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日
本
の
外
に
出
れ
は

そ
こ
は
英
語
の
世
界

学
長
室
を
出
て
一

分
歩
く
と、

ミ
ズ
バ
シ
ョ

ウ
が
群
生
す
る
場
所
が
あ
り
ま
す。

そ
の
森
を

い
や

抜
け
て
い
く
散
歩
道
が、

私
の
癒
し
の
場
所
に

な
っ
て
い
ま
す。

「
な
ぜ
秋
田
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
大
学

を
？
」

と
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
よ
う
で
す
が、

ア
メ
リ
カ
な
ど
は、

大
都
市
か
ら
飛
行
機
で
一

時
間
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
大
学
町
が

あ
る
の
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん。

秋
田
空
港
は

羽
旧
か
ら
一

時
間
ほ
ど
で、

空
港
か
ら
大
学
ま

で
も
車
で
十
分
ほ
ど
で
す
か
ら、

秋
田
で
あ
る

こ
と
の
不
利
説
な
ど
何
も
あ
り
ま
せ
ん。

逆
に、

恵
ま
れ
た
教
育
環
境
だ
と
さ
え
思
っ
て
い
ま
す。

学
生
た
ち
も
主
体
的
に
学
ぼ
う
と
思
え
ば、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
可
能
な
設
備
が
整
っ
て
い
ま

す。

二
十
四
時
間
オ
ー
プ
ン
の
図
書
館
や
言
語

民
文
化
学
宵
セ
ン
タ
ー
（
自
主
学
習
ル
l
ム
）
。

そ
れ
以
前
に、

全
体
の
一

割
を
超
え
る
留
学
生

と、

教
員
の
半
数
を
占
め
る
外
国
人。

授
業
は

も
ち
ろ
ん
学
内
の
会
議
は
す
べ
て
英
語
と
い
う

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
環
境。

そ
う

い
う
意
味
で
は、

ハ
ー
ド
も
ソ
フ
ト
も
外
国
語

習
得
を
容
易
に
す
る
日
本
一

の
環
境
が
整
備
さ

れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う。

英
語
に

よ
る
学
生
同
士、

学
生
と
教
員
の
会
話
も
学
内

を
歩
い
て
い
た
だ
け
れ
ば、

あ
ち
こ
ち
で
見
ら

れ
ま
す。

英
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ

る
の
は、

皆
さ
ん
が
ご
存
じ
の
と
お
り、

日
本

か
ら
一

歩
外
に
出
れ
ば、

そ
こ
は
英
語
の
世
界

だ
か
ら
で
す。

つ
ま
り、

英
語
と
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ツ
ー
ル
を
使
い
こ
な
す
こ
と

で
生
き
抜
い
て
い
け
る
世
界
が
日
本
の
外
側
に

存
在
し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
の
で
す。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

