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地球社会と
ともに歩む

2012年４月、東京外国語大学は新し

く生まれ変わる。外国語を通じて世

界の諸地域への理解を深める─。

この基本理念のもと、これまでよりさら

に国際社会に幅広く貢献できる人材

の育成を強化するため、外国語学部

を言語文化学部と国際社会学部の２

学部に改編。新たなスタートを切る。

写真は、６ページからの
学長対談に登場いただいた
一橋大学の山内進学長
文・グローブヴォイス編集室
写真・青木倫紀

Gaze at the World
The “Master Plan”

of the university aims at ‘transforming itself into

a strategic centre

for teaching and research that envisages

an era of global society’.

In tandem, our “Action Principle”

is ‘interacting with the global society’. 
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2010年春に広報誌を創刊しまし
た。タイトルは「GLOBE Voice」。
「地球」と「声（=人）」という２つの言
葉を合わせた造語です。東外大の
使命は、「地球をつなぐ声」を発す
ることができる人材を育てること。そ
のためには、さまざまな国の文化・歴
史といった、背景を知ることが欠か
せません。５号目となる今号は、外
国語学部を改編し、全地球をカバ
ーする研究教育拠点として生まれ
変わる「新生・東京外国語大学」
を特集で紹介しました。
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グ
ロ
ー
バ
ル

拠
点
へ
ソ連崩壊による冷戦終結、
東西ドイツの統一、
アメリカ同時多発テロ、
リーマンショックによる金融危機など、
全世界の人々が時代の証人となった出来事。
歴史が動いた瞬間に、
新たなページが刻まれた。

語学を軸に、文学、思想、文化研究、
国際経済、国際関係など、
多様な分野が
総合的に組み合わさった東外大の
学びで広がる可能性。
言語と文化で描く未来に、
明日への優しい光が射し込む。

Gaze
at
the

World

GLOBE Voice 2012, Number 55

１
８
５
３
年（
嘉
永
６
）６
月

３
日
、ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来

航
し
開
国
を
要
求
し
た
こ

と
で
、
江
戸
幕
府
は
多
く
の
外
交
文
書

を
処
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
天
文

方
の「
蘭ら

ん

し

ょ

わ

げ

ご

よ

う

書
和
解
御
用
」
の
人
材
を
増

強
し
緊
急
事
態
に
対
処
し
た
も
の
の
、

人
手
が
足
り
な
い
。
こ
の
事
態
を
受
け

て
、幕
府
の
内
部
か
ら
、洋
書
翻
訳
、洋

学
研
究
お
よ
び
洋
学
者
養
成
の
た
め
の

新
た
な
機
関
を
設
立
す
る
機
運
が
生
ま

れ
る
。

　

そ
こ
で
誕
生
し
た
の
が
、蕃ば

ん
し
ょ
し
ら
べ
し
ょ

書
調
所
、

東
外
大
の
起
源
と
な
る
機
関
で
あ
る
。

そ
の
後
、
明
治
維
新
に
よ
る
新
政
府
が

文
部
省
を
設
置
し
、
教
育
の
中
央
集
権

化
が
始
ま
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、

１
８
７
３
年（
明
治
６
）、
東
外
大
の
前

身
で
あ
る
東
京
外
国
語
学
校
が
設
立
さ

れ
、
１
９
４
９
年（
昭
和
24
）
の
国
立
学

校
設
置
法
に
よ
り
、
東
京
外
国
語
大
学

（
外
国
語
学
部
）
が
誕
生
。
そ
れ
か
ら

約
半
世
紀
後
の
２
０
０
４
年（
平
成
16
）、

国
立
大
学
法
人
東
京
外
国
語
大
学
と
し

て
再
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

近
年
、
世
界
は
情
報
通
信
技
術
が
著

し
く
発
展
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速

に
進
展
し
て
い
る
。
人
と
情
報
が
行
き

交
い
、
ま
っ
た
く
新
し
い
政
治
・
経

済
・
文
化
の
諸
現
象
が
地
球
規
模
で
生

み
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な

社
会
で
は
、
世
界
を
日
本
と
諸
地
域
と

の
関
係
の
集
積
と
し
て
で
は
な
く
、
国

際
的
、
総
合
的
に
捉
え
る
研
究
教
育
体

制
が
大
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

２
０
１
２
年
４
月
、
東
京
外
国
語
大

学
は
、こ
れ
ま
で
の
外
国
語
学
部
を「
言

語
文
化
学
部
」
と「
国
際
社
会
学
部
」
の

２
つ
の
軸
へ
と
再
構
築
す
る
。
東
外
大

が
カ
バ
ー
す
る
学
問
領
域
は
、
語
学
教

育
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、国
際
関
係
、経

済
学
、
思
想
や
文
化
研
究
な
ど
多
様
な

分
野
が
総
合
的
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い

る
。
今
回
の
改
編
は
、
こ
う
し
た
特
色

を
明
確
に
し
、
世
界
の
動
向
に
対
応
し

た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
、

実
は
蕃
書
調
所
以
来
、
一
貫
し
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
東
外
大
の
ス
ピ
リ
ッ
ツ

で
も
あ
る
の
だ
。

全
地
球
に

　

 
対
峙
す
る

（
改
編
の
概
要
は
11
ペ
ー
ジ
）

東京五輪や大阪万博などの
国際的なイベントのホスト国になり、
一気に高度経済成長を遂げた。
開催地周辺は、交通機関、道路などの
インフラ整備や、宿泊施設の建設が行われた。
国立競技場や日本武道館、東海道新幹線、
東京モノレールなどはこの時つくられた。
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研
究
の
意
義
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
歴
史
の
連
続
性
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
を
研
究
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
今
と
過
去
と
の
つ
な
が
り

を
知
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
自
分
を
相
対

化
し
な
が
ら
、
歴
史
の
中
で
生
き
る
自
分
を
ど

う
考
え
て
い
く
か
。
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
の
訓
練
に

な
る
わ
け
で
す
。

亀
山　

確
か
に
、
兵
士
は
国
家
に
よ
っ
て
、
不

条
理
な
戦
争
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
に
し
て
も
、
兵
士
た
ち
は
す
さ
ま
じ
い

後
遺
症
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中

世
に
お
い
て
は
、
戦
争
と
は
自
分
自
身
の
生
命

活
動
そ
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

亀
山
郁
夫
学
長
（
以
下
、
亀
山
）　

山
内
さ
ん

が
一
橋
大
学
の
学
長
に
就
任
さ
れ
て
１
年
が
経

ち
ま
し
た
。
今
日
は
大
学
運
営
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、

先
生
の
研
究
の
お
話
を
伺
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ご
専
攻
は
歴
史
学
で
す
が
、
現
代
に
お
け
る
歴

史
学
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
お

考
え
で
す
か
。

歴
史
研
究
と
は

今
を
生
き
る
た
め
の
訓
練

山
内
進
学
長
（
以
下
、
山
内
）　

二
つ
あ
る
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
、
現
代
と
は
ま
っ
た
く
違
う

世
界
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
生
き
て

い
る
世
界
の
特
質
を
あ
ぶ

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
一
つ
目
で
す
。

　

例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
世
界
と
現
代
を
比
較

す
る
と
、
暴
力
に
対
す
る

感
性
や
政
治
シ
ス
テ
ム
の

違
い
が
見
て
と
れ
ま
す
。

今
は
暴
力
が
国
家
に
集
中

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
人
間
が
暴
力

を
振
る
う
と
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
封
建
社
会
で
は
、
暴

力
を
持
っ
た
人
間
が
群
雄
割
拠
し
、
主
権
国
家

の
よ
う
に
自
立
し
て
、
統
治
力
を
行
使
し
て
い

た
の
で
す
。
た
だ
し
、
古
代
・
中
世
世
界
で
は
、

暴
力
統
治
を
す
る
理
由
は

実
に
明
快
で
す
。
戦
争
と

は
自
分
の
利
益
の
た
め
に

行
う
も
の
で
、
相
手
の
も

の
を
獲
っ
て
自
分
の
財
産

に
す
る
こ
と
が
生
計
の
手

段
だ
っ
た
。
そ
れ
が
19
世

紀
以
降
に
な
る
と
、
戦
争

と
は
「
国
家
の
た
め
」
に

行
う
も
の
に
な
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
変
な
話

で
、
自
分
の
財
産
を
増
や
す
た
め
な
ら
と
も
か

く
、
な
ぜ
国
家
の
た
め
に
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
今
の
国
の
あ
り
方
や
シ
ス
テ
ム
の

ほ
う
が
、
実
は
特
殊
な
の
で
は
な
い
か

│
こ

う
し
た
認
識
が
持
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
歴
史

学
長

対
談

一
橋
大
学
長

山
内

S
u

su
m

u
 Ya

m
a

u
ch

i 

進
氏

世
界
に
飛
躍
す
る

人
材
を
育
て
た
い

法
制
史
・
法
文
化
史
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
、

『
北
の
十
字
軍
』で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を
受
賞
。

２
０
１
０
年
、一
橋
大
学
長
に
就
任
し
た
山
内

進
さ
ん
。「
歴
史
研
究
と
は
今
を
生
き
る
た
め
の

訓
練
」
と
語
り
、
歴
史
家
の
視
点
で
時
代
を
見

つ
め
な
が
ら
、
世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
人
材

の
育
成
に
日
夜
腐
心
す
る
。教
育
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
秋
入
学
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。

や
ま
う
ち 

す
す
む

１
９
４
９
年
北
海
道
生
ま
れ
。

72
年
、一
橋
大
学
法
学
部
卒
業
。

77
年
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。

90
年
よ
り
一
橋
大
学
法
学
部
教
授
。

２
０
１
０
年
か
ら
現
職
。

文
・
吉
田
燿
子　

写
真
・
青
木
倫
紀
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海
外
に
尖
兵
を
送
る
東
外
大
、

