
す
こ
と
が
、
外
国
人
に
も
暗
黙
の
裡
に
求
め
ら

　

二
〇
一
七
年
の
初
夏
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
統
領
選
挙
が

あ
り
ま
し
た
。選
ば
れ
た
の
は
マ
ク
ロ
ン
と
い
う
三
九
歳

の
史
上
最
年
少
の
候
補
者
で
す
。対
抗
馬
は
女
性
の
ル
ペ

ン
候
補
で
し
た
が
、
彼
女
が
勝
て
ば
史
上
初
の
女
性
大
統

領
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。し
か
し
、そ
れ
以
上
に
彼

女
は
異
色
の
候
補
者
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。反

移
民
を
訴
え
る「
国
民
戦
線 

」の
党
首
で
、
大
統
領
に
な
っ

た
ら
こ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
の
あ
り
方
を
大
き

く
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
総
人
口
の
六
パ
ー

セ
ン
ト
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
て
、
昔
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
な
か
で
は
外
国
人
の
多
い
国
で
し
た
。移
民
の
子
ど
も

た
ち
も
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
し
て
平
等
に
教
育
し
、
市
民
社

会
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
ま
し
た
。外
国
人
に
対

し
て
あ
ま
り
差
別
の
な
い
国
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
良
い
で

し
ょ
う
。フ
ラ
ン
ス
人
の
四
人
に
ひ
と
り
は
祖
父
や
祖
母

が
外
国
人
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
大
革

命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
ま
し
た
。七
月
一
四
日
の
革
命
記
念

日
に
は
、
大
統
領
が
陸
海
空
軍
を
引
き
連
れ
て
シ
ャ
ン
ゼ

リ
ゼ
大
通
り
を
行
進
し
、
そ
の
先
の
凱
旋
門
の
下
に
は
フ

ラ
ン
ス
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
軍
人
を
悼
む
火
が
燃
え
て

い
る
の
で
す
が
、大
統
領
は
そ
こ
に
花
束
を
捧
げ
ま
す
。ま

る
で
建
国
記
念
日
の
よ
う
な
国
家
的
行
事
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
外
国
人
に
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
へ
の

同
化
を
求
め
ま
す
。け
っ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
血
筋
や
、

カ
ト
リ
ッ
ク
や
、ワ
イ
ン
や
チ
ー
ズ
や
、日
本
人
の
考
え
る

い
わ
ゆ
る「
お
洒
落
な
」フ
ラ
ン
ス
文
化
へ
の
同
化
を
外
国

人
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
点
が
、外

国
人
に
対
し
て
寛
容
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。し
か

辻
山
ゆ
き
子
　

社
会
学
、
フ
ラ
ン
ス
地
域
研
究

Australia’s View of Japan

れ
ま
す
。ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
よ
う
に
、
移
民
が
民
族

的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
る
こ
と
も
否
定
的
に
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

現
在
の
移
民
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
来
た
北
ア

フ
リ
カ
や
サ
ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ
、

つ
ま
り
旧
植
民
地
か
ら
来
た
人
々
が
多
い
で
す
。彼
ら
は

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
の
移
民
よ

り
も
、
社
会
参
加
が
ス
ム
ー
ズ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
自

由
・
平
等
・
友
愛
」「
政
教
分
離
」
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
へ

の
同
化
が
、
旧
植
民
地
の
人
た
ち
に
対
す
る
差
別
意
識
が

根
底
に
あ
っ
て
上
手
く
い
か
な
い
の
で
す
。貧
富
の
格
差

の
拡
大
を
背
景
に
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
に
魅
か
れ
る
若

者
に
よ
る
テ
ロ
事
件
が
社
会
を
震
撼
と
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

反
移
民
の
「
国
民
戦
線
」
が
力
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
が
、

彼
ら
は
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
へ
、

移
民
が
市
民
と
し
て
平
等
に
参
加
す
る
こ
と
を
否
定
し

て
い
ま
す
。こ
れ
は
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
市
民
社
会
の
否
定

で
す
。将
来
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
を
め
ぐ
る
状
況
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。多
文
化
主
義
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
て
外
国
出
身
者
を
社
会
参
加
さ
せ

る
の
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
と
も
排
外
主
義
が
強
く
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。フ
ラ
ン
ス
は
厳
し
い
局
面
に
あ
り
ま
す
。

5 4



Communication 
Studies Course

ま
ず
は
足
も
と
か
ら

あ
り
ま
す
）が
転
化
し
た
も
の
で
、
漢
籍
の
用
例
を

さ
か
の
ぼ
る
と
、『
中
庸
』や『
礼
記（
ら
い
き
）』な
ど
、

二
〇
〇
〇
年
前
の
儒
教
の
書
物
に
た
ど
り
着
き
ま

す（「
正
鵠
」は
、的
の
中
央
の
黒
点
の
こ
と
）。

　

今
日
で
は
、ふ
た
つ
の
言
い
方
は
と
も
に
通
用
し
て
お
り
、

改
め
て
正
誤
を
問
う
の
も
野
暮
と
い
う
気
も
し
な
い
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。が
、
少
な
く
と
も
本
来
の
形
は
「
正
鵠
を
得

る
」、発
生
と
使
用
歴
が
古
い
の
も
こ
ち
ら
。そ
し
て
何
事
に

も
せ
よ
、
長
い
時
の
試
練
に
耐
え
て
伝
え
ら
れ
、
続
い
て
来

た
も
の
に
は
一
種
の
風
格
や
正
統
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
も

確
か
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、言
葉
を
単
に
ツ
ー
ル
と
し
て
見
る
の
で
は

な
く
、そ
の
本
来
の
意
味
や
来
歴
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
、

歴
史
や
伝
統
、文
化
基
盤
な
ど
の
分
野
に
私
た
ち
を
い
ざ
な

い
、心
を
ゆ
た
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。

　

国
際
化
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
の
な
か
、私
た
ち
の
目
と

心
は
つ
い
海
外
へ
、世
界
へ
と
向
か
い
が
ち
で
す
が
、し
か

し
何
事
も
、ま
ず
は
足
も
と
か
ら
。外
国
語
を
学
ぶ
に
し
て

も
、母
国
語
に
鈍
感
で
あ
っ
て
は
、外
国
語
学
習
を
始
め
て

も
、突
然
敏
感
に
な
れ
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。大
切
な
の
は
、