何
年
間
も
学
校
で
学
び
な

が
ら、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

ツ
l
ル

を
使
い
こ
な
せ
な
い
と
い
う、

も
う
一

つ
の
現

実。

こ
れ
が
問
題
な
の
で
す。

以
前
か
ら、

日
本
の
外
国
語
教
育、

特
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
が
劣
っ
て
い
る
こ
と

を
痛
感
し
て
い
ま
し
た。

外
国
語
の
習
得
方
法

に
原
因
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま
し
た。

そ
こ
を
根
本
的
に
変
え
な
い
限
り
日
本
の
外
国

語
教
育
は
変
わ
り
ま
せ
ん。

学
ん
だ
英
語
が
使

え
な
い
の
は、

個
人
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
日

本
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
す。

国
の
力
は、

何
も
G
D
P
の
数
値
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

英
語
力
も
大
き
な
要
素
で
す。

現
実
的
な
こ
と

と
し
て、

英
語
が
世
界
的
に
最
も
力
の
あ
る
言

語
で
あ
る
以
上、

英
語
で
の
発
信
力
・

受
信
力

を
持
つ
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
若
者
に
と
っ
て
は

非
常
に
霊
安
に
な
っ
て
き
ま
す。
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宅

A)i 
e，、

日
本
の
場
合、

大
学
の
英
語
教
師
の
ほ
と
ん

ど
が
文
法
学
者
か
言
語
学
者
か
文
学
者
で
す
の

で、

文
法
的
な
テ
キ
ス
ト
や
語
学
的
な
テ
キ
ス

ト、

あ
る
い
は
英
米
文
学
の
テ
キ
ス
ト
で
の
授

業
が
ほ
と
ん
ど
で
す。

う
ま
く
訳
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
単
位
が
得
ら
れ
る、

と
い
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す。

こ
れ
で
は、

作
品
を
読
む
こ

と
は
で
き
て
も、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
で

き
ま
せ
ん
。

B
B
C
や
C
N
N
な
ど
の
放
送
が

理
解
で
き
英
字
新
聞
が
読
め
て、

そ
の
話
題
に

つ
い
て
教
師
と
学
生
が
英
語
で
議
論
で
き
る
よ

う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
必
要
で
す。

国
際
教
養

大
学
で
は、

英
語
の
映
画
を
教
材
に
議
論
す
る

授
業
も
あ
り
ま
す
し、

学
生
が
自
分
で
選
ん
で

勉
強
で
き
る
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
C
D
や
D
V

そ
ろ

D、

視
聴
覚
教
材
も
揃
え
て
い
ま
す。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
思
考
も
幅
が
広
が

る
と、

新
し
い
世
界
が
自
分
の
中
に
広・
が
っ
て

く
る
ん
で
す。

狭
い
思
考
や
価
値
観
か
ら
脱
し

て、

若
者
が
生
き
て
い
く
う
え
で
非
常
に
頼
り

に
な
る
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
一

度
限
り
の

人
生
を、

よ
り
充
実
し
た
も
の
に
で
き
る。

言

い
換
え
る
と、

母
語
以
外
の
言
語
を
学
ぶ
こ
と

は、

国
際
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
も
あ
る

ん
で
す。

複
言
語
学
習
に
よ
っ
て、

自
分
の
考

LL
Phv
 

え
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と

が
で
き
る
の
が、

ま
ず
英
語
教
育
に
こ
だ
わ
る

理
由
で
す。

そ
の
た
め、

大
学
名
に
は
地
名
を

付
け
る
の
が
一

般
的
で
す
が、

私
た
ち
は
「
国

際
教
養」

と
い
う
教
学
理
念
を
大
学
名
に
付
け

た
わ
け
で
す。

教
養
教
育
（
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
l

ツ）
こ
そ

知
の
土
台
と
な
る
べ
き
も
の

外
国
語
を
学
ぶ
と
日
本
語
が
お
ろ
そ
か
に
な

る、

と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が、

日
本
語
を

大
事
に
す
る
こ
と
と
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は、

決
し
て
矛
盾
し
ま
せ
ん。

い
ま、

日
本
人
は
言

語
感
覚
や
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
理
解
度
が
落
ち

て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
つ
べ
き
で、

国
語
の

時
間
数
を
増
や
せ
ば
国
語
力
が
上
が
る
と
単
純

に
考
え
る
こ
と
の
危
険
性
こ
そ
認
識
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん。

教
義
教
育
（
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
l
ツ）

と
は、

個
性
的
な
自
己
発
見
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
も
言

え
ま
す。

し
か
も、

国
際
教
義
を
身
に
つ
け
る

過
程
で
は、

自
分
の
経
験
が
基
本
と
な
っ
て、

そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
論
証
さ
れ、

批
判

的
な
思
考
も
加
味
さ
れ
て
培
わ
れ
て
い
く
の
で、

お
の
ず
と
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
視
点
が
聞
か
れ

て
い
き
ま
す。

本
学
で
は、

安
全
保
障
や
予
防

外
交
論、

人
口
学
と
い
っ
た
他
の
大
学
に
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
授
業
科
目
を
通
し
て、
H
歴