日
本
に
軸
足
を
置
く
一
橋
大

亀
山　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
東

外
大
が
輩
出
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
経
歴
を

見
る
と
、
海
外
の
現
場
で
何
年
も
実
績
を
積
み
、

そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
実
績
が
評
価
さ
れ
て
企
業
の

中
枢
に
入
っ
て
い
く
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
主

流
で
す
。
東
外
大
の
学
生
は
４

割
が
留
学
経
験
者
で
す
が
、
企

業
の
中
核
で
評
価
さ
れ
る
と
い

う
よ
り
は
、
一
匹
狼
で
個
人
商

店
的
に
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
東
外
大
が
送
り
出
す
人

材
は
、
い
わ
ば
「
尖
兵
」
な
ん

で
す
ね
。
大
局
的
な
こ
と
を
考

え
る
人
材
と
い
う
よ
り
、
国
際

ビ
ジ
ネ
ス
や
世
界
の
地
域
の
現

場
で
き
ち
ん
と
働
け
る
人
材
を

育
て
て
い
く
。
そ
れ
が
、
東
外

大
が
担
う
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の

姿
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
比
べ
る
と
、
一
橋
大

に
は
、
日
本
の
官
僚
機
構
や
企

業
の
中
核
を
担
う
人
材
を
育
成

す
る
大
学
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
昨

年
４
月
に
発
表
さ
れ
た
「
一
橋
大
学
プ
ラ
ン
１

３
５
」
で
は
、「
ス
マ
ー
ト
で
強
靭
な
グ
ロ
ー

バ
ル
一
橋
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
中
で
、「
世
界
水
準
の
教
育
」

と
い
う
こ
と
を
謳
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
今
後

の
一
橋
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
を
、
ど

の
よ
う
に
実
現
し
た
い
と
お
考
え
で
す
か
。

山
内　

我
々
が
考
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
は
、

「
世
界
を
見
て
、
世
界
を
相
手
に
働
く
」
こ
と

の
で
き
る
人
で
す
。
そ
も
そ
も
、
東
外
大
と
は

語
学
力
の
レ
ベ
ル
が
違
う
し
、
語
学
に
対
す
る

考
え
方
も
違
う
。
東
外
大
の
皆
さ
ん
は
、
言
葉

そ
の
も
の
が
好
き
だ
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、
一
橋
大
の
学
生
に
と
っ
て
言
葉
と
は
、
社

会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
武
器
に
す
ぎ
な
い
。

一
橋
大
の
前
身
は
商
法
講
習
所
で
、「
世
界
と

戦
え
る
商
人
を
育
て
る
」
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
基
点
は

あ
く
ま
で
も
日
本
で
あ
り
、
日
本
の
た
め
、
自

分
の
会
社
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
海
外
の
こ
と

を
学
ぶ
、
と
い
う
レ
ベ
ル
な
ん
で
す
。

亀
山　

非
常
に
面
白
い
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

「
軸
足
を
日
本
に
置
く
」
と
い
う
の
が
、
一
橋

ス
ピ
リ
ッ
ト
の
根
幹
に
強
烈
に
あ
る
わ
け
で
す

ね
。
そ
れ
が
東
外
大
に
は
な
い
。
東
外
大
の
学

生
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
世
界
諸
地
域
の
言
語
、

す
な
わ
ち
あ
る
意
味
で
人
間
社
会
の
根
本
で
あ

り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
実
学
と
は
ほ
ど
遠
い
学

問
を
学
ぶ
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
我
々
が

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
活
躍
で
き
る
人
材
を
ど
れ

だ
け
育
て
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
若
干
の
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
学
部
改
革
で
は
、
外
国
語

学
部
だ
け
の
１
学
部
制
か
ら
、
言
語
文
化
学
部

と
国
際
社
会
学
部
の
２
学
部
制
に
移
行
し
ま
し

た
。
言
語
文
化
学
部
を
新
設
し
た
の
は
、
文
化

と
い
う
言
葉
の
「
肉
」
の
部
分
を
し
っ
か
り
学

ん
で
も
ら
わ
な
い
と
、
東
外
大
が
目
指
す
個
別

地
域
的
な
人
材
す
ら
も
育
た
な
く
な
る
だ
ろ
う
、

と
考
え
た
か
ら
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
に
せ
よ
ベ

ン
ガ
ル
語
に
せ
よ
、
言
葉
さ
え
学
べ
ば
世
界
が

わ
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
大
学
と
し
て

真
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
育
て
て
い
く
た

め
に
、
か
な
り
苦
し
い
大
学
改
革
を
断
行
し
た

と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

山
内　

２
学
部
制
に
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
前

か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

亀
山　

実
は
１
９
９
９
年
に
、
教
授
会
で
２
学

部
化
を
決
定
し
て
い
る
の
で
す
。
国
立
大
学
法

人
化
の
動
き
に
伴
い
、
根
本
的
な
改
革
の
必
要

性
が
叫
ば
れ
始
め
、
半
年
ほ
ど
大
学
全
体
で
す

さ
ま
じ
い
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、

私
が
２
学
部
制
を
唱
え
ま
し
た
。

　

東
外
大
の
教
員
と
し
て
学
生
や
研
究
者
と
接

す
る
う
ち
に
、
国
際
社
会
で
働
け
る
人
材
や
、

人
文
科
学
を
担
え
る
人
材
が
本
当
に
こ
こ
で
育

つ
の
か
、
と
絶
望
感
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
や
は
り
、
あ
る
程
度
の
動
機
を
持
っ

て
大
学
に
来
て
も
ら
わ
な
い
と
、
人
材
は
育
た

な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず

は
我
々
自
身
が
、
育
成
し
た
い
人
材
を
モ
デ
ル

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
思
っ
て
文
部

科
学
省
に
２
学
部
案
を
出
し
た
の
で
す
が
、
そ

の
と
き
は
う
ま
く
い
か
ず
…
…
。

　

２
学
部
制
は
私
の
10
年
来
の
構
想
だ
っ
た
も

の
で
す
か
ら
、
学
長
に
な
る
と
同
時
に
改
革
議

論
を
始
め
ま
し
た
。
た
だ
、
今
回
新
た
な
地
域

言
語
に
ベ
ン
ガ
ル
語
を
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
多
少
の
勇
気
が
必
要
で
し
た
。
バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
は
１
億
５
０
０
０
万
弱
の
人
口
を
抱
え
、

日
本
と
の
経
済
的
な
つ
な
が
り

も
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
我
々
が

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
日
本
と
の

パ
イ
プ
を
作
れ
ば
、
い
つ
か
ど

こ
か
で
生
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
ん
な
思
い
で
講
座
を
新
設
し

ま
し
た
。

山
内　

素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
。

誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
、
学
部
を
新
設

し
た
と
い
う
の
が
す
ご
い
こ
と

で
す
。
今
ま
で
、
国
立
大
学
で

は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け

で
す
か
ら
、
突
破
口
を
開
か
れ

た
わ
け
で
す
。
日
本
の
大
学
の

戦
後
史
の
中
で
も
、
大
き
い
意

味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

亀
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、

一
橋
大
学
で
は
教
育
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
環

と
し
て
、
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の

向
上
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て

お
ら
れ
ま
す
か
。

山
内　

一
昨
年
か
ら
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
カ

ウ
ン
シ
ル
と
提
携
し
て
英
語
教
育
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。「
読
む
・
書
く
・
聞
く
・
話
す
」

の
４
つ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
身
に
つ
け
て
も
ら
う

の
が
目
的
で
、
来
年
度
か
ら
は
コ
マ
数
も
増
や

し
、
必
修
化
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
専
門
科
目
の
中
で
英
語
に
よ
る
授

業
を
増
や
す
こ
と
と
、
海
外
研
修
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
本
学
の
同
窓
会
組
織

「
如
水
会
」
な
ど
の
奨
学
金
で
、
来
年
度
は
海

外
に
１
年
間
、
学
部
で
67
人
派
遣
す
る
予
定
で

す
。
こ
れ
以
外
に
も
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
と

モ
ナ
シ
ュ
大
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
で
４
週
間

の
サ
マ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
っ
て
お
り
、
集
中

的
に
英
語
研
修
を
し
て
い
ま
す
。
北
京
大
学
で

は
中
国
語
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
大
学
で
は
ド
イ
ツ
語

の
サ
マ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
り
ま
す
。

亀
山　

今
後
、
大
学
教
育
に
中
国
語
教
育
を
ど

の
程
度
採
り
入
れ
て
い
く
か
は
、
け
っ
こ
う
大

き
な
問
題
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
教
育
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
も
絡
ん
で
く
る
問
題
で
す
が
、

秋
入
学
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

「
一
橋
大
の
基
点
は

あ
く
ま
で
も
日
本
、

日
本
の
た
め
、

自
分
の
会
社
の
た
め
に

必
要
だ
か
ら

海
外
の
こ
と
を
学
ぶ
、

一
橋
大
の
学
生
に
と
っ
て

言
葉
と
は
、

社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の

武
器
に
す
ぎ
な
い
」 

　
　         

─
山
内

「

東
外
大
の
学
生
は

企
業
の
中
核
で
評
価
さ
れ
る

と
い
う
よ
り
は
、

一
匹
狼
で
個
人
商
店
的
。

大
局
的
な
こ
と
を

考
え
る
人
材
と
い
う
よ
り
、

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
や

世
界
の
地
域
の
現
場
で

き
ち
ん
と
働
け
る

人
材
を
育
て
て
い
く
」

 
 

─
亀
山

当
面
は
春
入
学
と

秋
入
学
の
二
段
構
え
で

山
内　

す
で
に
多
く
の
国
が
秋
入
学
で
動
い
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
ほ
う
が
、

話
が
簡
単
で
す
。
日
本
の
大
学
全
体
が
秋
入
学

に
合
わ
せ
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
高
校
が

変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
高
校
卒
業
と
大
学
入
学
と

の
間
に
当
然
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
ま
す
が
、
僕
自

身
は
従
来
の
４
月
入
学
も
あ
り
得
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
４
〜
８
月
の
間
、
大