ま
ず
母
国
語
に
つ
い
て
た
え
ず
鋭
敏
な
ア
ン
テ
ナ
を
め
ぐ

ら
し
、
吟
味
を
怠
ら
な
い
習
慣
を
つ
け
て
お
く
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
国
語
の
セ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
、自

国
の
文
化
へ
の
造
詣
を
深
め
て
く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

外
国
語
の
理
解
力
、
外
国
文
化
の
咀
嚼
力
の
向
上
に
も
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
は
言
葉
に
よ
っ
て
考
え
、
言
葉
に
よ
っ
て
ほ
か
の
人

と
交
流
し
ま
す
。言
葉
が
荒
れ
れ
ば
思
考
や
人
間
関
係
は

荒
れ
、
言
葉
が
洗
練
さ
れ
れ
ば
思
考
も
人
間
関
係
も
洗
練

さ
れ
ま
す
。そ
れ
だ
け
に
、私
た
ち
は
言
葉
と
い
う
も
の
に

慎
重
に
、
て
い
ね
い
に
向
か
い
合
う
こ
と
が
大
切
と
言
え

ま
し
ょ
う
。　

　

そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。例
を
ひ
と
つ

挙
げ
て
み
ま
す
。

　

少
し
前
の
こ
と
で
す
が
、
読
売
新
聞
の
エ
ッ
セ
イ
欄

で
、”「
的（
ま
と
）を
得
た
質
問
」と「
的
を
射（
い
）た
質
問
」、

ど
ち
ら
の
言
い
方
が
正
し
い
か
？
“
と
い
う
こ
と
が
話
題

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
問
題
は
ネ
ッ
ト
上
で
も
い
ろ
い

ろ
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
単
純
な
こ
と
で
、
言
葉
の
本

来
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば「
正
し
い
」の
は
前
者
で
、後
者
は

誤
り
に
近
い
も
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
「
射
る
」
と
い
う
行
為
は
”弓
に
矢
を
つ
が
え

て
放
つ
“
と
い
う
こ
と
で
す
。つ
ま
り「
的
を
射
た
」結
果
、

矢
が
命
中
せ
ず
に
”は
ず
れ
る
“
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、
し

た
が
っ
て「
的
を
射
た
質
問
」と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
落
ち

着
き
の
悪
い
表
現
な
の
で
す
（「
的
を
射
抜
い
た
質
問
」
な

ら
ば
問
題
は
な
く
、梶
井
基
次
郎
に
用
例
が
あ
り
ま
す
）。

　

こ
の「
的
を
射
た
」と
い
う
表
現
は
戦
前
の
辞
書
に
は
見

え
ず
、
戦
後
、
つ
ま
り
二
十
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
広

ま
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

　

一
方「
的
を
得
た
」の
ほ
う
は
、
漢
籍
由
来
の「
正
鵠（
せ

い
こ
く
）を
得（
う
）る
」（
森
鷗
外
や
北
村
透
谷
に
用
例
が

宇
野
直
人
　

中
国
伝
統
文
学
、
表
象
文
化

カ
ナ
ダ
を
も
と
に
考
え
る

―
 

社
会
的
な
多
様
性
と
の
向
き
合
い
方 ―

日
本
の
文
化
発
信
に
つ
い
て
、

ア
ニ
メ
を
通
し
て
考
え
る

ア
ニ
メ
へ
の
興
味
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
本
格
化
し
、

「
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
」
や
「
Ｇ
Ｈ
Ｏ
Ｓ
Ｔ　

Ｉ
Ｎ　

Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｓ

Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
」な
ど
の
Ｓ
Ｆ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
ヒ
ッ
ト
し
、ま
た
、

「
ト
ト
ロ
」や「
千
と
千
尋
」が
代
表
す
る
ジ
ブ
リ
ア
ニ
メ
や

「
マ
ク
ロ
ス
」・「
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
」・「
ら
ん
ま
１
／
２
」・

「
ド
ラ
え
も
ん
」・「
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｏ
」な
ど
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
フ
リ
カ
、中
東
、イ
ン
ド
、東
南
ア
ジ
ア
、中
国
・
韓
国
と

地
域
を
問
わ
ず
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ニ
メ
の
母
体
と
い
え
る
マ
ン
ガ
も
全
世
界
に
急
速
に

普
及
し
て
い
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
受
容
の
あ
り
か
た
は

本
家
の
日
本
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

日
本
に
お
け
る
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
と
世
界
の
ア
ニ
メ
受
容
に

つ
い
て
分
析
・
検
討
す
る
だ
け
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

比
較
が
で
き
る
の
で
す
。

　

昨
年
、
日
本
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た「
君
の
名
は
。」は
、
ほ
と

ん
ど
独
り
で
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ「
ほ
し
の
こ
え
」を
作
り
あ
げ
た

こ
と
が
あ
る
新
海
誠
の
作
品
で
し
た
。新
海
監
督
を
は
じ

め
、現
在
、「
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
」の
庵
野
秀
明
、「
時
を
か

け
る
少
女
」の
細
田
守
、「
ま
ど
か
☆
マ
ギ
カ
」の
新
房
昭
之

ほ
か
、
力
の
あ
る
ア
ニ
メ
監
督
が
日
本
の
ア
ニ
メ
の
地
平

を
拡
大
・
進
化
さ
せ
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。そ
の
作
品

群
が
世
界
に
ど
の
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
は
未
知
数
で

す
が
、
ア
ニ
メ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
日
本
で
独
自
な
発
展

を
続
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　

日
本
と
い
う
、自
分
た
ち
の
国
の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
発

展
し
、
世
界
に
発
信
さ
れ
、
国
際
的
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
、
評
価
さ
れ
る
の
か
。そ
こ
に
着
目
す
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
必
要
な
時
代
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。で
す

か
ら
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
る
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
、

ゲ
ー
ム
に
注
目
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

　