史
と
未
来H

と
い
う
観
点
か
ら
現
代
に
目
を
向

け
さ
せ
る
こ
と
も、

国
際
教
養
の
ひ
と
つ
と
捉
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え
て
い
ま
す。

歴
史
と
は、
「
現
在
と
過
去
と

の
対
話
に
よ
っ
て
未
来
を
構
築
す
る
こ
と
」

だ

と
私
は
考
え
ま
す。

受
験
に
は
あ
ま
り
関
係
な

い
か
ら
と
近
現
代
史
を
疎
か
に
す
る
た
め
に、

未
来
を
構
築
す
る
思
考
方
法
が
持
て
な
く
な
っ

て
い
く
の
で
す。

総
じ
て、

日
本
の
大
学
は
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
l

ツ
か
ら
離
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す。

就
職

の
た
め
の
技
能
や
資
格
の
取
得
が
大
学
の
目
的

と
化
し
て
い
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す。

知
の

土
台
と
な
る
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
l
ツ
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
き
た
こ
と
が、

日
本
の
教
育
の
大
き

な
問
題
点
だ
と
い
う
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん。

こ
れ
は、

教
育
関
係
者
が
少
な
か
ら
ず
実
感
し

て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が、

教
養
を
身
に
つ
け

さ
せ
る
具
体
的
な
方
法
が
分
か
ら
な
い
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す。

文
系
の
本
学
に
お
い
て、

数
学
は
も
ち
ろ
ん、

生
物
実
験、

化
学
実
験、

物
理
実
験
な
ど
の
自

然
科
学
の
授
業
も
行
う
の
は、

文
系
・

理
系
の

ど
ち
ら
か
の
枠
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
リ
ベ

ラ
ル
・

ア
1
ツ
を
身
に
つ
け
る
た
め
で
す。

ス

ズ
キ
・
メ
ソ
l
ド
を
用
い
た
室
内
楽
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
授
業
も
あ
り
ま
す。

ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ー

ド
は、

音
楽
を
通
じ
た
幼
児
教
育
運
動
の
創
始

し
ん
い
ち

者
・

鈴
木
鎮
一

先
生
の
理
論
で、
「
耳
で
聴
い

て
覚
え
る
」

こ
と
の
重
要
性
を
方
式
化
し
た
も

の
で、

外
国
語
の
習
得
と
大
い
に
関
連
が
あ
る
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の
だ
と
私
は
感
じ
て
い
ま
す。

複
言
語
学
習
や
国
際
教
義
な
ど
は
一

部
の
エ

リ
ー
ト
教
育
で
行
え
ば
い
い
こ
と
で、

国
民
全

員
に
求
め
る
必
要
は
な
い
の
だ
と
い
う
議
論
も

あ
り
ま
す。

小
学
校
に
英
語
教
育
を
導
入
す
る

際
に
も
同
様
の
議
論
が
噴
出
し
ま
し
た。

し
か

し、

早
い
う
ち
か
ら
の
異
文
化
理
解
や
情
操
教

育、

そ
の
た
め
の
ツ
l
ル
と
し
て
の
外
国
語
の

習
得
や
芸
術
感
覚
の
醸
成
こ
そ
が、

こ
れ
ま
で

日
本
の
教
育
界
が
本
気
で
取
り
組
ん
で
こ
な
か

っ
た
大
き
な
課
題
な
の
で
す。

グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
の
中
で
通
用
す
る
人
材
を
育
て
て
い
く
た
め