学
で
集
中
的
に
準
備
教
育
を
行
い
、
９
月
か
ら

正
規
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学
ぶ
。
そ
ん
な
形
も

工
夫
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

亀
山　

大
学
に
在
学
す
る
期
間
が
４
〜
５
年
に

な
る
わ
け
で
す
ね
。

山
内　

そ
の
辺
は
や
り
方
次
第
で
、
４
年
と
い

う
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。
今
は
１
年

目
は
教
養
中
心
で
、
そ
れ
か
ら
専
門
教
育
に
移

行
し
て
い
ま
す
が
、
１
年
目
か
ら
専
門
教
育
も

始
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
取
得
単
位
数
の
問
題

は
解
消
さ
れ
る
。
一
橋
大
の
場
合
、
４
年
生
の

学
部
教
育
を
９
月
か
ら
12
月
ま
で
に
終
え
、
残

り
の
３
カ
月
は
違
う
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
形
に

す
れ
ば
、
４
年
間
で
十
分
に
卒
業
で
き
る
。
考

え
方
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

亀
山　

高
校
卒
業
か
ら
大
学
入
学
ま
で
の
ギ
ャ

ッ
プ
イ
ヤ
ー
を
、
大
学
の
責
任
か
ら
は
ず
す
か

ど
う
か
で
、
か
な
り
違
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

山
内　

そ
れ
は
や
は
り
、
大
学
が
責
任
を
持
っ

て
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

亀
山　

そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
こ
が
、
今
回
の
改

革
で
我
々
が
一
番
重
視
し
た
点
で
す
。
４
月
入

学
で
、
教
養
課
程
を
２
年
目
の
半
ば
で
終
わ
ら

か
め
や
ま 

い
く
お

１
９
４
９
年
生
ま
れ
。東
京
外
国
語
大
学
長
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
関
連
の
翻
訳
・
研
究
や
、

ソ
連
・
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
の
政
治
と

芸
術
の
関
係
を
め
ぐ
る
著
書
が
多
い
。

主
な
も
の
に
は『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー 

父
殺
し
の
文
学
』、翻
訳『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』

『
罪
と
罰
』ほ
か
。
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て
い
な
い
。
も
と
も
と
、
多
言
語
多
文
化
を
扱

う
我
々
の
よ
う
な
大
学
は
、
英
語
論
文
の
数
を

問
わ
れ
る
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
苦
し
い

立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
一
橋
大
学
は
社
会
科

学
系
で
す
か
ら
、
す
べ
て
英
語
で
発
信
す
る
こ

と
が
で
き
た
ら
、
相
当
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
の

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

山
内　

世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
と
い
う
の
は
、

評
価
軸
の
と
り
方
が
理
系
基
準
で
す
よ
ね
。
留

学
生
比
率
や
教
員
１
人
当
た
り
の
学
生
数
な
ど

も
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
も
そ
も
文
系
と

理
系
の
大
学
と
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
差
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
で
は
「
学
生

４
人
に
先
生
1
人
」
の
割
合
だ
そ
う
で
す
。
一

橋
大
学
は
20
人
に
1
人
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
う

負
け
て
し
ま
う
。
教
員
の
外
国
人
比
率
や
論
文

の
引
用
件
数
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
判
定
基
準
が
あ
り

ま
す
が
、
英
語
で
論
文
を

書
く
習
慣
が
あ
る
の
は
経

せ
、
９
月
か
ら
は
海
外
留
学
に
行
っ
て
も
ら
い
、

留
学
先
で
受
け
た
授
業
を
単
位
化
で
き
る
よ
う

に
す
る
。
こ
の
方
法
な
ら
、
３
年
目
の
９
月
に

帰
国
し
て
半
年
後
に
は
就
職
活
動
が
で
き
ま
す
。

で
き
る
だ
け
海
外
留
学
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
と

し
て
、
３
セ
メ
ス
タ
ー
で
終
わ
ら
せ
る
方
法
を

採
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
実
質
的
に
９
月
入

学
の
意
義
を
実
現
で
き
た
の
で
、
ギ
ャ
ッ
プ
イ

ヤ
ー
を
ど
う
す
る
か
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で

す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
（
４
月
入
学
と
９
月
入

学
で
）
二
段
構
え
の
方
法
を
採
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

山
内　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
二
段
構
え
で
準

備
を
進
め
、
秋
入
学
そ
の
も
の
に
も
対
応
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
で
す
ね
。

亀
山　

最
後
に
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
今
後
、

一
橋
大
学
と
し
て
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
を
意

識
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
意
識
し
な
い
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
先

日
、
北
京
外
国
語
大
学
の
創
立
60
周
年
の
記
念

式
典
に
出
席
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
て
。
東
外

大
の
弟
分
み
た
い
な
大
学
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、

と
ん
で
も
な
い
。
な
ん
と
こ
れ
ま
で
に
、
４
０

０
人
も
の
大
使
・
総
領
事
ク
ラ
ス
を
輩
出
し
て

い
る
と
い
う
ん
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
そ
ん
な
北
京
外

国
語
大
学
で
も
、
世
界
大

学
ラ
ン
キ
ン
グ
に
は
載
っ

済
学
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ
厳
し
い
。

現
状
で
は
、
ラ
ン
キ
ン
グ
を
上
げ
る
作
戦
と
し

て
は
、
一
橋
の
知
名
度
を
高
め
つ
つ
、
先
生
た

ち
に
、「
で
き
る
だ
け
英
語
の
論
文
を
書
い
て

も
ら
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、

大
学
の
分
野
別
ラ
ン
キ
ン
グ
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
て
、
Ｑ
Ｓ
社
の
社
会
科
学
系
ラ
ン
キ
ン
グ

で
は
、
一
橋
大
学
は
世
界
で
１
０
０
位
前
後
に

い
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
ま
で
特
に
ラ
ン
キ
ン
グ
を
意
識
し
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
ん
な
に
悪
い

わ
け
で
は
な
い
。

　

世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
ど
う
し
て
も

英
語
圏
の
大
学
が
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
ト
ッ
プ
30
ま
で
は
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
系
が
大
半
を
占
め
、
そ
の
後
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
一
流
大
学
が
出
て
く
る
。
パ
リ
第
１
大

学
は
40
位
前
後
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
（
旧
ベ
ル

リ
ン
大
学
）
は
50
位
前
後
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
や

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
90
位
前
後
で
、
ロ
シ

ア
の
大
学
は
出
て
こ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大

学
も
け
っ
こ
う
苦
労
し
て

い
る
ん
で
す
。
１
０
０
位

前
後
に
い
れ
ば
海
外
の
一

流
ど
こ
ろ
と
は
お
つ
き
あ

い
で
き
る
レ
ベ
ル
な
の
で
、

こ
れ
を
キ
ー
プ
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
上
を
目
指
そ
う
と

思
い
ま
す
。

亀
山　

日
本
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
３
位
に
落
ち
た
と
は
い

え
、
世
界
に
冠
た
る
国
で
す
よ
ね
。
な
お
か
つ
、

教
育
シ
ス
テ
ム
も
世
界
に
冠
た
る
も
の
が
あ
る

は
ず
で
す
。
日
本
が
誇
る
一
橋
大
学
も
、
世
界

の
中
で
も
っ
と
顔
が
見
え
る
よ
う
に
頑
張
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
我
々
も
ラ
ン
キ
ン
グ

を
上
げ
る
努
力
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
東
外
大
へ
の
期
待

を
一
言
い
た
だ
け
ま
す
か
。

山
内　

東
外
大
は
明
治
以
来
、
時
代
に
対
応
し

な
が
ら
、
優
れ
た
人
材
を
た
く
さ
ん
輩
出
し
て

き
た
大
学
で
す
。
今
回
、
新
た
に
ベ
ン
ガ
ル
語

を
加
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
東
外
大
で
な
け
れ
ば

で
き
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
れ
か
ら

の
時
代
、
外
国
語
と
地
域
に
つ
い
て
の
知
識
を

踏
ま
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
で
き
る
人
材
が

ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う

人
材
を
、
ぜ
ひ
育
て
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

亀
山　

今
日
は
お
忙
し
い
中
、
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

4年次3年次2年次1年次

東京
外国語大学は
こう変わる！

“国際教養人”と“国際職業人”を
育成する

新たな教育体制

世界の地域・社会を
学びたい

国際社会学部
 世界諸地域の歴史や社会の仕組みに通じ、

国際ビジネスで活躍できる
 “国際職業人”を育てる。

《主な進路》
 国際機関、政府機関、NGO、

グローバル企業、教育・研究機関

世界の言語・文化を
学びたい

言語文化学部
 世界諸地域の言語と文化に通じ、
国際社会の舞台で活躍できる
 “国際教養人”を育てる。

《主な進路》
教育機関、ジャーナリスト、情報、

語学、人材育成分野、通訳、
グローバル企業、NGO、研究者
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世界教養プログラム

言語・情報コース

世界の諸地域の言語の構造および言語と社会・文化・
人間心理などとの関係や言語情報処理などを学ぶ。

地域社会研究コース

世界諸地域の複雑な地域社会の
仕組みや個別の地域について学ぶ。

グローバルコミュニケーションコース

翻訳・通訳や言語教育などコミュニケーションや
コーディネーションの実践について学ぶ。

現代世界論コース

世界諸地域にかかわる新たな
知的枠組みを通じて現代的課題について学ぶ。

総合文化コース

世界の諸地域の表象文化や文学の理解を深め、
それを通して、人間の知的な営みについて学ぶ。

国際関係コース

世界諸地域の国際関係や
国際機関の役割について学ぶ。

全地球をカバーする
14地域・27言語の
教育体制

グローバル化時代に生きる“地球市民”としての基礎的教養を身につけるための学部間共通プログラム。
「地域言語科目」「地域基礎科目」「英語科目」「教養外国語科目」「学術リテラシー」「基礎演習」
「世界教養科目」などのカテゴリーからなり、世界をリサーチするための基礎力、世界とコミュニケーシ
ョンするための基礎力、世界の文化や現実を知るための基礎力、世界に発信するための基礎力、世界
を考えるための基礎力を養うことを目指す。

※「言語文化学部」では「言語」と「配属地域」が、国際社会学部では「地域」と「配属言語」
が所属の単位となる。受験時に、「言語、配属地域」または「地域、配属言語」を選択する。

Challenging to the Future

世界教養プログラム
14地域・27言語をカバー

英語
ドイツ語

ポーランド語
チェコ語

フランス語
イタリア語
スペイン語

ポルトガル語
ロシア語

モンゴル語
日本語
中国語
朝鮮語

インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語

タイ語
ラオス語
ベトナム語

カンボジア語
ビルマ語

ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
アラビア語
ペルシア語
トルコ語

北西ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

西南ヨーロッパ

ロシア

北アメリカ

ラテンアメリカ

日本

東アジア

中央アジア

東南アジア

南アジア

西アジア・北アフリカ

アフリカ

オセアニア

言語 地域

Gaze
at
the

World
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Message from Alumni
卒業生にお聞きしました。