現
在
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
多
く
の
国
々
が
異
国
や
国

際
社
会
に
対
し
て「
内
向
き
な
」態
度
が
目
立
つ
状
況
の
な

か
で
、
日
本
と
い
う
異
国
の
文
化
に
は
相
変
わ
ら
ず
強
い

関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
関
心
は
、伝
統
的
な
茶
道
・
華
道
、柔
道
・
合
気
道
、

能
・
歌
舞
伎
、
あ
る
い
は
禅
や
和
食
な
ど
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
が
、
い
ま
の
ブ
ー
ム
の
淵
源
が
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。ア
メ
リ
カ
で
は

ゲ
ー
ム
の
こ
と
を「
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
」と
呼
び
、近
年
の「
ポ

ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
」の
大
ヒ
ッ
ト
は
社
会
現
象
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
近
代
文
学
、
表
象
文
化

よ
そ
東
京
都
府
中
市
の
人
口
に
あ
た
る
二
五
万
人
も
の

人
々
が
、毎
年
世
界
中
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。そ
の
た
め
国

内
に
は
、
ス
カ
ー
フ
を
身
に
着
け
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
店

員
さ
ん
や
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
イ
ン
ド
系
シ
ー
ク
教
徒
の

警
察
官
も
い
ま
す
。人
口
の
約
半
数
が
外
国
生
ま
れ
と

な
っ
て
い
る
ト
ロ
ン
ト
で
は
、
緊
急
通
話
９
１
１
は
一
五

〇
も
の
言
語
で
対
応
可
能
な
ん
で
す
よ
。

　
「
多
様
性
は
カ
ナ
ダ
の
強
み
で
あ
る
」
と
ジ
ャ
ス
テ
ィ

ン
・
ト
ル
ド
ー
現
首
相
も
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
様

な
民
族
と
そ
の
文
化
に
対
す
る
寛
容
な
姿
勢
は
、
カ
ナ
ダ

の
国
家
的
な
魅
力
を
な
し
て
い
ま
す
。そ
の
下
支
え
に

な
っ
て
い
る
の
は
、”inclusion

“
、
す
な
わ
ち
、
個
々
の

民
族
や
文
化
、あ
る
い
は
独
自
性
を
持
つ
各
地
域
を
、孤
立

さ
せ
る
こ
と
な
く
国
内
に
包
摂
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方

で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
八
六
七
年
の
建
国
当
初
よ
り
カ
ナ
ダ
で

こ
の
寛
容
さ
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
や
地
域
の
利
害
関
心
が
相
互
に
対
立
す

る
な
か
で
、
安
定
的
に
国
家
を
統
合
す
る
手
段
と
し
て
歴

史
的
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。今
日
の
カ
ナ

ダ
は
、
多
様
な
民
族
や
地
域
と
の
向
き
合
い
方
を
繰
り
返

し
模
索
し
て
き
た
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、カ
ナ
ダ
の
歴
史
や
社
会
を
学
ぶ
こ
と
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
異
な
る
背
景

　

み
な
さ
ん
は
、「
カ
ナ
ダ
」と
聞
い
て
何
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
で
し
ょ
う
か
。「
平
和
」、「
赤
毛
の
ア
ン
」、「
メ
ー
プ
ル
シ

ロ
ッ
プ
」あ
た
り
が
思
い
浮
か
ぶ
で
し
ょ
う
か
。カ
ナ
ダ
は

旅
行
や
留
学
先
に
選
ば
れ
る
こ
と
の
多
い
国
で
す
が
、
そ

の
歴
史
や
社
会
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

国
内
に
は
一
〇
の
州
と
三
つ
の
準
州
が
あ
り
、
カ
ナ
ダ

へ
の
加
入
時
期
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。経
済
面

を
み
た
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
業
や
金
融
業
が
盛
ん
な
州
も
あ

れ
ば
、農
業
や
漁
業
、あ
る
い
は
天
然
資
源
の
採
掘
が
盛
ん

な
州
や
準
州
も
あ
り
ま
す
。カ
ナ
ダ
の
最
大
都
市
ト
ロ
ン

ト
が
あ
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
と
赤
毛
の
ア
ン
で
有
名
な
プ
リ

ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
で
は
人
口
・
経
済

規
模
が
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
の
州
や
準
州
は

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、カ
ナ
ダ
に
は
民
族
的
な
多
様
性
も
あ
り
ま
す
。最

初
に
到
来
し
た
先
住
民
、そ
の
後
、植
民
地
を
形
成
し
た
フ

ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
移
民
、そ
し
て
今
日
で
は
、お

相
互
理
解
の
手
段
と
し
て
の
言
語（
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）や
文
学
、美
術（
表
象
文
化
）、

そ
し
て
異
な
る
文
化
間
の
比
較（
比
較
文
化
）を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
文
化
・
社
会
の
観
点
か
ら
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
も
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

コ
ー
ス

や
考
え
方
を
持
つ
人
々
と
互
い
に
ど
う
向
き
合
う
か
、
す

な
わ
ち
、
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を

考
え
る
上
で
役
立
ち
ま
す
。国
際
学
部
で
学
ぶ
み
な
さ
ん

に
は
、
社
会
の
多
様
化
に
適
応
で
き
る
柔
軟
性
と
バ
ラ
ン

ス
感
覚
に
優
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

橋
川
俊
樹
　

高
野
麻
衣
子
　

政
治
学
、
カ
ナ
ダ
地
域
研
究
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グローバリゼーションのなかのＥＵ

ダ
メ
ー
ジ
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
、「
国
民
が
み
ず
か
ら
の
衰
退
を

選
ん
だ
」
と
評
し
た
学
者
も
い
ま
し
た
。実
際
に
は
、
離
脱
派
が
い
う

よ
う
に
移
民
に
か
か
る
費
用
や
Ｅ
Ｕ
へ
の
拠
出
金
を
ほ
か
に
再
分
配

し
直
し
た
と
こ
ろ
で
、
国
民
生
活
が
さ
し
て
向
上
す
る
わ
け
で
も
な

い
と
い
う
試
算
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
冷
静
な
議
論
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。

　

一
方
で
、一
部
の
メ
デ
ィ
ア
や
評
論
家
の
よ
う
に
、何
か
し
ら
の
危

機
が
訪
れ
る
た
び
に「
Ｅ
Ｕ
崩
壊
か
」な
ど
と
大
げ
さ
に
書
く
の
に
は
、

ま
っ
た
く
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。Ｅ
Ｕ
の
ル
ー
ル
は
欧
州
各
国
の
市
民