に
は、

ま
ず
教
育
界
の
意
識
改
革
が
必
要
の
よ

う
で
す。

英 な
語ぜ
で新に

2渡と
士 戸 へ

；主 稲 与
忠 造 そ
が は
書
け
た
の
か

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代」

を
別
の
言
い
方
を
し

ま
す
と、
「
知
的
基
盤
社
会
の
時
代」

だ
と
も

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す。

世
界
中
が
そ
う
し
た

こ
と
を
意
識
し、

こ
ぞ
っ
て
英
語
や
外
国
語
の

習
得
に
国
家
的
教
育
方
針
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
中
で、

日
本
だ
け
が
い
つ
ま
で
も
母
語
だ

け
の
教
育
を
行
っ
て
い
て
は、

せ
っ
か
く
の
国

益
も
外
国
へ
流
出
し
て
し
ま
い
ま
す。

国
際
教

養
は
日
本
を
守
る
た
め
に
も
必
要
な
の
で
す。

加
え
て、

国
語
力
を
高
め
る
た
め
に
も、

外
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同
諸
の
学
習
は
有
効
で
す。

例
え
ば、
「
ジ
エ

ス
チ
ャ
l
」

と
い
う
英
語
に
対
し
て、

日
本
語

で
は
「
身
振
り」
「
手
振
り
」
「
し
ぐ
さ」

な
ど

の
多
様
な
素
晴
ら
し
い
表
現
が
可
能
で
す。

若

い
人
た
ち
が
仙
わ
な
く
な
っ
た
日
本
初
も、

英

治
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
伝
え
て
い
く
こ
と
は
い

く
ら
で
も
で
き
ま
す

共
耐
と
日
本
紙
が
お
互

い
に
刺
激
し
あ
っ
て、
一
六
祁
能
－M
を
向
め
る
こ

と
も
で
き
ま
す
し、

加
え
て
日
本
の
文
化
を
英

語
で
学
ぶ
こ
と
が
可
能
で
す。
H
ゼ
ロ
サ
ム
H

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

複
言
語
主
義
の

良
さ
は、

知
的
空
間
を
広
げ
る
た
め
に
も
有
効

な
の
で
す。

そ
れ
は、

私
自
身
の
言
語
習
得
に

お
け
る
実
験
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で、

要
は、

教
え
方
の
問
題
で
す。

と
－K
ハ
世
ぞ
う

て
ん
し
ん

耕
波一
P
桁
造、

岡
倉
天
心、

内
村
鑑
三、

嘉

ニ
ご
ら
う

納
治
五
郎
と
い
っ
た
近
代
日
本
の
草
創
期
を
背

負
っ
た
人
た
ち
は、

ま
ず
東
京
外
国
語
学
校
の

英
語
科
に
入
学
し
て
い
ま
す。

し
か
も、

十
歳

そ
こ
そ
こ
で
の
入
学
で
す。

そ
こ
で、

お
雇
い

外
国
人
か
ら、

英
語
に
よ
る
英
語
の
授
業
を
受

け、

新
渡
戸
な
ど
は、

そ
の
後、

ク
ラ
l
ク
博

士
の
札
幌
民
学
校
へ
入
学
す
る
わ
け
で
す
が、

そ
の
と
き
は
す
で
に
英
語
の
基
礎
は
出
来
上
が

っ
て
い
た
の
で
す。

そ
し
て、

日
本
人
と
し
て

の
自
己
を
尊
重
し
つ
つ
、

新
渡
戸
も
岡
倉
も
世

界
に
日
本
人
の
精
神
的
土
壌
や
伝
統
文
化
を
伝

え
る
た
め
に
英
語
で
『
武
士
道』
や
『
茶
の
本」

と
い
っ
た
本
を
書
き
ま
し
た
。

で
は
な
ぜ、

こ
れ
だ
け
I
T
が
発
達
し、

情

報
網
が
整
備
さ
れ、

英
語
世
界
と
の
距
離
が
近

く
な
っ
た
時
代
に
な
り
な
が
ら、

彼
ら
の
よ
う

な
英
語
で
発
信
で
き
る
人
材
が
出
て
こ
な
い
の

か。

英
語
教
育、

教
義
教
育
の
大
問
題
だ
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん。

幸
い
に
し
て、

本
学
で
は、

七
年
前
の
設
立

当
初
か
ら
優
秀
な
学
生
が
集
ま
っ
て
く
れ
て、

理
想
的
な
教
育
が
で
き
て
い
ま
す。

企
業
の
採

用
担
当
者
も
秋
田
ま
で
足
を
運
ん
で
学
生
に
直

接
話
を
し
て
く
れ
ま
す
し、

就
職
・

進
学
率
も

百
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
状
況
で
す。

こ
れ
ま
で

の
日
本
企
業
は、

採
用
し
た
後
に
自
分
た
ち
で

教
育
す
る
の
だ
か
ら、

ど
ん
な
学
生
で
も
か
ま

わ