Q1:私にとっての外語大 Q2:『新生・  東京外国語大学』に期待すること

イラスト・斉藤重之

A1:　卒業時には、東京外大に対す
る不満で、二度とこの大学の門はく
ぐるまいと思っていましたが、運命
のめぐり合わせで母校の教員とな
り、学長も務めることになりました。
大学の3、4年次は学生運動に明け
暮れており、就職活動は一切せずに、
研究所から大学院へと進みました。
深刻な学生紛争で体験した人間模
様が社会に出て役立ちました。
A2:　外国語のコミュニケーション
能力に秀で、国際教養を身につけた
グローバル人材の養成が東京外大
の使命であり役割です。それには、
教職員の意識と体質がグローバル
化を見つめて抜本的に改革されな
ければなりません。米国の民主政
やヨーロッパ近代の遺産、それに日
本の伝統や文化を軽々に否定する
ような教員集団が多いとすれば、東
京外大の未来は厳しいと思います。
亀山学長のリーダーシップで東京
外大が新生することに期待します。

中嶋嶺雄
1960年中国語
●国際教養大学理事長・学長

A1:　大学時代は社会や諸外国に
ついての知的好奇心を開く大きな
契機となった。東西交渉史、国際
関係、経済、中東古代史、イスラム論、
インドと英国の関係など幅広い分
野である。外国旅行もたくさんした。
百聞は一見に如かず。一つの言語
を学ぶことはもう一つの別の世界
を持てることにもつながる。

A2:　国際教養人、国際職業人を
目指すことは言うは易く達成するこ
とは大事業である。今の世界はグ
ローバリゼーションや情報化の名の
下において一体化が進んでいるが、
他方各地域、文化、言語、社会など
は自らのアイデンティティーを主張
している。大学の4年間でその両
者の土台を体系として学ぶことは大
変だが、言語文化、国際社会の両方
において是非このような知的チャレ
ンジに果敢に挑んでいくような学生
になってほしいし育ててほしい。

井上正幸
1972年ウルドウ語
●日本国際教育支援協会理事長

A1:　「なぜロシア語を選んだのか
─」卒業して10年以上経った今
でも質問される。「ロシア文学に感
銘を受けた」「ロシアの政治情勢に
興味がある」、そんな答えができた
らどんなに良いかと何度も思ってき
た。実際の志望動機はというと、
「ロシアは大国で、世界でロシア語
を話す人も多く、就職のときに役に
立つかもしれない……」こんなもの
である。しかし、そんな軽い気持ち
で選んだロシアにどっぷり浸ってし
まっている。現在NHKでロシアに向

けたロシア語放送を担当している
のだが、気がつけばロシアという専
門分野を武器に道を切り開くこと
ができている。東京外大の教育は
それだけ専門性が高く、自分の選択
言語を将来のライフワークとするこ
とも可能なのだ。これはまさに東
京外大の持つ強みであり、魅力とい
えるだろう。
A2:　東京外大の卒業生には自由
な国際人が多い。日本人としての
誇りを持ちながらも、ステレオタイ
プな日本人像を打ち破る自由な発
想と強い意志を持っている。さら

に彼らは皆、鋭い嗅覚を持っている。
「これは危ない」「今がチャンス」、そ
んな嗅覚は日本国内であれ海外で
あれ、どんな場面でも求められる。
そしてその嗅覚を身につけることが
できるのは学生時代なのではない
かと思う。しかし時に外国語の知
識というのは、変に自尊心を高め、
壁を作ってしまうこともある。私自
身、ロシア語が話せるというだけで
どんな会社でもすぐに活躍できると
思っていた。外国語というのは、あ
くまでツールであることも忘れては
いけない。

小菅 みさと
2001年ロシア語
●NHK国際放送局多言語展開部

A1:　高校生の頃から新聞記者に
なると決めていたので、語学よりも
ひたすら日本語の本を濫読してい
た気がする。新聞社に入社したのも
「語学を生かす」などという大それた
ことを考えたわけではない。ところ
が入社12年目に “事件”が起きた。
「おい君、サンパウロ支局に行ってく
れ」。人事異動の内示だ。ブラジ
ルはポルトガル語だが、それに近い
スペイン語ができる人間として選ば
れたらしい。「スペイン語はほとん
ど忘れました」と言ってみたが後の
祭り。実際「忘れた」と思っていた
が、ある大事件の取材で頭の奥から
記憶が蘇ってきた。1982年に勃発
した「フォークランド戦争（英国とア
ルゼンチンの領土紛争）」である。
ブエノスアイレスでは英語は敵国語
なので記者発表はすべてスペイン

語。これが不思議にわかるように
なったのである。仕事だからと必
死になったこともあるが、文法を比
較的きちんと覚えていたことが「復
活劇」につながったかなと思う。
A2:　日本は明治維新、太平洋戦
争の敗戦に続き、3・11東日本大震
災という「第三の国づくりの転機」
に立つ。震災復興というハンディを
背負って世界の中での存在感を取
り戻すには、グローバル人材を育て
る必要がある。その意味では今回
の学部改編は絶好のタイミングだ。
2学部共通の世界教養プログラムで
外交やビジネスのための「人間力」
や「交渉力」も備わるはずである。
東京外語大の役割は「語学も留学
も海外駐在も当たり前」と考える外
向き・上向きの若者人材を発掘し
教育すること。日本には「国際」と
名のつく学部を持つ大学がワンサ
カとある。そういう中でも全世界、
各地域をくまなくカバーする大学は
東京外語大しかない。

和田昌親
1971年スペイン語
●元日本経済新聞社常務取締役

A1:　6才にして通訳を志した私は、
当然のように外語大を目指しました。
当時の外語大は国立二期校、倍率
15－16倍の難関で、学生の8割は
男子でした。私が選んだのは、希
少価値のあるイタリア語です。幸
運なことに、在学中、大阪万博があ
り、学生アルバイトの身で法外な日
当をいただき、イタリア人団体の観
光ガイドを始めました。その経験
を生かし、卒業後はイタリア語の同
時通訳として今日までフリーで生き
てきました。米原万里さんと親友
になれたのも、国際会議で一緒に
仕事をしたからで、人生最大の役得
（？）でした。私は、運よく、日本の
急速な国際化と外国語が話せる人
が少なかったという2つの追い風に

押されて順調にキャリアを重ねるこ
とができました。
A2:　「強制収容所みたい」とイタ
リア人の先生が酷評した旧西ヶ原
校舎から、すっかりおしゃれに変身
した母校。今回の学部改編で、教
育内容も外観にふさわしく充実した
ようで、今後の後輩たちの活躍に期
待が膨らみます。「はじめに言葉あ
りき」とヨハネ伝にあるように、言
葉はすべての基本であり、それを使
う民族の文化やメンタリティ、また
世界観まで表すものです。真の国
際人になるためには、まず自己のル
ーツとなる日本語を磨き、日本のこ
とを知る必要があると思っています。
外語大では、日本人の弱点である
「話す」「聞く」を徹底的に訓練して
ほしいです。口頭試問、ディベート
などを取り入れるほか、通訳を養成
する拠点としてもリーダー的な役割
を果たすよう望んでいます。

田丸公美子
1972年イタリア語
●イタリア語会議通訳、エッセイスト

A1:　外国語習得の成否は学習の
総量が大きく物を言うと信じます。
手立てや方策を追いすぎず、でき
る限り多量かつ多種類の言語テク
スト（音声・文字を問わず）にふれ
て、それにおぼれるくらいにひたっ
てください。
A2:　外語大にしかできないこと
を果敢に追究してほしい。他大学
にはない、言語そのものを深く追究
するという姿勢を忘れることなく
「グローバル化」と言われる現代で
したたかに生き残ってほしい。

田中一嘉
1991年大学院修士課程ゲルマン系
●群馬大学准教授

A1:　私の学生生活は、専攻語とゼ
ミ活動、課外活動などでとても充実
したものでした。外大には、言語の
みならず、世界各地の歴史や文化、
法律や国際関係など、幅広い分野
の授業が揃っています。また留学
生も多く、例えば、紛争後の平和構
築について、アフガニスタンやスー
ダンからの留学生と意見交換をす
る機会にも恵まれました。卒業後
の進路として外務省を選ぶに至っ

たのは、外大で出会った
仲間や教授の影響が大き
かったように思います。
A2:　夢や目標の実現の
ために、自らの頭で考え、
動く学生の育成を期待し
ます。新しい発見の連続
の中で、仲間と切磋琢磨
しながら、やりたいことを
追求し、得意なことを伸ば
せるような環境が外大に
はあると思います。学生

には、色彩豊かな教授陣や仲間か
ら多くの刺激を得ながら、知識や経
験を重ねてほしいと思います。新
生・外大には、学生の主体性を尊重
し、意欲を育むような大学であって
ほしいと願っています。

原 ゆかり
2009年中国語
●外務省

A1:　1968年3月に東大の二次試
験に失敗、予備校に通った。とこ
ろが翌年の東大入試は、安田講堂
の攻防戦の後、中止と決まった。
あれこれあったのだが、結局、当時
愛読していたポール・ニザン『アデ
ン・アラビア』の訳者だった篠田
浩一郎先生のおられた外語大のフ
ランス語科に入学することにした。
私の外語大時代の前半は、学内で
の激論と学外でのデモの時代であ

った。しかし、今考えてみると、外
語大時代の最大の幸運は、すぐれ
た先生たちに出会えたことだと思
っている。恩師の篠田浩一郎先生、
歴史学の二宮宏之先生、社会経済
史、思想史の山之内靖先生らとの
出会いは、決定的だった。当時国
際基督教大学におられた丸山圭三
郎先生との出会いもあった。モン
ゴル語科には、社会言語学者として
著名になった田中克彦先生もおら
れた。その後東大の大学院に入り、
研究者となったのも、こうした先生
方から受けた知的刺激が大きかっ
たように思う。

A2:　外語大の少人数教育には感
謝している。入学当初からの学生
と教員との相互関係の深さは、ほか
の大学では得られなかっただろう。
こうした伝統は存続してほしいもの
だ。だがその一方で、外語大の学生
の多くは、あの騒乱の当時でさえ社
会的・政治的問題に対して無関心
だったように思う。かつて、専門バ
カという言葉があった。語学習得
に熱意を持つのはいいのだが、それ
以外のことに無関心ではいられな
いはずである。新しい学部が生ま
れるのもそうした時代の要請なの
だろう。