生
活
の
広
範
な
分
野
に
根
づ
き
、
離
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
イ
ギ
リ

ス
が
自
国
の
役
に
立
つ
部
分
だ
け
残
せ
な
い
か
と
工
作
し
て
も
、
そ

の
よ
う
に
都
合
よ
く
切
り
離
せ
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
す
。現
在
の

Ｅ
Ｕ
が
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
ユ
ー

ロ
危
機
に
対
応
し
て
で
き
た
銀
行
同
盟
の
よ
う
に
、
危
機
の
た
び
に

Ｅ
Ｕ
が
新
し
い
制
度
を
構
築
し
て
統
合
の
実
を
上
げ
て
き
た
こ
と
も

事
実
で
す
。

　

私
に
は
、難
民
を
ほ
と
ん
ど
入
れ
ず
、外
国
人
労
働
者
の
処
遇
も
不

確
か
な
日
本
の
ほ
う
が
、む
し
ろ
こ
の
先
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
潮
流
に
つ

い
て
い
け
る
か
心
配
で
す
。Ｅ
Ｕ
は
多
く
の
経
験
を
経
て
、
い
ろ
い
ろ

な
知
恵
も
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。も
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
が
止

め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
適
応
し
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
程
度
、

そ
の
な
か
で
悩
み
苦
し
む
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
こ
そ
こ
の
内
需
が
見
込
め
る
国
内
社
会
に
閉
じ
こ
も
り
、
快
適
な

よ
う
で
い
て
、実
は
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
し
て
い
る
の
が
、こ
の
国
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

学
生
の
み
な
さ
ん
に
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
不
安
定
で
、
日
本
は
安

定
し
て
い
る
」と
思
い
込
む
の
で
な
く
、
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る

人
々
の
姿
を
見
て
、
こ
の
国
の
未
来
に
役
立
つ
知
恵
を
見
つ
け
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

　

国
境
を
越
え
て
激
し
く
動
く
人
、モ
ノ
、お
金
の
流
れ
を
目
の
当
た

り
に
す
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
負
の
側
面
ば
か
り
が
気

に
な
っ
て
し
ま
い
、さ
ら
に
自
分
の
生
活
状
況
が
よ
く
な
く
、容
易
に

は
改
善
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
と
、
む
し
ろ
国
境
を
閉
じ
た
ほ
う
が

自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
傷
が
つ
か
ず
、
よ
い
の
で
は
な

い
か
。も
は
や
予
算
の
ば
ら
ま
き
が
で
き
な
い
財
政
緊
縮
政
策
の
な

か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
増
え
て
き
た
の
は
不

思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、Ｅ
Ｕ（
欧
州
連
合
）は
、
本
来
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
先
取
り
し
て
域
内
の
自
由
移

動
や
貿
易
自
由
化
を
進
め
て
き
た
の
で
す
。そ
れ
は
む
し
ろ
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
す
る
世
界
経
済
の
な
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
き
残
る
た
め
の

知
恵
で
も
あ
り
ま
し
た
。あ
る
意
味
で
は
世
界
で
最
も
自
由
な
超
国

家
的
空
間
を
作
っ
た
、
そ
こ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
よ
り
大
き
な
流
れ
に

突
か
れ
た
の
が
ユ
ー
ロ
危
機
で
あ
り
、
難
民
危
機
で
あ
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

危
機
が
容
易
に
解
決
し
な
い
の
は
、
国
際
的
な
エ
リ
ー
ト
が
独
占

的
に
政
策
決
定
し
、
市
民
の
声
が
直
接
反
映
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ

と
し
て
、Ｅ
Ｕ
は
世
論
の
格
好
の
標
的
に
な
り
ま
し
た
。実
際
に
は
、

た
と
え
ば
、イ
タ
リ
ア
南
部
の
シ
チ
リ
ア
島
に
行
け
ば
、歴
史
的
遺
跡

に
も
、駅
舎
の
修
復
に
も
、港
湾
の
整
備
に
も
Ｅ
Ｕ
の
補
助
金
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
フ

ラ
が
多
少
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
個
人
レ
ベ
ル
の
実
生
活
で
大
き

な
変
化
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ギ
リ
ス
が
国
民
投
票
で
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
決
め
た
と
き
、
経
済
的
な

八
十
田
博
人
　

国
際
政
治
学
、

イ
タ
リ
ア
政
治
外
交
史

国
際
社
会
の
秩
序
や
仕
組
み
、枠
組
み
、さ
ら
に
は
地
球
環
境
課
題
へ
の

対
応
な
ど
を
、社
会
科
学
の
視
点
か
ら
学
び
ま
す
。

世
界
の
仕
組
み
と
ル
ー
ル
に
つ
い
て

知
識
を
深
め
ら
れ
る
五
つ
の
分
野
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

コ
ー
ス

「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル
」教
育
の
目
標

日
本
は
よ
く
「
閉
鎖
社
会
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。し
か
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
、私
た
ち
は
開

か
れ
た
態
度
で
世
界
の
な
か
に
深
く
関
わ
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。実
際
、い
ま
の
学
生
た
ち
は
こ

う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
求
め
て
い
る
と
思

い
ま
す
。私
た
ち
教
育
者
の
役
割
は
、
ま
さ
に
こ
の
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
成
長
を
促
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
に
は
、

教
員
自
身
の
専
門
的
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
成
長
も
欠
か
せ
ま

せ
ん
。教
員
は
、
実
践
的
な
研
究
を
続
け
、
新
た
な
知
見
に

よ
っ
て
教
室
で
の
授
業
を
活
性
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。私
自
身
は
現
在
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
と
の
協
力
に
お
い
て
、

開
発
途
上
国
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
ソ
ー
ラ
ー
照
明
の

影
響
、
特
に
児
童
教
育
、
保
健
、
安
全
に
焦
点
を
当
て
た
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
研
究
実
践

と
教
育
の
相
乗
作
用
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
貧
困
の
軽
減
と

い
っ
た
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て
の
解
決
策
を
学
生
が
よ
り
よ