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
し
た
が、

そ
れ
が

変
化
し
て
き
て
い
ま
す。

O
J
T
（
オ
ン
・
ザ
・

ジ
ョ
ブ
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ）

で
日
本
企
業
が
伸

び
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
し
ょ
う
が、

そ
れ
は

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・

ア
ニ
マ
ル
で
も
許
さ
れ
た
時

代
の
や
り
方
で
す。

今
日
の
よ
う
に、

広
く
深

い
本
物
の
教
養
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が

な
け
れ
ば
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

環
境
に
太
万
打
ち
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
な
か

で
は、

そ
の
ス
タ
イ
ル
は
も
は
や
む
ず
か
し
い
。

だ
か
ら
と
言
っ
て、

私
は、

口
先
だ
け
で
ペ

034 。月初MOKU 2010. 7 



ラ
ペ
ラ
と
英
語
が
話
せ
る
人
材
を
育
て
た
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
深
め
て
い
け
る
教
養
が
な
け

れ
ば
意
味
が
な
い
。

こ
れ
が
最
も
大
事
な
こ
と

な
ん
で
す。

そ
れ
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に、

毎
年、

新
入
生
全
員
に
学
長
か
ら
必
読
書
を
提
示
し
ま

す。

新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
（
吋
Z

E
E

CH
』
白
匂
ω
コ
・

〉
コ

開
uh
hu
O印
正
。
コ
C同
』
何回
目）
ω
ロ
o
m
mw

H，
F
o
c
m
y門）
」

が、

そ
れ
で
す。

武
士
道
に
つ

い
て
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
が、

こ
こ

で
書
か
れ
て
い
る
の
は、

日
本
的
な
倫
理
や
礼

節
が
国
際
社
会
の
中
で
も
い
か
に
奥
ゆ
か
し
い

美
徳
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す。

百
年
以
上

も
前
の
一

八
九
九
年
に、

新
渡
戸
は
そ
れ
を

堂
々
と
国
際
社
会
に
英
語
で
訴
え
た
わ
け
で
す。

必
読
書
の
他
に
も、

留
学
中
に
読
む
学
長
推

薦
図
書
を
挙
げ
て
い
ま
す。
『
万
葉
秀
歌
（
上
・

下）
」
（
斎
藤
茂
吉）
、
『
三
酔
人
経
論
問
答』
（
中

江
兆
民）
、
『
菊
と
万
l
日
本
文
化
の
型」
（
ル
l

ス
・
ベ
ネ
デ
イ
ク
ト）
、
「
文
明
の
生
態
史
観」

（
梅
梓
忠
夫）
、
「
論
文
の
書
き
方』
（
清
水
幾
太

郎）
、
「
文
明
が
衰
亡
す
る
と
き』
（
高
坂
正
義）

の
中
か
ら
二
冊
以
上
を
読
ん
で
感
想
文
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

こ
れ
ら
の
本
は
私

の
学
長
と
し
て
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
で

も
あ
る
ん
で
す。
「
こ
ん
な
古
い
本
を
」

と
否

定
的
に
言
う
学
生
も
い
ま
す
が、

私
は
妥
協
し

ま
せ
ん
。

今
は
こ
れ
ら
の
本
を
読
む
意
味
が
分

か
ら
な
く
て
も、

後
々
、

必
ず
「
良
か
っ
た」

と
思
え
る
は
ず
で
す。

日
本
人
に
対
し
て
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん。

留
学
生
た
ち
も
日
本
人
の

考
え
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
本
と
し

て
推
薦
し
て
い
ま
す。

日
本
は
こ
れ
か
ら

ど
う
や
っ

て
生
き
て
い
く
の
か

国
際
教
養
大
学
の
よ
う
な
構
想
は、

突
然
思

い
つ
い
た
わ
け
で
は
な
く、

大
学
教
育
の
世
界

に
長
く
い
る
う
ち
に
少
し
ず
つ
蓄
積
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
で
す。