桜井哲夫
1973年フランス語
●東京経済大学教授

A1:　メジャー言語（欧米）ではな
く、マイナー言語を選んだことで、結
果的には、それまで生きてきた世界
とは、大きく違った世界を発見し、ま
た、自分の今まで積み上げてきたも
のをぐちゃぐちゃに壊されました。
結果、自分自身の思考領域が拡張さ
れ、違う考えを受け入れ生かす工夫
をする能力が醸成され、新たな能力
を持つ自分が生まれたのだと思い
ます。いわゆるDiversity（多様化）
の重要性への理解力の醸成です。
A2:　外部から見ると、今までの1
学部制は、実際の狙っているところ
と離れて、言語研究色があまりにも
強く見えました。そのため、実社会
では活躍の舞台が狭められている
場面が多くあり、また、卒業生自身
もこれを良しとするような風潮があ
ったのではなかろうかと思います。
2学部制にし、外部にも意思をはっ
きりわかり易くすることで、実社会
で活躍したい者にとってこの “縛り”
が解けるきっかけになるのではと大
いに期待しています。

荒川詔四
1968年インドシナ語
●ブリヂストン取締役会長

A1:　今から半世紀前に、外語大に
入学しました。その際、当時の学生
部長の教授が、「諸君は、オールAの
成績を取ろうなどと馬鹿なことを考
えてはいけない。大学はそのような
ところではない」と挨拶されました。
私がこの教訓を、おそらく、学生部
長の期待をはるかに上回るかたち
で実践したことは確かです。私は
柔道部と語劇サークルに所属し、そ
れらの方面で猛烈に忙しく、あいま
を縫って授業に出るような学生で
した。ただ、家に帰ると毎日辞書を
引きながらシェイクスピアを読み、
それが「その後」につながることに
なりました。まったく論理的であり
ませんが、「大学とはそのようなとこ
ろだ」という思いが、私にはあります。
A2:　今日、大学は、単位の実質化、
職業教育の実践などを厳しく求め
られており、かつてのような大らか
さが許されない時勢になっています。
さらに、少子化のために大学間の競
争が激化し、各大学は独自性を打ち
出すためにしのぎを削っています。
しかしながら、私は、大学とはどのよ
うなところか、の答えを出すのは、大
学ではなくて、学生一人ひとりであ
るとの思いを拭うことができません。
その認識なしに制度や仕組みを変
えても、うまくいかないように思いま
す。私としては、かつての学生部長
の教訓が、現在も外語大で引き継が
れていることを祈るばかりです。

入江和生
1969年大学院修士課程ゲルマン系
●共立女子大学／共立女子短期大学学長

A1:　東京外大では、さまざまな言
語や地域に対して、同じ尊敬の念と
好奇心を持って接する「平等感」が
養われました。それが、国連難民高
等弁務官事務所（UNHCR）に勤務し
た10年間、さまざまな出身国の同
僚たちとの出会いを楽しみ、難民問
題が起きる地域の歴史や国際関係
を深く理解しようと努める自分の姿
勢の土台となっていたのではないか
と思います。
A2:　東京外大には、日本だけで
なく世界から一目置かれるような、
言語と地域研究の教育拠点となっ
てほしいです。学生には、言葉を
使って世界各地の人 と々対話がで
きる力量を養っていただきたいと
思います。

中村 恵
1983年フランス語
●国連UNHCR協会

Gaze
at
the

World
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Message from Alumni

卒業生にお聞きしました。

Q1:私にとっての外語大         Q2:『新生・東京外国語大学』に期待すること

A1:　友達とのおしゃべりに、授業
より何より刺激を受け、啓発され勉
強になりました。大学時代は、あま
り背伸びや高望みをせずに、基礎

的なことをきっちり身につけること
が大事です。何事においても深く
究めて、その知識を活用できるよう
になるには学生時代の2、3年では
とても無理でしょう。卒業後にじっ
くり時間をかけて探求するのです。
A2:　国際人となるべき人材の養
成を期待します。語学の習得だけ

にこだわらず、対象国の歴史、文化、
民族、社会、経済などを幅広く勉強
し、その国の基礎知見を習得するこ
と。それが、国際人の基本的な条
件です。また、日本人としての矜持、
日本語の読み書き、対話がきちんと
できた上で、外国語の能力が付加さ
れることが望ましいと思います。

鈴木敬一
1959年ロシヤ語
●築地魚市場取締役会長

A1:　高校時代に姉妹都市交流で
アメリカに行った時、日本人が知らず
知らずにアメリカから受けてきた影
響の大きさを知り、まったく違う価値
観に基づいて動いている世界を知り
たかった、という理由でロシア語科
に進みました。卒業して10年以上
経ちますがいまだに興味の尽きない
研究対象です。特に、過去20年間
の国際システムにおける復活の過程
を追っていると、「ロシア人」の根気
強さや複雑な自己認識に引き付けら

れてしまいます。学生のみなさんに
はできるだけ早い時期に自分の眼で
自分の勉強している国を訪れてみる
ことをお勧めします。
A2:　国籍や言語の壁を超えて人
の心を摑むのは、より多くの人が前
向きで生産的だと感じられる「アイ
ディア」だと思います。日本を出て
何かをしようとする時、必ずそこに
は人がいて彼らの協力が必要にな
ります。そして逆に彼らは自分を通
して日本を知ることになる。課題に
直面した時、より良い未来に向かう
「アイディア」を出して、どこにいても
味方を増やしていける人材を育てる
ことを東京外大に期待します。

加藤美保子
2001年ロシア語
●スラブ研究センター ITP第4期フェロー

A1:　学生運動によるストライキが
あり、実質3年弱しか教室での勉学
は行えませんでした。ストライキの
期間、人生、人間社会、政治などい
ろいろな視点で先生や友人たちと
語り合えたことは、今振り返っても
決して無駄にはなっていないと思う
一方で、現在のキャンパスでフルに
4年間学べる環境にある学生は羨ま
しいと思います。
A2:　「新生・東京外大」が「言語
文化学部」と「国際社会学部」の2
学部制に改編され新たにスタート
することは、地球規模での課題を解
決していかねばならない現在におい
て、正に時宜を得た改編であると同
時に、それだけ社会からの期待感も
大きいことであり、是非大きく羽ば
たいていって頂きたいと思います。

桑原道夫
1972年スペイン語
●ダイエー代表取締役社長

A1:　音楽家になるためドイツ語を
選んだのが外大入学の理由ですが、
当時は指揮者ではなくピアニストを
目指していました。職業を選んだ
理由をよく訊かれますが、この質問
に厳密な意味で答えられる人など
いるでしょうか。ほとんど運命とで
もいったようなものです。強いて言
うなら、音楽を「表現する」ことの神
秘性、未知の可能性に、自分がのめ
り込み、解き明かしたいものがあっ
たのでしょう。
A2:　外大とご縁ができると、「言
葉」はある意味一生の課題となりま
す。外国語ではなく、「言葉」という
意味は、そこに日本語も含まれるか
らです。外国語とかかわることは、
実は母国語、そしてあなたがもし日
本人なら、「日本」そのものを、あな
た個人の手でもう一度検証すること
になります。大学の役割とは、個々
人がそれぞれの「自分」と向き合う
環境を整えることかもしれません。

村中大祐
1990年ドイツ語
●指揮者

A1:　卒業したら母校のフランス語
教師になる夢を持っていた私には
一番入学したい大学だった。その
後は目指していた教師にはなりそび
れたが、卒業して20年近く過ぎてか
ら同窓会にかかわる機会を得て初
めて、この学校の魅力を知った気が
する。一世代上の先輩との交流で、
海外のさまざまな地域で英語のみ
ならず現地の言葉をも使えるという
ことが、どれだけその地域の人 と々
の距離を縮めることになるのか、し
みじみと悟ったのだ。知識として知
るその国と、直接ふれ合って知るそ
の国。外語大とは人のつながりに
必要な素晴らしい道具を与えてくれ
るところだと思っている。
A2:　学んだ言語を道具にさまざ
まな地域の文化や社会経済などで
活躍できる独特の大学のカラーが、
さらに大きな視点ときめ細かい学
習で日本を含めた世界を、より深く
学べる素晴らしいシステムになって
ゆくと感じている。外語大はまさに
これからの世の中に求められる人
材を輩出できるのでは、と胸がわく
わくする。

寺田朗子
1975年フランス語
●国境なき子どもたち会長

A1:　高校までと違って大学は個々
が自立する場になります。留学先
や卒業後の進路について「型にはま
ってもいいし、はまらなくてもいい」
という広い視野を持って考えられた
のは大学の環境のおかげだと思い
ます。卒業して6年、私たちも社会
人になり、企業に勤める同級生は駐
在ラッシュ。でも卒業生の仲間に
はカメラマンになった人、研究を続
けている人、家具を作る人もいます。
私たちはそれぞれが選んだ道を尊
重しています。世界が身近に感じら
れるように育った私たちは今、「地
球に住んでいる」という感覚があり
ます。この感覚を、「グローバル人
材」と言うのならば、東京外大には

その環境が伝統的にある大学だと
思います。
A2:　世界中の文化を学び、それを
意見交換できる環境をたくさん作っ
てほしい。専門研究とかけ離れた
授業でも、さらに積極的に参加して
もらう仕組みが豊かな人間を作ると
思います。しかしサラリーマン養成
学校のようにはなってほしくはあり
ません。今の日本企業が大学に求
めているのは「会社ですぐに使える
人材」のようですが、そこに焦点を当
てた大学生活はもったいない。会
社に勤め始めたら「無駄な知識／趣
味」と言われそうなことでも掘り下
げられる授業が東京外大にはあり
ます。学生時代にいかに多くの分野
を掘り下げ、意見を持って伝えたか
で、10年、20年後の人の柔軟性に
差が出るはずです。さらに磨きをか
けた大学になってほしいと思います。

山田智子
2004年ロシア語
●テレビ／ラジオ番組ディレクター

A1:　可能なかぎり、海外留学やボ
ランティア、インターンシップなどを
経験し、それを学問に活かし、早い
うちから将来のビジョンを持てたら
よいと思う。
A2:　異なる文化や社会をつなぎ、
世界の平和に貢献するような人、ま
たはそのような意思や思考を育む
大学であってほしい。