く
理
解
す
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
す
。国
際
学
部
、

そ
し
て
Ｇ
Ｓ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
教
員
の
ひ
と
り
と
し
て
、学
生

の
み
な
さ
ん
が
新
た
な
レ
ン
ズ
で
世
界
を
見
、
そ
し
て
よ
り

批
判
的
に
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
寄
与
し
た
い
と
、
切

に
願
っ
て
い
ま
す
。

　

二
一
世
紀
と
い
う
時
代
は
、私
た
ち
に
多
く
の
新
た
な
課
題
を

突
き
つ
け
て
い
ま
す
。そ
れ
は
大
学
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

そ
う
し
た
な
か
、
国
際
学
部
の
Ｇ
Ｓ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
学
生
を

未
来
に
向
け
て
準
備
さ
せ
る
う
え
で
、あ
る
べ
き
方
向
へ
の
一
歩

と
な
り
ま
す
。そ
れ
は
何
よ
り
も
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
根
底
に

あ
る
目
的
が
、
英
語
に
堪
能
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
世
界
観
を
持
つ
卒
業
生
た
ち
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。そ
の
よ
う
な
教
育
は
、「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル

(

も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
変
え
る
も
の)

」な
も
の
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。

　

今
日
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル
教
育
は
、
効
果
的
な

教
室
で
の
授
業
で
は
な
く
、む
し
ろ
効
果
的
な
相
互
学
習
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、
学
び
の
過
程
に
お
い
て
学

生
自
身
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
大
学
で
の
勉
強
は
、教
室
で
の
授
業
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
に
は
、自
分
の
長
所
と

短
所
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
、現
在
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
仲
間

と
議
論
し
、
批
判
的
に
思
考
す
る
こ
と
、
旅
を
し
て
異
な
る
文
化

に
生
き
る
人
々
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
、そ
し
て
人
生
の
指
針
と
な

り
う
る
強
い
価
値
観
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

大
学
生
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
課
題
は
、自
ら
を
開

き
、自
ら
を
取
り
巻
く
世
界
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ローウェル・ジョン・グリテベック
国際協力、国際ビジネス

「
国
際
貿
易
か
ら
考
え
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

　
　
ー
す
べ
て
の
人
を
い
ま
よ
り
豊
か
に
す
る
可
能
性
ー
」

化
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。貿
易
自
由
化
と

と
も
に
、
各
国
が
自
国
の
生
産
が
得
意
な
財（
製
品
）の
生

産
特
化
を
進
め
れ
ば
、
世
界
全
体
で
生
産
で
き
る
財
の
量

と
種
類
を
増
や
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

よ
く
経
済
学
で
は
、
経
済
の
大
き
さ（
所
得
）を
お
菓
子

の
パ
イ
で
た
と
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
貿
易
の
自

由
化
を
推
進
し
、
各
国
が
よ
り
生
産
の
得
意
な
財
の
生
産

へ
の
特
化
が
進
め
ば
、自
国
の
パ
イ（
所
得
）、外
国
の
パ
イ

（
所
得
）、
そ
し
て
世
界
全
体
の
パ
イ（
所
得
）の
大
き
さ
が

大
き
く
な
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。自
由
貿
易
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
国
の
パ
イ（
所
得
）も
大
き
く
な

る
と
、
各
国
に
住
む
国
民
一
人
ひ
と
り
に
分
配
で
き
る
所

得
は
増
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
貿
易
自
由
化
を
推
進

す
れ
ば
、理
論
上
は
、ど
の
国
の
誰
一
人
と
し
て
取
り
残
す

こ
と
の
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
い
ま
よ
り
も
豊
か
な
所
得

を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
（
経
済
学
を
学
べ

ば
す
ぐ
に
、貿
易
自
由
化
は
、自
国
・
外
国
の
双
方
の
パ
イ

（
所
得
）を
大
き
く
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
） 

。貿
易
自
由
化
は
、
理
論
上
は
す
べ
て

の
人
を
豊
か
に
す
る
手
段
で
あ
る
の
で
す
が
、現
実
は
、貿

易
自
由
化
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
の
所
得
を
増
や
す
と
い

う
結
果
に
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

年
々
人
々
の
所
得
格
差
は
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。国
際

的
非
政
府
組
織
Ｏ
ｘ
ａ
ｍ
に
よ
る
所
得
格
差
に
関
す
る
年

　

映
画
館
で
上
映
さ
れ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
や
韓
流
映
画
、

真
冬
の
花
屋
さ
ん
に
並
ぶ
コ
ロ
ン
ビ
ア
産
の
鮮
や
か
な
バ

ラ
、ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
き
た
介
護
士
さ

ん
、こ
れ
ら
す
べ
て
、私
た
ち
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
貿
易

自
由
化
の
恩
恵
の
一
例
で
す
。こ
の
よ
う
に
、貿
易
の
自
由

化
は
、
自
国
で
生
産
で
き
な
い
財（
製
品
）や
サ
ー
ビ
ス
を

外
国
か
ら
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
だ
け
が
そ
の
恩
恵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。貿
易
自

由
化
を
推
進
す
る
と
、
外
国
と
比
べ
て
比
較
的
生
産
が
苦

手
な
も
の
は
外
国
か
ら
輸
入
し
、
逆
に
外
国
と
比
べ
て
生

産
が
得
意
な
も
の
は
外
国
に
輸
出
す
る
と
い
う
生
産
の
特

西
村
め
ぐ
み

国
際
経
済
学
、
国
際
貿
易
論

次
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
世
界
の
最
富
裕
層
一
％
の
人
々
だ
け

で
世
界
の
富
の
半
分
以
上
を
保
有
す
る
と
い
う
状
態
が
二

〇
一
五
年
以
降
常
態
化
し
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
す
べ
て
の
人
を
い
ま
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
貿
易
自
由
化
を
推
進
す
る
と
、
逆
に
所
得
格