中
央
教
育
審
議
会
や
教
育
再

生
会
議
な
ど
で
も
改
革
の
必
要
性
を
言
い
続
け

て
き
た
の
で
す
が、

こ
れ
ま
で
は
実
現
で
き
ま

せ
ん
で
し
た。
教
育
公
務
員
特
例
法
（
教
特
法）

に
よ
っ
て
国
公
立
大
学
の
教
員
は
過
保
護
に
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
す。
一

度
助
手
に
な
れ
ば、

教
授
ま
で
の
道
は
保
証
さ
れ
た
も
同
然
で
し
た
。

組
合
運
動
に
対
し
て
も
簡
単
に
は
罰
則
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た。

外
国
人
の
学
部
長
や
学
長
も

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。

と
こ
ろ
が、

二
O
O
四
年
に
国
立
大
学
が
法
人
化
し、

国
際

教
義
大
学
も
そ
の
年
に
開
学
し
ま
し
た。

公
立

大
学
と
し
て
最
初
に
法
人
化
し
ま
し
た。

改
革

の
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
き
た
わ
け
で
す。

大

学
と
い
う
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
は、

日
本

人
も
外
国
人
も
関
係
な
い
は
ず
で
す
し、

優
秀

な
研
究
者
よ
り
も、

優
秀
な
教
育
者
が
よ
り
一

層
必
要
な
ん
で
す。

日
本
が
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
生
き
残
っ
て

い
く
か
と
考
え
る
と、

経
済
成
長
だ
け
で
は
な

く
て、

教
育
に
よ
る
人
材
育
成
と、

そ
れ
に
よ

る
文
化
力
の
高
い
国
づ
く
り
し
か
な
い
し、

そ

う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
私
の
願
い
で
す。

で
す
か
ら、

今
ま
で
と
閉
じ
大
学
を
つ
く
る
の

で
は
意
味
が
な
い、

日
本
の
大
学
内
に
異
文
化

空
間
を
つ
く
り
た
い、

と
い
う
私
の
考
え
方
と

秋
田
県
の
思
い
が
合
致
し
て、

私
も
人
生
の
円以

後
を
こ
こ
に
懸
け
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す。

か
つ
て、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ
校
の
大
学
院
で
教
鞭
を
執
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が、

こ
の
経
験
は、

自
分
に
と
っ
て
大

き
な
試
練
で
あ
っ
た
け
れ
ど、

大
事
な
教
訓
も

得
ま
し
た。

日
本
の
人
文
社
会
科
学
系
の
教
師

で、

研
究
員
や
客
員
と
し
て
で
は
な
く
外
国
で

実
際
に
講
義
を
持
つ
人
は
決
し
て
多
く
は
あ
り

ま
せ
ん。
一

年
間、

み
っ
ち
り
英
語
で
授
業
を

す
る
こ
と
は、

想
像
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使

う
も
の
で
す。

な
ぜ
な
ら
ば、

外
国
の
学
生
た

ち
は
日
本
人
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
よ

く
勉
強
し
ま
す。

本
気
で
勉
強
し
ま
す
し、

質

問
し
て
き
ま
す。

そ
う
い
う
学
生
で
な
け
れ
ば

単
位
も
取
れ
ま
せ
ん。

こ
ち
ら
も、

お
の
ず
と

真
剣
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん。

そ
ん
な
な
か
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で
私
が
学
ん
だ
最
た
る
も
の
は、