永武ひかる
1981年ポルトガル・ブラジル語
●写真家

A1:　1972年入学当時、海外に対
する憧れは現実への近さという点
で今とは違ったありようでした。思
わず知らず、身体の奥深くに埋め込
むべきもう一つの背骨として、外国
語を身のうちに取り込もうと思って
いたような気がします。その背骨も
いつしか幾分やせ細り、あちこちに
椎間板が飛び出してしまいましたが、
そうした確とした2本目の背骨を意
識しながら学生生活を送っていけ
たのが、今となっては大きな財産だ
ったと思っています。振り返れば4
年間は、ほとんど毎日、オーケストラ
クラブに精魂を打ち込んだ生活で
した。午前2時に裏門をよじ登って
部室に入り、楽器を捨てて声であわ

せた交響曲。朝から晩までマウス
ピースを口にしていた夏の合宿。ど
れもこれも懐かしい思い出です。
A2:　かつては自然に対してどのよ
うに振る舞うべきか、その仕組みを
知り、どのように生きるべきかを身
につけるのが教育の大切な要件で
した。それがやがて金品に対してど
う対処するのかを問われる時代に
なり、さらに進んでサービスに、そし
て今は時間と情報に対してどう対応
すべきかを問われる世紀になってい
ます。実生活の中で私たちが直接
遭遇する人間の喜怒哀楽、願望や
欲求のエネルギーはインターネット
の情報とは違った角度で降り注が
れてきます。画面や紙面で獲得し
た情報を武器に、現実世界の中で
論理と感情の雨を体験する。そう
した学生生活を、緩急のリズムをつ
けながら送ってほしいと思います。

山本 浩
1976年ドイツ語
●法政大学教授、元NHKアナウンサー

A1:　私が入学した1960年代末は、
全学ロックアウトで通学することも
ままならない状況でした。それで
も書いておきたいのは、「学校にい
なくてもよい」という絶好の環境を
生かし、個人で、仲間で自主的な学
習、研究にはげんだことです。これ
は新聞記者という職業を選んでか
らも大変役に立つ経験でした。具
体的には友人2人と「人類学会」な
る小さな同好会を立ち上げフィー
ルドワークを実行しました。群馬
県の山間のこんにゃく芋だけをつく
る山村に通い、こんにゃく芋から見
た人口100人に満たない小さな集

落の生活史を記録しました。なん
でそんなことを「外国語大学の学生
が」と思われるでしょうが、私たち
は外国語学習は「目的」ではなく、
あくまで「手段」であると考えてい
ました。
A2:　今、私は38年間の新聞記者
生活を経て大学で教員をしていま
す。同志社大学が2010年春に発足
させた大学院のグローバル・スタ
ディーズ研究科というところです。
目指すは新生・東外大と同じです。
言葉だけでなく異文化を理解する
能力を身につけ、そして途上国の
人 と々共同作業に取り組み、リーダ
ー格として活動できるような人材が
ますます必要になります。そうした
「グローバル人材」を新生・東外大
は生み出してほしいと思います。

加藤千洋
1972年中国語
●同志社大学教授、元朝日新聞記者

A1:　一つの国をさまざまな角度か
ら見て全体像を理解する、これが東
京外大で学んだことだ。就職後4
年目に中国駐在となり、それまで
「竹のカーテン」越しに見ていた中
国社会の実態や中国人の考え方に
ふれ、驚きも大きかったが、学生時
代に中国の歴史、政治、文学などを
学び、中国と向き合って来なければ、
現場での経験も単なる印象で終わ
ってしまったかもしれない。JICA（国
際協力機構）での仕事は一つの地
域に偏ることなく、アフリカや中南
米を担当することもある。そのよう
な場合も自分がかかわる分野だけ
でその国を表面的に理解すること
はしないように努めている。その
国が成立した歴史的背景や政治構
造などを理解し、現場を見、その国
の人と話して初めて有益なプロジェ
クトが構想できるからである。
A2:　「英語で考えたものを翻訳し
てもロシア語にはならない、最初か
らロシア語で考えなさい」。国連に
出向していた時に受講していたロシ
ア語クラスの講師から言われた言
葉である。この言葉は言語という
ものの本質を表していると思う。言
語はそれが話されている国や地域
の文化や人々の考え方と分かちがた
く結びついている。言語なくして国
や地域を理解することはできない。
さらに、日本語や英語に訳された2
次情報と、オリジナルな言語から得
られる1次情報では情報量が圧倒
的に違う。東京外大は、世界のさま
ざまな地域や国の情報を直接得る
ことができ、深く理解できる人材を
育てる正統な教育機関であってほ
しいと思う。他方、言語のユニバー
サルな側面も無視することはでき
ない。本来東京外大を目指す学生
は語学に対する感度が高く、英語能
力も平均以上に高いはずである。
卒業後、「英語で研究ができる」、
「英語で仕事ができる」レベルにす
ぐに達するだけの強い基礎を学生
時代に築けるような教育もしていっ
ていただきたい。

柳沢香枝
1980年中国語
●JICA国際緊急援助隊事務局長

A1:　「世界で働き、世界で遊びた
い！」そう夢見ていた私が選んだ外
語大は “ちいさな地球”でした。あ
の国に行かなければ出逢えない民
族音楽や民族舞踊のサークル。そ
の国を訪れなければ味わえない各
国グルメに舌鼓の学園祭。キャン
パスを歩くだけでいろんな国の言

葉が聞こえ、いろんな国の人に出会
える4年間の世界一周旅行でした。
ハバロフスク地方と姉妹都市関係
にある青森県に生まれた私は、ちょ
うど直行便が就航した年にロシア
語科へ進学。そこには、手を伸ばせ
ばどこまでも深められる“ちいさな
ロシア”が待っていました。女子ア
ナならぬ “ロシアナ”としてロシア国
営ラジオ「ロシアの声」日本語課ア
ナウンサーとしてモスクワに赴任し
た時、今度はロシアという国の中に

“ちいさな外語大”がありました。
A2:　ラジオ・パーソナリティの魅
力のひとつは、2つの大陸の間を満
たす水のように、電波の上で自分と
いうパーソナリティをうまく使って
送り手と受け手とをつなぐこと。新
生・外語大には、スペシャリストとし
てひとつの大陸を築き上げるタイプ
だけでなく、幅広い分野で、さらに
多くの人たちに、その大陸の魅力を
上手にPRしていけるタイプに出逢
えるよう期待しています。

いちのへ友里
2001年ロシア語
●フリーアナウンサー

A1:　東京外大での、広く国際的な
視野に立った授業や語学の勉強は、
非常に役に立ちました。英語は国
際語として必須である上、それ以外
にもう一つの語学を習得することは
大変な努力が必要です。さらに語
学の先にある各地域や国の歴史・
社会・文化についても理解を深め
てほしいと思います。また、在学中
の海外留学やインターンシップを
活用した実社会での研修なども積
極的に取り組むとよいのではないか
と思います。
A2:　2学部体制の発足を心より
歓迎します。これにより、言語文化
に関心のある学生と政治・経済・
地域研究などに関心のある学生の
それぞれのニーズに、より的確に応
えることができるようになると思い
ます。国際社会は、現在大きく変化
しており、従来の欧米諸国主導の時
代から、中国、インド、ブラジルなど
の新興国が重要な存在感を示す時
代になっています。これらの国々の
言語を学習できる大学は日本国内
でも限られており、東京外大は次代
の国際人を養成するという意味で
重要な役割が期待されています。

佐藤 悟
1977年スペイン語
●在スペイン大使
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文・吉田燿子　写真・髙仲建次

やまおか じゅんぺい
1983年兵庫県生まれ。東京外
国語大学外国語学部でフラン
ス語を専攻し、2004年に卒
業。在学中にTOKYO FM西
村雅彦のラジオドラマ『道草』
に採用されデビューを飾る。
『世にも奇妙な物語　2008春
の特別編』（2008年フジテレ
ビ系列）の「さっきよりもいい人」
でドラマ脚本家デビュー。

graduated active person in society_02

人間がもがく哀しさを表現したい
山岡潤平

脚本家

「
脚
本
を
書
く
際
に
、
設
定
に
ひ
と
工

夫
入
れ
る
の
が
好
き
で
す
。
僕
が
大
事

に
し
て
い
る
の
は
、
笑
い
と
哀
愁
。
人

間
が
も
が
く
哀
し
さ
を
コ
メ
デ
ィ
ー
で

表
現
し
た
い
」

　

そ
う
語
る
の
は
新
進
脚
本
家
・
山
岡

潤
平
さ
ん
。
好
き
な
脚
本
家
は
チ
ャ
ー

リ
ー
・
カ
ウ
フ
マ
ン
。
映
画『
マ
ル
コ

ヴ
ィ
ッ
チ
の
穴
』
な
ど
奇
想
天
外
な
ス

ト
ー
リ
ー
で
知
ら
れ
る
異
能
の
作
家
だ
。

　

高
校
時
代
に
見
た
フ
ラ
ン
ス
映
画

『
奇
人
た
ち
の
晩
餐
会
』
に「
め
っ
ち
ゃ

衝
撃
を
受
け
た
」
の
が
、
東
外
大
で
フ

ラ
ン
ス
語
を
専
攻
し
た
理
由
の
一
つ
だ

と
い
う
。

　

入
学
後
は
演
劇
部
に
所
属
。
役
者
を

目
指
し
て
芝
居
の
稽
古
に
明
け
暮
れ
る

う
ち
、自
分
で
も
脚
本
を
書
く
よ
う
に
。

外
語
祭
の
語
劇
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚

本
で
ミ
ス
テ
リ
ー
を
上
演
し
た
。

「
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
先
生
に
め
っ

ち
ゃ
受
け
ま
し
て
。
絶
対
に
フ
ラ
ン
ス

人
を
笑
わ
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
書
い

た
の
で
…
…
成
功
し
た
か
な
」

　