差
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
は
、
貿
易
自

由
化
は
、
各
国
の
所
得
と
い
う
パ
イ
全
体
を
大
き
く
す
る

こ
と
は
で
き
て
も
、
平
等
に
拡
大
す
る
か
ら
で
は
な
い
か

ら
で
す
。輸
出
産
業
は
、貿
易
自
由
化
に
よ
っ
て
外
国
市
場

で
も
所
得
を
獲
得
し「
貿
易
勝
ち
組
」に
な
り
ま
す
が
、
一

般
的
に
輸
入
競
争
産
業
は
、
貿
易
自
由
化
に
よ
っ
て
輸
入

品
と
の
競
争
の
激
化
に
よ
り
所
得
が
減
っ
て
し
ま
う
「
貿

易
負
け
組
」に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
状
態
を
そ
の
ま

ま
放
置
す
る
と
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
経
済
格

差
が
広
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

ど
の
国
に

お
い
て
も
所
得
と
い
う
パ
イ
を
自
由
貿
易
推
進
に
よ
っ
て

拡
大
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
経
済
格
差
を
拡
大
さ
せ
な
い

唯
一
の
方
法
は
、
貿
易
自
由
化
に
よ
っ
て
所
得
が
増
加
し

た「
貿
易
勝
ち
組
」か
ら
所
得
が
減
少
し
た「
貿
易
負
け
組
」

に
所
得
を
再
分
配
す
る
こ
と
で
す
。貿
易
自
由
化
に
よ
っ

て
国
全
体
の
所
得
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
は
、「
貿
易
勝

ち
組
」
の
所
得
増
加
分
が
「
貿
易
負
け
組
」
の
所
得
減
少
分

を
上
回
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
所
得
を
再
分
配
し

た
後
で
は
誰
一
人
と
し
て
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
い
ま

よ
り
豊
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、ど
う
す
れ
ば
、上
手
く
所
得
の
再
分
配
の
仕
組
み

を
作
る
か
？ 

そ
れ
は
、
共
立
女
子
大
学
で
一
緒
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
？
み
な
さ
ん
の
柔
ら
か
い
発
想
を
待
っ
て
い

ま
す
。
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細
田
真
里
奈
　
二
〇
一
二
年
共
立
女
子
大
学
国
際
学
部
卒
業

吊
革
広
告
か
ら
始
ま
っ
た

青
年
海
外
協
力
隊
員
へ
の
道

青
年
海
外
協
力
隊
　

二
〇
一
六
年
三
次
隊
　

ス
リ
ラ
ン
カ
東
部
州
ア
ン
パ
ー
ラ
県
　
カ
ル
ム
ナ
イ
市
役
所

国
際
学
部
と
な
っ
て
一
〇
年
、
す
で
に
多
く
の
学
生
が
社
会
に
巣
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
大
学
で
の
学
び
を
海
外
、
国
内
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
活
か
し
て
い
る
ふ
た
り
の
卒
業
生
を
紹
介
し
ま
す
。

　　

世
界
を
舞
台
に
人
の
役
に
立
つ
仕
事
を
し
た
い
。細
田
真

里
奈
は
、
中
学
の
頃
か
ら
ず
っ
と
そ
う
考
え
て
い
た
。具
体
的

に
は
ま
だ
見
え
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
、
い
ま
何
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
。そ
ん
な
漠
然
と

し
た
未
来
の
夢
に
形
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
高
校
に
通
学

す
る
電
車
で
偶
然
目
に
し
た
青
年
海
外
協
力
隊
員
募
集
の
吊

革
広
告
だ
っ
た
。

「
実
は
、
当
時
は
募
集
資
格
の
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
知
り
た
く
て
説
明
会
に

参
加
し
ま
し
た
。そ
こ
で
、
将
来
国
際
協
力
と
い
う
フ
ィ
ー
ル

ド
で
働
く
に
は
、
ま
ず
現
場
で
活
動
し
、
自
分
の
目
で
見
て
、

手
で
触
れ
て
、
体
験
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。以

来
、
海
外
青
年
協
力
隊
に
参
加
す
る
こ
と
が
私
の
第
一
目
標

に
な
っ
た
の
で
す
」

　

夢
は
具
体
的
な
形
を
得
た
と
き
、達
成
す
べ
き
目
標
に
な
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
は
、青
年
海
外
協
力
隊
員
に
求
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
国
際
感
覚
や
知
識
の
習
得
だ
。そ
う
考
え
た
細
田

は
進
学
先
と
し
て
国
際
学
部
を
選
択
し
た
。

「
国
際
学
部
で
の
四
年
間
は
実
り
多
い
も
の
で
し
た
。さ
ま
ざ

ま
な
授
業
で
得
た
知
識
は
国
際
社
会
へ
の
関
心
や
見
方
を
広

げ
て
く
れ
ま
し
た
し
、ゼ
ミ
で
受
け
た
知
的
な
刺
激
は
多
角
的

な
視
点
と
柔
軟
な
考
え
方
を
身
に
つ
け
る
大
き
な
き
っ
か
け

に
な
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
学
部
を
卒
業
し
た
細
田
は
、
す
ぐ
に
は
青
年
海
外

協
力
隊
へ
応
募
し
な
か
っ
た
。

「
ま
だ
自
分
に
何
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
時
点
で
は
自
信
が
持

て
な
か
っ
た
の
で
す
。そ
の
後
語
学
留
学
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
留

学
に
参
加
し
、社
会
経
験
を
経
て
や
っ
と
自
分
に
も
で
き
る
こ

と
が
あ
る
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
、応
募
に
到
り
ま
し
た
」

　

結
果
は
合
格
。吊
革
広
告
に
触
発
さ
れ
て
か
ら
数
年
、
よ
う

や
く
細
田
は
夢
の
第
一
目
標
に
到
達
し
た
。も
ち
ろ
ん
合
格
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、す
ぐ
に
現
地
に
派
遣
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。入
隊
後
は
ま
ず
職
種
ご
と
に
技
術
補
完
研
修
に
参
加
す
る
。

そ
し
て
七
〇
日
間
に
お
よ
ぶ
派
遣
前
訓
練
を
受
け
、現
地
到
着

後
は
現
地
語
学
研
修
を
受
講
す
る
。細
田
は
派
遣
前
訓
練
で

み
っ
ち
り
英
語
を
学
び
、派
遣
先
の
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
鍛
え
な