学
位
を
取
る

こ
と
よ
り
も、

そ
の
た
め
に
学
ぶ
プ
ロ
セ
ス
を

大
事
に
し
て
い
る
大
学
の
あ
り
方
で
し
た。

日

本
で
は、

そ
う
い
う
認
識
が
薄
い
と
い
う
危
機

感
を、

そ
の
と
き
に
持
ち
ま
し
た
。

そ
の
危
機

感
は、

大
学
と
い
う
も
の
へ
の
危
機
感
で
あ
る

と
同
時
に、

国
の
将
来
へ
の
危
機
感
で
も
あ
り

宇品
’し
れ～
。

イ
ン
ド
出
身
の
フ
ァ
リ
l
ド
・

ザ
カ
リ
ア
と

い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が、

日
本
が
国
連
の
常

任
安
全
保
障
理
事
国
に
入
れ
な
い
理
由
と
し
て、

外
交
官
が
官
僚
的
で、

い
つ
も
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

（
階
級）

を
気
に
し
て、

霞
が
関
ば
か
り
を
向

い
て
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
う
え、

英
請
が
で
き
な
い
か
ら
だ、

と
言
う
わ
け
で
す0

．
斗
の
揃
い
、

鋭
い
指
摘
で
す。

人
生
最
大
の
喜
び
で
あ
る

「
知
的
世
界
の
広
が
り
」
を
伝
え
た
い

へ
い
そ
く

現
夜
の
日
本
の
閉
塞
状
況
も、

大
学
教
育
の

変
革
次
第
で
良
い
方
向
へ
シ
フ
ト
し
て
い
け
る

は
ず
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す。

大
学
の
改
革
は、

高
校
や
義
務
教
育
に
も
変

化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
ま
す。

本
来、

高
校
の
三
年
間
は
ク
ラ
ブ

活
動
や
授
業
に
し
っ
か
り
集
中
す
べ
き
で
す。

そ
の
後
に
受
験
勉
強
を
す
る
時
期
が
あ
れ
ば
い

い
の
で
す。

そ
の
た
め
に
は、

大
学
の
入
学
時

期
も
九
月
入
学
が
よ
い
と
思
い
ま
す。

外
国
で

は、

九
月
入
学
の
と
こ
ろ
が
多
い
わ
け
で
す
か

ら、

留
学
先
で
勉
強
す
る
に
も
都
合
が
い
い
ん

で
す。

桜
の
季
節
に
入
学
す
る
日
本
的
な
情
緒

も
魅
力
で
は
あ
り
ま
す
が、

若
々
し
い
高
校
三

年
間
の
う
ち
に
無
理
や
り
大
学
受
験
の
た
め
の

勉
強
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

長
い
目

で
見
れ
ば、

プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す。

私
た
ち
は、

総
合
点
数
だ
け
で
学
生
を
判
断

す
る
の
で
は
な
く、

合
格
ラ
イ
ン
を
下
回
っ
て

い
て
も、

英
語
だ
け
は
抜
群
に
優
れ
て
い
る
受

験
者
や、

文
系
に
も
か
か
わ
ら
ず
数
学
に
関
し

て
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
な
ど、
「
こ
れ

は」

と
思
う
人
た
ち
は、

科
目
等
履
修
生
と
い

う
特
別
な
立
場
で
一

年
間
の
暫
定
入
学
を
認
め

ま
す。

そ
こ
で
平
均
以
上
の
成
績
を
残
せ
ば、

二
年
目
に
は
正
規
入
学
と
な
り
ま
す。

過
去
に

こ
の
制
度
で
正
規
入
学
で
き
な
か
っ
た
学
生
は

一

人
も
い
ま
せ
ん
。

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
に
よ
る
高
校
生
の
海
外
留
学

も
奨
励
し
て
い
ま
す。

高
校
生
留
学
特
別
選
抜

枠
を
設
け、

六
月
に
帰
国
し
た
高
校
生
が
八
月

に
入
学
試
験
を
受
け、

九
月
か
ら
入
学、

と
い

う
ケ
l
ス
も
あ
り
ま
す。

こ
れ
に
よ
っ
て、

優

秀
な
高
校
生
に
学
ぶ
場
が
確
保
さ
れ
ま
す。

こ

う
し
た
こ
と
も
九
月
入
学
を
推
進
し
た
い
理
由

な
の
で
す。

三
月
末
に
入
学
が
決
定
し
た
後
に

学
生
が
海
外
体
験
や
社
会
体
験
を
し
て
九
月
に

入
学
し
て
く
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