脚
本
家
デ
ビ
ュ
ー
は
大
学
４
年
目
の

時
。
俳
優
・
西
村
雅
彦
の
ラ
ジ
オ
番
組

の
脚
本
に
応
募
し
、
見
事
採
用
さ
れ
た

の
だ
。「
自
分
の
作
品
が
形
に
な
る
」喜

び
を
知
っ
た
山
岡
さ
ん
は
、
就
職
し
た

会
社
を
１
年
足
ら
ず
で
辞
め
、
脚
本
家

と
い
う〝
け
も
の
道
〞
に
踏
み
込
む
こ

と
を
決
意
。
足
を
棒
に
し
て
テ
レ
ビ
局

や
制
作
会
社
を
回
り
、
売
り
込
み
を
続

け
た
。

「
作
品
を
持
参
し
て
制
作
会
社
の
ビ
ル

の
下
ま
で
行
き
、『
今
、
下
に
い
る
ん
で

す
け
ど
、会
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
』と
。

そ
の
繰
り
返
し
で
し
た
ね
」

　

地
道
な
努
力
が
実
り
、
子
ど
も
の
頃

か
ら
大
好
き
だ
っ
た『
世
に
も
奇
妙
な

物
語
』（
フ
ジ
テ
レ
ビ
系
列
）
の
脚
本
に

参
加
す
る
と
い
う
、
願
っ
て
も
な
い
チ

ャ
ン
ス
が
舞
い
込
ん
だ
。
２
０
０
８
年
、

つ
い
に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
・
デ
ビ
ュ
ー
。

今
は
共
同
脚
本
の
仕
事
が
多
い
が
、

「
い
ず
れ
は
１
本
の
シ
リ
ー
ズ
を
１
人

で
書
き
上
げ
た
い
」と
夢
を
語
る
。

「
外
語
大
の
長
所
は
、
個
性
的
な
人
た

ち
と
出
会
え
る
こ
と
。
言
語
に
興
味

が
あ
る
人
は〝
人
間
〞
に
興
味
が
あ
る

人
が
多
い
し
、
外
国
人
と
ふ
れ
合
う
機

会
も
多
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方

や
文
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
外

語
大
の
４
年
間
で
人
間
を
描
く
上
で

の
引
き
出
し
を
た
く
さ
ん
作
れ
た
と

思
い
ま
す
」

在学中に訪れたフランスでは
現地の人の温かさを知った。

たかはし ひでみね
1961年横浜市生まれ。83年東
京外国語大学モンゴル語学科
卒業。テレビ番組制作会社の
ADを経て、ノンフィクション作
家となる。著書に『TOKYO外
国人裁判』『にせニッポン人探
訪記』『からくり民主主義』『ト
ラウマの国ニッポン』『やせれ
ば美人』『趣味は何ですか？』
『R25』での連載をまとめた『結
論はまた来週』など。

graduated active person in society_01

自分につながる歴史をたどって
髙橋秀実

ノンフィクション作家

『
ご
先
祖
様
は
ど
ち
ら
様
』
で
第
10
回

小
林
秀
雄
賞
を
受
賞
。
丹
念
な
取
材
と

軽
妙
な
語
り
口
で
、
読
者
を
引
き
込
む

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
の
髙
橋
秀
実

さ
ん
。「
大
学
に
行
く
な
ら
予
想
の
で

き
な
い
こ
と
が
し
た
い
」
と
モ
ン
ゴ
ル

語
を
選
ん
だ
。
授
業
は
ほ
ど
ほ
ど
に
、

ラ
グ
ビ
ー
や
柔
道
、
８
㎜
映
画
の
撮
影

な
ど
、
興
味
の
あ
る
こ
と
に
励
ん
だ
。

そ
し
て
、
当
時
首
狩
り
族
が
住
む
と
い

わ
れ
て
い
た
ボ
ル
ネ
オ
島
探
険
を
思
い

立
つ
。
壮
行
会
の
席
で
、
担
当
教
員
の

蓮
見
治
雄
先
生
が
こ
う
言
っ
た
。

「
君
は
身
の
回
り
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
か
。
も
し
知
ら
な
い
の
な
ら
、
遠
く

に
行
っ
て
も
何
も
わ
か
ら
な
い
よ
」

　

壮
挙
を
控
え
、
気
分
が
最
高
潮
に
達

し
た
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
か
の
一
刺
し
。

こ
の
一
言
は
、後
年
、髙
橋
さ
ん
の
人
生

を
深
く
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

ボ
ル
ネ
オ
島
で
は
陸
ダ
ヤ
ク
族
の
集

落
に
滞
在
し
、
宗
教
儀
礼
や
生
活
慣
習

を
聞
き
取
り
調
査
。
酋
長
か
ら
は
娘
と

の
結
婚
を
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
よ

ほ
ど
気
に
入
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
帰
国

の
途
、
テ
レ
ビ
関
係
者
と
知
り
合
い
、

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
作
り
た

い
」
と
思
う
よ
う
に
。
卒
業
後
は
テ
レ

ビ
番
組
の
制
作
会
社
に
就
職
し
た
が
、

仕
事
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
が
中
心
で
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
企
画
を
出
し
て

も
ボ
ツ
を
繰
り
返
す
。
な
ら
ば「
企
画

書
を
原
稿
に
し
た
ほ
う
が
早
い
」
と
考

え
、
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
転
職
す

る
も
半
年
で
会
社
が
解
散
。
以
後
フ
リ

ー
の
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
数
々
の
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
発
表
し
て
い
っ
た
。

　

冒
頭
の『
ご
先
祖
様
は
ど
ち
ら
様
』は
、

自
身
の
先
祖
調
査
の
一
部
始
終
を
ユ
ー

モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
描
い
た
作
品
だ
。

「
３
代
前
の
先
祖
が
ど
ん
な
人
生
を
送

っ
て
い
た
か
も
知
ら
な
い
の
に
、
日
本

の
歴
史
が
語
れ
る
は
ず
も
な
い
。
歴
史

の
記
録
を
た
ど
る
よ
り
も
、
親
や
祖
父

母
の
話
を
聞
い
て『
自
分
の
中
に
生
き

る
歴
史
』
を
感
じ
る
ほ
う
が
、
は
る
か

に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
」

　

そ
ん
な〝
髙
橋
史
観
〞
の
誕
生
に
一

役
買
っ
た
の
が
、
蓮
見
先
生
の
苦
言
だ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
大
学
時
代
は
、
何
が
将
来
役
立
つ
か

と
考
え
る
よ
り
、
自
分
が
で
き
る
と
思

う
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
試
せ
ば
い
い
。
そ

う
し
な
い
と
、『
本
当
は
こ
ん
な
こ
と

が
で
き
た
は
ず
な
の
に
』
と
い
う
オ
ト

ナ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
」

ボルネオ島で滞在した集落、
陸ダヤク族の子どもたちと。
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海海海海海南南南島島島

パパパラララワワワンンン島島島島島

ボボボルルルネネネオオオ島島島島島

パパパララララオオオオ

ラロ貝塚遺跡

ルルルソソソンンン島島島島

カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴カラナイ洞穴

レタレタ洞穴レタレタ洞穴レタレタ洞穴レタレタ洞穴レタレタ洞穴レタレタ洞穴

タボン洞穴群タボン洞穴群タボン洞穴群タボン洞穴群タボン洞穴群

バドゥンガン洞穴バドゥンガン洞穴バドゥンガン洞穴バドゥンガン洞穴バドゥンガン洞穴

サフュイン遺跡サフュイン遺跡サフュイン遺跡サフュイン遺跡サフュイン遺跡サフュイン遺跡

る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
、と
考
え
た
の
で
す
」

　

現
地
で
調
査
を
続
け
る
う
ち
に
、
面

白
い
事
実
が
わ
か
っ
て
き
た
。
ア
グ
タ

の
集
落
に
は
、
低
地
か
ら
農
耕
民
が
頻

繁
に
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
農
作
物

や
現
金
、
散
弾
銃
の
弾
な
ど
と
引
き
換

え
に
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
獲
っ
て
き

て
く
れ
る
よ
う
頼
む
の
で
あ
る
。

「
村
に
住
ん
で
い
る
と
不
足
し
が
ち
な

肉
な
ど
の
た
ん
ぱ
く
源
も
、
山
に
行
け

ば
、
狩
猟
採
集
民
か
ら
も
ら
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
狩
猟
採
集
民
は
農

耕
民
か
ら
農
作
物
や
情
報
を
入
手
で
き

る
。
お
互
い
が
生
き
る
た
め
の
資
源
と

な
っ
て
い
る
様
子
を
、
間
近
に
見
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
」

　

農
耕
社
会
が
到
来
し
、
近
代
国
家
が

成
立
し
た
今
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
な

ぜ
狩
猟
採
集
社
会
が
連
綿
と
生
き
残
っ

て
い
る
の
か
。
そ
の
謎
を
、
小
川
氏
は

考
古
学
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う

と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
な
る
べ

く
広
範
囲
に
遺
跡
の
変
化
を
調
べ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
85
年
か
ら

88
年
に
か
け
て
、
カ
ガ
ヤ
ン
川
下
流
域

50
㎞
四
方
を
対
象
に
調
査
を
開
始
。
ラ

ロ
貝
塚
遺
跡
を
中
心
に
、
地
域
的
な
編

年
作
業
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、
付
近
の

洞
穴
遺
跡
の
調
査
も
あ
わ
せ
て
行
っ
た
。

「
お
そ
ら
く
、
狩
猟
採
集
民
が
農
耕
民

に
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
存
在

だ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
狩
猟
採
集
社
会
は

存
続
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
か

す
る
と
日
本
で
も
、
縄
文
か
ら
弥
生
へ

の
移
行
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
狩
猟
採

集
民
と
農
耕
民
の
交
流
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
感
じ
た

「
被
奪
感
」と
い
う
痛
み

　

民
族
学
と
考
古
学
、
そ
し
て
東
南
ア

ジ
ア
先
史
時
代
と
縄
文
時
代

│
小
川

氏
の
研
究
は
、
地
域
や
学
問
領
域
の
枠

を
超
え
て
、
ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
ル
な

広
が
り
を
見
せ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
と
同
時
に
、
考
古
学
に
内
在
す
る
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
も
突
き
当
た

る
こ
と
に
な
る
。

　

82
年
に
初
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
訪
問

し
て
以
来
、
小
川
氏
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

の
よ
う
な
勢
い
で
論
文
を
量
産
し
た
。

そ
の
精
力
的
な
研
究
活
動
が
、
思
わ
ぬ

波
紋
を
広
げ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
あ
る
時
考
古
学
の
国
際
会
議
で
、
会