お
し
た
英
語
で
、現
地
語
の
タ
ミ
ル
語
を
一
カ
月
半
に
わ
た
っ

て
学
び
、習
得
し
た
。

「
研
修
・
訓
練
と
久
し
ぶ
り
に
得
た
学
び
の
機
会
で
し
た
が
、同

じ
志
を
持
っ
た
人
た
ち
と
の
討
論
は
と
て
も
刺
激
的
で
し
た
。

私
と
同
じ
意
見
も
あ
れ
ば
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
方
向
か
ら
の

意
見
も
飛
び
出
し
ま
す
。毎
日
が
新
し
い
発
見
の
連
続
で
し
た
」

　

こ
う
し
て
万
全
の
準
備
を
整
え
、
よ
う
や
く
青
年
海
外
協
力

隊
員
た
ち
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
部
署
へ
と
赴
い
て
い
く
。細
田

の
配
属
先
は
ス
リ
ラ
ン
カ
東
部
に
位
置
す
る
カ
ル
ム
ナ
イ
市
だ
。

「
カ
ル
ム
ナ
イ
市
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
中
心
都
市
コ
ロ
ン
ボ
か

ら
バ
ス
で
約
一
〇
時
間
か
か
る
地
方
都
市
で
す
。全
国
民
の
七

〇
％
以
上
が
仏
教
を
信
仰
す
る
ス
リ
ラ
ン
カ
に
あ
っ
て
、
カ
ル

ム
ナ
イ
市
は
イ
ス
ラ
ム
教
が
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
ほ

か
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
と
多
宗
教
が
混
在
し

て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。私
は
カ
ル
ム
ナ
イ
市

役
所
廃
棄
物
管
理
課
に
配
属
さ
れ
、
活
動
を
開
始
し
て
か
ら
約

二
カ
月
が
経
過
し
ま
し
た
」

　

細
田
た
ち
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
廃
棄
物
管
理
事
業
の
策
定
と

支
援
。二
〇
〇
九
年
に
長
く
続
い
た
内
戦
が
終
結
し
て
、
ス
リ

ラ
ン
カ
は
商
業
の
発
展
と
生
活
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。し
か

し
そ
れ
に
伴
う
社
会
イ
ン
フ
ラ
は
ま
だ
ま
だ
未
整
備
で
あ
り
、

適
切
に
処
分
さ
れ
な
い
廃
棄
物
に
よ
る
環
境
悪
化
や
衛
生
問

題
の
深
刻
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
現
在
、市
内
の
ご
み
回
収
は
月
に
約
二
回
と
不
定
期
で
、分
別

も
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
こ
で
政
府
か
ら
地
方
自
治
体
へ
分

別
回
収
を
徹
底
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ
た
の
で
す

が
、
限
ら
れ
た
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
で
、
ど
の
よ
う
に
シ
ス
テ

ム
を
改
善
す
る
か
、
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
す
る
か
頭
を
抱
え
て
い

ま
す
。ま
た
学
校
で
の
ご
み
分
別
啓
蒙
活
動
も
同
時
に
進
め
て

お
り
、多
忙
な
毎
日
が
続
い
て
い
ま
す
」

　

海
外
で
は
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
に
直
面
す
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
だ
。

「
た
と
え
ば
ゴ
ミ
回
収
の
頻
度
を
増
や
し
た
く
て
も
、
午
後
に

な
る
と
埋
立
地
に
野
生
の
象
が
ゴ
ミ
を
食
べ
に
き
て
危
険
な

た
め
限
界
が
あ
り
ま
す
。ま
た
金
曜
日
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に

と
っ
て
特
別
な
の
で
、
礼
拝
優
先
で
会
議
を
入
れ
る
こ
と
も
ま

ま
な
り
ま
せ
ん
。さ
ら
に
、
い
ま
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
試

行
し
て
も
、
市
長
が
替
わ
れ
ば
振
出
し
に
戻
る
こ
と
だ
っ
て
あ

り
得
ま
す
」

　

こ
う
し
た
現
実
に
直
面
す
る
た
び
、
細
田
は
国
際
学
部
で
学

ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
。当
時
は
講
義
を
聞
い
て
知
識
と
し
て

引
き
出
し
に
入
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
在
は
現
実
の
問
題
に
対

処
す
る
細
田
の
力
に
な
っ
て
い
る
。

「
だ
か
ら
、
大
学
時
代
に
も
っ
と
積
極
的
に
学
ん
で
お
け
ば
よ

か
っ
た
、と
少
し
だ
け
反
省
し
た
り
も
す
る
ん
で
す
」

　

し
か
し
、
そ
れ
は
厳
し
す
ぎ
る
自
己
評
価
だ
ろ
う
。教
室
に

居
な
が
ら
世
界
を
あ
り
あ
り
と
感
じ
と
る
に
は
限
界
が
あ
る
。

し
か
し
、
大
学
で
の
学
び
は
現
場
で
確
実
に
力
に
な
る
。そ
れ

を
実
感
で
き
た
だ
け
で
も
多
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
私
の
海
外
活
動
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。環
境
問
題
は
す

ぐ
に
成
果
が
出
る
分
野
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
後
も
辛
抱

強
く
地
道
な
活
動
が
続
く
と
思
い
ま
す
。で
も
、
ず
っ
と
目
標

に
し
て
き
た
場
所
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
初
心
を
忘
れ
ず
、
努

力
を
怠
ら
ず
邁
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
の
日
常
生
活
に
不
便
は
な
い
。生
活
必
需
品

は
市
内
で
手
に
入
る
し
、
井
戸
水
で
の
シ
ャ
ワ
ー
や
足
踏
み
洗

濯
に
も
す
ぐ
に
慣
れ
た
。

「
た
だ
、た
ま
に
豚
肉
料
理
が
恋
し
く
な
り
ま
す
ね
」

　

そ
れ
が
夢
の
実
現
の
代
償
な
の
だ
と
す
れ
ば
、安
い
も
の
だ
。

夢
は
形
を
得
て
目
標
へ

国
際
学
部
の
学
び
を
力
に
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　今年の４月に着任するまで、アメリカ合衆国で６年間の研究生活を行ってき

