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知
の
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

大
学
入
試
の
シ
ー
ズ
ン
も
終
わ

り、

新
学
期
に
備
え
て
胸
を
躍
ら

せ
て
い
る
諸
君
も
多
い
こ
と
だ
ろ

う
。

だ
が、
一

方
で
は
入
学
定
員

の
確
保
も
ま
ま
な
ら
ず、

国
公
立

大
学
に
お
い
て
さ
え、

事
務
当
局

が
追
加
合
格
の
電
話
を
か
け
ま
く

っ
た
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。本

年
は
私
立
大
学
の
約
四
割
が

入
学
定
員
を
確
保
で
き
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
り、

入
試
と
い
っ
て
も

本
当
の
学
力
試
験
で
は
な
く、

名

前
を
書
く
だ
け
で
合
格
す
る
と
い

っ
た
ひ
ど
い
状
況
も
笑
い
事
で
は

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

わ
が
国
に
は
現
在、

四
年
制
大

学
だ
け
で
七
百
十
五
校
（
国
立
八

十
七
校、

公
立
七
十
三
校、

私
立

五
百
五
十
五
校）

と
大
学
の
数
が

多
す
ぎ
る
半
面、

知
の
世
界
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で、

国
際
的

レ
ベ
ル
で
競
争
が
で
き、

優
秀
な

留
学
生
が
全
世
界
か
ら
や
っ
て
く

る
と
い
っ
た
大
学
が
あ
ま
り
に
も

少
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

第

て

大
学
の
新
学
期
が
四
月
か
ら
と
い

う
の
は、

「
サ
ク
ラ
文
化」

の
日

本
の
特
性
と
は
い
え、

全
く
国
際

的
な
通
用
性
を
も
っ
て
い
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
で、

シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
な
ど
を
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と

し
て、

ア
ヲ
ア
諸
国
も
今
や
高
等

教
育
を
重
要
な
「
輸
出
産
業
（
優

れ
た
留
学
生
を
確
保
し、

人
材
養

る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
大
学
が、

研
究
機
関

と
し
て
は
有
力
大
学
が
か
ろ
う
じ

て
国
際
レ
ベ
ル
を
保
持
し
て
い
る

と
は
い
え、

教
育
機
関
と
し
て
は

国
際
レ
ベ、
ル
を
大
き
く
下
回
っ
て

い
る
と
実
感
で
き
る
理
由
を
こ
こ

た
。

そ
こ
に
お
い
て
博
士
号
を
取

得
す
る
ま
で
の
厳
し
い
教
育
課
程

が、

わ
が
国
の
大
学
に
は
概
し
て

欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
将
来
を
見
据
え
た
場

合
の
こ
の
点
で
の
危
機
意
識
か

ら、

文
部
科
学
省
の
中
央
教
育
審

あ
る
が、

問
題
は
大
学
・
大
学
院

の
現
場
が
い
か
に
受
け
止
め、

対

応
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
高
等
教
育
の
基
盤
を
な
す

べ
き
学
士
課
程
と
し
て
の
大
学
の

学
部
が、

こ
こ
で
の
大
問
題
で
あ

る
け
れ
ど、

よ
く
言
わ
れ
る
学
生

成
に
資
す
る
こ
と
で
多
額
の
収
益

を
得
ら
れ
る）
」

と
し
て
位
置
付

け
て
い
る
と
い
う
の
に、

高
等
教

育
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
現
状
は、

す
で
に
見
た
よ
う
に、

憂
慮
に
堪

え
な
い
。

明
治
維
新
以
来、

近
代

化
に
成
功
し
た
わ
が
国
に
学
ぼ
う

と、

多
く
の
優
秀
な
若
者
が
ア
ヲ

ア
諸
国
か
ら
や
っ
て
き
た
と
き
の

よ
う
な
状
況
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

Am
A
A

V
V
V
 

問
題
は
現
場
の
取
り
組
み
に

思
い
起
せ
ば、

中
華
世
界
か
ら

も
孫
文
は
も
と
よ
り、

康
有
為
や

梁
啓
超
ら
の
改
革
派、

魯
迅
や
郭

抹
若、

周
作
人、

夏
街
ら
の
学
者

や
文
人
を
は
じ
め、

現
代
の
政
治

家
で
も
周
恩
来、

蒋
介
石、

麿
京

士山、

さ
ら
に
は
台
湾
の
李
登
輝
ら

が
日
本
に
来
て
多
く
を
学
ん
で
い

mo開
で
指
摘
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
高
等
教
育
の
中
核
と
し
て