・

イ

ヤ
l
」

の
発
想
が
今
後
の
日
本
に
も
必
要
だ
と

考
え、

本
学
で
は
す
で
に
実
施
し
て
い
ま
す。

こ
う
し
た
地
道
な
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
く

こ
と
で、

人
材
を
育
成
し
て
い
く
し
か
な
い
ん

で
す。

中
国、

韓
国、

台
湾、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

な
ど
ア
ジ
ア
に
限
っ
て
見
て
も、

人
材
育
成
に

関
し
て
は
非
常
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す。

今
の

ま
ま
で
は
日
本
の
ア
ジ
ア
の
中
で
の
存
在
感
は、

ま
す
ま
す
薄
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

心
配
し
て
い
ま
す。

し
か
し、

日
本
人
個
々
の

潜
在
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は、

本
来、

非
常
に

高
い
も
の
で
す。

036 。月刊 MOKU 2010. 7 



問
題
は、

そ
れ
を
パ
ワ
！
と
し
て
発
揮
す
る

手
段
が
な
い
こ
と
な
ん
で
す。

そ
の
手
段
の
最

た
る
も
の
が
英
語
な
ん
で
す。

私
の
体
験
か
ら、

強
く
そ
う
感
じ
る
わ
け
で
す。

先
日
訪
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
で、

政
府
関
係
者
に

こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。
「
資
源
は
た
く
さ
ん
あ

る
か
ら、

日
本
の
企
業
に
は
ぜ
ひ
来
て
ほ
し
い

ん
だ
け
れ
ど、

な
か
な
か
来
て
く
れ
な
い
の
で

中
国
の
企
業
が
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
ん
で

す」

と
。

カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
同

様
の
声
を
聞
き
ま
し
た
。

世
界
は、

ま
だ
ま
だ

日
本
に
期
待
し
て
い
る
ん
で
す、

本
当
の
と
こ

ろ
は
。

そ
う
す
る
と、

な
お
の
こ
と
日
本
の
針

路
や
外
交
の
あ
り
方
を
聞
い
直
さ
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
意
味
で、

い
ま
だ
に
H
鎖
国μ

し

て
い
る
の
が
日
本
で
す。

日
本
の
教
育
に
必
要

な
の
は、

改
革
で
は
な
く
H
開
国u

な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん。

私
は、

自
分
に
と
っ
て
何
が
喜
び
か
と
考
え

る
と、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
も、

登
山
も
そ

の
一

つ
だ
け
れ
ど、

最
大
の
喜
び
は、

外
国
語

の
習
得
に
よ
る
「
知
的
世
界
の
広
が
り」

な
ん

で
す。

こ
の
満
足
感
は
何
も
の
に
も
替
え
が
た

い
も
の
で
す。

私
自
身
は
英
語、

フ
ラ
ン
ス
語、

中
国
語
を
使
い
ま
す
が、

世
界
が
知
的
に、

も

う
一

つ
、

二
つ
、

三
つ
、

と
広
が
っ
て
い
く
こ

と
を
経
験
す
る
と、

こ
の
喜
び
を
若
い
人
た
ち

に
も
実
感
し
て
ほ
し
い
と
思
う
わ
け
で
す。

英

語
が
で
き
る、

そ
れ
を
使
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と

が
で
き
る、

と
い
う
利
便
性
だ
け
で
な
く、

自

分
の
世
界
が
聞
か
れ
て
い
く
充
実
感。

そ
れ
を

未
経
験
の
人
に
ど
う
や
っ
て
分
か
っ
て
も
ら
う

か
と
苦
心
す
る
の
が、

本
来
の
教
育
者
で
す。

七
十
四
歳
に
な
っ
た
今
の
私
の
使
命
も
そ
こ
に

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す。

＠
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