ました。その期間のほとんどは留学先の大学院があったマサチューセッツ州ボ

ストンで専門の歴史学・アメリカ史を学んで過ごしましたが、調査のためや研

究員という立場でワシントン DC やフィラデルフィアといった東海岸の都市に

滞在する機会も得ました。「人種のるつぼ」や「人種のサラダボウル」という表現

を聞いたことがあるかもしれませんが、アメリカの両海岸の都市部はまさに多

人種・多民族社会であり、さまざまな国からやってきた留学生や移民がアメリ

カ人とともに都市空間のなかで働き、学び、暮らしています。日々の生活を送る

なかで私も多様なルーツやアイデンティティを持つ人々と出会い、そのなかで

生じる緊張関係や差別なども含めて、アメリカ社会の多様性というものを文字

通り肌身で経験することになりました（具体的な内容は授業やゼミでお話しす

る機会もあるでしょう）。

　帰国することが決まり、私が感じたのは「これからあの同質的で、多様性の少

ない日本社会に戻るのだな」という気持ちでした。こう書くと、また外国かぶれ

の日本批判が始まったと思われるかもしれません。しかし、この感情はそう単純

なものではありませんでした。日本社会でマジョリティの日本人として生きる

ことはとても楽です。日々のコミュニケーションにおける摩擦は少なく、思って

いることも日本語ですんなり伝えられます。見た目で態度を変えられること

だってありません。だから、日本人として日本へ戻ることは、ホッとする、やっと

肩の力を抜けるという気持ちを伴うものでした。

　ところが、帰ってきてみると日本、特に東京はこれまでとはまったく違ってい

ました。おそらく数年単位の変化だったので、はっきりと意識しない方も多いか

もしれません。東京は６年の間に完全に多人種・多民族都市へと変貌を遂げて

いました。一時帰国する機会もあったので、繁華街や観光地に外国人観光客が増

えているな、とは感じていました。ところが、いざ東京で生活を始めてみると、外

国人を目にしない日はありません。コンビニや飲食店はおろか、通勤電車でも中

東や中国語圏出身と思しき人たちが隣に座り、様々な言語でスマホや会話をし

ています。いつの間に東京はこんな多文化社会になったのかと驚かされました。

　何をいまさら、と思われる方も多いと思います。しかし、日本の社会はこの多

文化的現実に十分に対応できているかと問われて、自信を持ってイエスと答え

られる人は少数でしょう。多文化社会がもたらす摩擦や緊張はちらほらと聞こ

えてきます。私が専門とするアメリカ合衆国は、その歴史を通じて多文化社会の

現実とジレンマに向き合ってきた社会です。トランプ政権の誕生はそのジレン

マがいまなお続いていることを世界に知ら

しめました。グローバル化の下で急速に多文

化の度合いを深める日本が、アメリカの歴史

的経験から学ぶことはまだまだ少なくない

ように思います。国際学部はまさにこうした

諸外国の経験を学び、自分たちの社会のこと

を考えていくのにうってつけの場所です。教

員としてみなさんの学びをサポートできる

のを楽しみにしています。

いま、アメリカの歴史的経験から学ぶこと
1.How did you become a researcher?
I decided to pursue an academic career because I could combine two of my 
passions: research and education. I started my research career because as a 
study abroad program administrator, I wanted to know how to better evaluate 
study abroad programs in order to create a more impactful study abroad 
experience for its participants. I also believe education and the process of 
learning is exciting. When I teach, I enjoy engaging with students and seeing the 
“a-ha moment” when all the information makes sense when tackling a difficult 
concept. Learning is also a lifelong process. In the classroom, I feel fortunate to 
continue to learn new perspectives from my students.

2.In connection with the questions above, why did you choose your subject or 
discipline? How did you become interested in Japan (as a field of research)? 
I gained my interest in comparative education and the sociology of education 
during my college years when I studied abroad twice in Japan, first in a summer 
program and then for a year. I became curious as to why the study abroad 
experience is such a transformative experience and interested in how it impacts 
individuals differently. As I began to research about study abroad, I was intrigued 
in its role in higher education and also society as a whole. I became interested in 
Japan for my research because of its linguistic and cultural differences from the 
US. 

3.What are your impressions of Kyoritsu and the students of our faculty? 
While I have only been at Kyoritsu a short time, I can tell my students are very 
motivated and eager to learn. I believe my students chose to be a part of the 
GSE program because they have a true desire to learn more about the world 
while improving their English. The art of discussion and asking questions in class 
is a learned skill. Although at first it can be challenging to contribute to 
discussions or ask questions in class, over time it becomes easier. The first step is 
to speak up!

4.What is your principle of teaching? What do you expect of the students in the 
class? 
My goal as an educator is to empower my students to be active learners by 
giving them the necessary knowledge and tools for success. Many would say I 
have high expectations for students in my classes. This is partly due to the 
differences of US-Japan higher education as well as my own experiences at a 
liberal arts college in the US. I expect active participation both inside (discussions 
and presentations) and outside of the classroom (homework and research 
projects). By giving students the responsibility to shape their own educational 
experience, I hope to motivate my students to develop their critical thinking 
skills as they discover new knowledge.

5.What is your actual research?
My research concerns the internationalization of US-Japan higher education and 
cultural diplomacy. I am particularly interested in how study abroad impacts its 
participants in subsequent life experiences, such as in their careers and personal 
life, and how individuals remain connected to their study abroad host country 
throughout their life. Last year I completed my research project on the 
long-term impacts of Americans who studied abroad in Japan from 1963 to 
2010. From this summer, I will begin research on the long-term impacts of 
Japanese who studied abroad at US liberal arts colleges from 1963 to 2013. 

6.What is the greatest challenge for our students today, for Japan, and for Japanese 
education particularly, facing the era of globalization?
The greatest challenge for education, especially in Japan, is to prepare students 
for a global society with soft skills to complement hard skills. Japanese education 
and students today need to not only develop language and field-specific 
knowledge to work in an increasingly diverse, global workforce but to also 
develop the skills of critical thinking, creativity, flexibility, and being 
comfortable with the unknown. While study abroad may be one answer, we 
should also think of how we can provide transformative educational 
experiences to students while they are “at-home” in their Japanese 
universities.

GSE: The Place to Develop 21st Century Skills
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