の
大
学
院
に
関
し
て
は、

こ
れ
ま

で
教
育
機
関
な
い
し
は
米
国
の
博

士
号
（
司
F
ロ
し

に
相
当
す
る

博
士
学
位
授
与
機
関
と
し
て
の
機

能
を
十
分
果
た
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
に、

少
な
く
と
も
人
文
・

社

会
系
の
優
秀
な
人
材
は、

欧
米
の

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
に
行
っ
て

学
位
を
取
得
す
る
傾
向
に
あ
っ

議
会
は
昨
年
九
月、

『
新
時
代
の

大
学
院
教
育
｜
国
際
的
に
魅
力
あ

る
大
学
院
教
育
の
構
築
に
向
け
て

！
』

と
題
す
る
重
要
な
答
申
を
出

し
た
。

私
自
身、

大
学
院
部
会
長

と
し
て
か
か
わ
っ
た
こ
の
答
申

は
、

初
め
て
人
社
系、

理
工
農

系、

医
療
系
の
各
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
で
の
個
別
的
討
議
を
重

ね、

さ
ら
に
大
学
院
部
会
や
大
学

分
科
会
で
の
審
議
を
経
た
も
の
で

国際教養大学
理事長・学長

中嶋 嶺雄

の
学
力
低
下
も
さ
る
こ
と
な
が

ら、
一

九
九
一

年
の
大
学
設
置
基

準
の
改
定
（
い
わ
ゆ
る
「
大
綱

化」
）

に
よ
っ
て、
一

部
の
例
外

を
除
き、

わ
が
国
の
大
学
の
学
部

か
ら
教
養
（
リ
ベ
ラ
ル
ア
l
ツ）

教
育
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ

に、

最
大
の
問
題
が
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
る
。

教
養
教
育
の
重
要
な
一

環
と
し

て
の
外
国
語
教
育
は
も
と
よ
り、

語学含め教養教育の欠如憂える
個
性
的
な
自
己
発
見
の
た
め
の
学

問
的
素
養
も
身
に
つ
け
ず、

入
学

早
々
か
ら
専
門
教
育
の
小
部
屋
に

閉
じ
込
め
ら
れ
る
学
生
た
ち
は、

も
っ
ぱ
ら
ス
キ
ル
（
技
能）

や
資

格
の
取
得
が
大
学
で
の
目
的
だ
と

考
え
が
ち
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の

よ
う
な
状
況
が
支
配
的
に
な
っ
て

し
ま
う
と
す
れ
ば、

そ
れ
は
も
は

や
大
学
の
名
に
値
し
な
い
。
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動
き
始
め
た
新
た
な
る
誤
み

そ
う
し
た
状
況
下
で
最
近
は、

英
語
教
育
と
教
養
教
育
に
伝
統
の

あ
る
国
際
基
督
教
大
学（
I
C
U）

に
加
え、

別
府
の
立
命
館
ア
？
ア

太
平
洋
大
学
（
A
P
U）

や
早
稲

田
大
学
国
際
教
養
学
部、

上
智
大

学
国
際
教
養
学
部
な
ど
が、

そ
し

て
二
年
前
に
は
秋
田
に
私
た
ち
の

国
際
教
養
大
学
が
新
設
さ
れ
て、

新
た
な
挑
戦
を
試
み
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
大
学
は、

英
語
で
授

業
を
行
う
「
国
際
教
養」

と
い
う

共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
下
で、

そ

れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
大
学
づ
く
り

を
目
指
し、

全
国
か
ら
優
秀
な
学

生
を
集
め
て
い
る
。

日
本
の
大
学

に
真
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す

る
新
し
い
動
き
が
出
始
め
て
い
る

こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

（
な
か
じ
ま

み
ね
お
）