長
が
僕
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
先
生
に『
ヒ

デ
・
オ
ガ
ワ
っ
て
誰
だ
？
』
と
聞
い
た

ら
し
い
ん
で
す
。
先
生
は
思
わ
ぬ
と
こ

ろ
で
、
外
国
人
で
あ
る
僕
の
名
前
を
聞

か
さ
れ
、不
快
に
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
誰
の
許
し
を
得
て
、こ
の
論
文
を
発
表

し
た
ん
だ
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
」

　

外
国
人
が
、
潤
沢
な
調
査
費
用
を
投

じ
て
、自
国
の
遺
跡
を
発
掘
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
金
の
力
に
よ
る
学
問
的
業
績

の
収
奪
と
も
受
け
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

過
去
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
の
植
民

「
新
し
い
考
古
学
」に

魅
せ
ら
れ
て

　

小
川
氏
が
考
古
学
者
を
志
し
た
の
は
、

小
学
４
年
の
頃
。
古
代
ト
ロ
イ
ア
遺
跡

を
発
掘
し
た
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
伝
記
を

読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
慶
應

大
学
で
は〝
花
の
仏
文
〞
を
専
攻
。
し

か
し
考
古
学
へ
の
思
い
は
断
ち
が
た
く
、

卒
業
後
は
世
田
谷
の
発
掘
現
場
に
住
み

込
み
な
が
ら
、
早
稲
田
大
学
の
夜
間
で

考
古
学
を
学
ん
だ
。

　

早
稲
田
大
学
の
大
学
院
で
は
東
南
ア

ジ
ア
の
考
古
学
を
専
攻
し
、
故
・
西
村

正
衛
教
授
に
師
事
。
西
村
ゼ
ミ
は
ニ
ュ

ー
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
影
響
を
受
け
、

「
新
し
い
考
古
学
を
実
践
し
よ
う
」
と

日
本
考
古
学
の
研
究
者
は
約
８
０

０
０
人
を
数
え
、全
世
界
の
考
古

学
者
の
半
分
を
占
め
る
。
遺
跡
を
発
掘

し
て
遺
物
の
時
代
や
性
格
を
調
べ
、
当

時
の
状
態
を
復
元
す
る

│
そ
ん
な
伝

統
的
考
古
学
の
分
野
で
は
、
日
本
は
世

界
最
高
峰
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
い
え
る
。

「
国
中
の
遺
跡
の
相（

注
）対

編
年
が
わ
か
っ

て
い
る
の
は
、
世
界
広
し
と
い
え
ど
も

日
本
だ
け
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
発
掘

調
査
を
し
て
も
、
石
器
や
土
器
の
背
景

に
あ
る
社
会
の
こ
と
ま
で
は
、
な
か
な

か
わ
か
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
」

　

こ
う
し
た
伝
統
的
考
古
学
の
限
界
を

打
破
す
る
た
め
、１
９
６
０
年
代
以
降
、

米
国
を
中
心
に
ニ
ュ
ー
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ

ー
（
プ
ロ
セ
ス
考
古
学
）
が
台
頭
。
そ

の
一
派
と
し
て
、
民
族
学
・
人
類
学
と

考
古
学
を
融
合
さ
せ
た「
民
族
考
古
学
」

が
生
ま
れ
た
。

　

民
族
考
古
学
と
は
、
今
も
伝
統
文
化

の
中
で
生
き
る
人
々
の
社
会
を
調
査
し
、

古
代
か
ら
続
く
基
層
文
化
を
探
る
考
古

学
的
手
法
で
あ
る
。
小
川
英
文
氏
も
ま

た
、
民
族
考
古
学
調
査
を
実
践
す
る
数

少
な
い
日
本
人
研
究
者
の
１
人
だ
。

い
う
機
運
に
満
ち
て
い
た
。
小
川
氏
は

大
学
院
在
学
中
の
82
年
か
ら
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
開
始
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
博
物
館
の
協
力
を
得

て
、
北
部
ル
ソ
ン
島
カ
ガ
ヤ
ン
川
流
域

の
洞
穴
遺
跡
で
出
土
し
た
、
石
器
の
機

能
と
製
作
技
術
の
分
析
を
行
っ
た
。

「
日
本
で
は
石
器
の
形
か
ら
あ
る
程
度

機
能
が
類
推
で
き
る
の
で
す
が
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
石
器
は
不
定
形
で
、
機
能
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
顕
微
鏡

で
刃
の
使
用
痕
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

『
切
る
』『
削
る
』
の
二
つ
の
機
能
し
か

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
」

　

こ
こ
で
は
、
竹
や
木
の
蔓つ

る

な
ど
の
植

物
が
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
石
器
は

「
道
具
を
作
る
た
め
の
道
具
」
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

│
。

そ
う
予
測
し
た
小
川
氏
は
、
洞
穴
遺
跡

近
く
に
住
む
狩
猟
採
集
民
ア
グ
タ
に
注

目
。
そ
の
集
落
に
住
み
込
み
、
い
よ
い

よ
民
族
考
古
学
調
査
に
着
手
す
る
。

「
出
土
品
を
い
く
ら
調
べ
て
も
、
当
時

の
社
会
の
こ
と
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な

い
。
今
も
自
然
の
中
で
暮
ら
す
狩
猟
採

集
民
を
観
察
す
れ
ば
、
過
去
を
類
推
す

小
川
英
文
教
授

総
合
国
際
学
研
究
院
・
国
際
社
会
部
門

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
、

実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
。

そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、

遺
物
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、

当
時
の
社
会
の
あ
り
よ
う
ま
で
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
信
念
の
も
と
、小
川
英
文
氏
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
民
族
考
古
学
調
査
を
実
施
。

そ
の
研
究
は
、

従
来
の
考
古
学
の
枠
組
み
を
超
え
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

文
・
吉
田
燿
子　

写
真
・
山
崎
亜
沙
子

お
が
わ
・
ひ
で
ふ
み

１
９
７
９
年
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
仏
文
科
卒
業
、

81
年
早
稲
田
大
学
第
二
文
学
部
東
洋
文
化
学
科
卒
業
。

88
年
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

考
古
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
中
退
。

国
士
舘
大
学
教
養
部
講
師
・
同
助
教
授
を
経
て
、

94
年
東
京
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
講
師
に
就
任
。

同
助
教
授
・
教
授
を
経
て
、２
０
０
９
年
か
ら
現
職
。

Interview
 w

ith H
idefum

i O
gaw

a

先
史
時
代
に
新
し
い
光
を
照
射
す
る

注・出土した遺物がどの順番で製作されたのかという、相対的な前後関係。

ラロ貝塚遺跡を中心に、付近の洞穴遺跡の調査も行った。

発掘後の作業に
欠かせない、
独ロットリング社のペン。
発掘物を鉛筆で復元し、
トレーシングペーパーの
上からペンでなぞる。

アグタの集落で調査した
2週間を過ごした小屋

地
と
し
て
収
奪
さ
れ
た
歴
史
を
持
っ
て

い
る
。
そ
の「
被
奪
感
」
が
今
も
根
強

く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、
小
川
氏
は
深

く
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

「
一
生
懸
命
学
問
す
れ
ば
、必
ず
道
は
開

け
る
と
信
じ
て
き
ま
し
た
が
、『
僕
が
一

生
懸
命
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
、フ
ィ
リ
ピ
ン

の
人
々
が
悲
し
む
』
と
い
う
問
題
に
直

面
し
ま
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
の

感
情
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

気
づ
き
、
非
常
に
苦
し

み
ま
し
た
」

　

こ
の
反
省
の
も
と
、

95
年
か
ら
は
、
可
能
な

か
ぎ
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

人
々
に
協
力
を
求
め
、

Ｗ
ｉ
ｎ

-

Ｗ
ｉ
ｎ
の
関

係
が
築
け
る
よ
う
心
を

砕
い
た
。
そ
れ
が
人
生

に
お
け
る
大
き
な
転
機

と
な
っ
た
、
と
小
川
氏

は
振
り
返
る
。

「
研
究
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
。

狩
猟
採
集
民
と
農
耕
民
と
の
関
係
が
、

ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
関
係
に

及
ん
で
い
た
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説

を
立
て
、
発
掘
に
よ
っ
て
そ
れ
を
検
証

し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

　

そ
う
意
気
込
み
を
語
る
小
川
氏
。
先

史
時
代
に
新
し
い
光
を
照
射
し
続
け
る

原
動
力
は
、
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ

れ
な
い
知
へ
の
情
熱
で
あ
る
。

民
族
考
古
学
調
査
を
実
施
。

み
を
超
え
て
、

せ
て
い
る
。
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「
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
、
異
な
る
民
族
集
団

同
士
が
、
常
に
牛
の
取
り
合
い
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
和
な

時
に
は
仲
間
の
関
係
に
な
り
、
友
達
同

士
で
牛
を
贈
り
合
っ
た
り
、
交
換
し
た

り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の

で
す
」

初
期
人
類
の
社
会
は

一
夫
一
妻
の
父
系
社
会
？

　

同
じ
集
団
が
、時
と
場
合
に
応
じ
て
、

敵
に
も
な
れ
ば
味
方
に
も
な
る
。
集
団

同
士
の
関
係
が
こ
れ
ほ
ど
変
幻
自
在
だ

と
す
れ
ば
、「
集
団
」
と
は
一
体
何
な
の

か
。
こ
こ
に
は
、
集
団
の
本
質
に
か
か

わ
る
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

│
。

　

そ
う
直
観
し
た
河
合
氏
は
、
ヒ
ト
と

サ
ル
と
を
進
化
史
の
観
点
か
ら
研
究
す

る
こ
と
で
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
を
明

ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
。
こ
う
し
て
２
０
０
５
年
に
ス
タ
ー

ト
し
た
の
が
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言

語
文
化
研
究
所
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト「
人
類
社
会
の
進
化
史
的
基
盤
研

究
」だ
。

　

旗
振
り
役
の
河
合
氏
の
も
と
に
、
生

態
人
類
学
や
霊
長
類
学
、
文
化
・
社
会

人
類
学
の
研
究
者
が
結
集
。
05
〜
08
年

に
第
１
弾
と
し
て「
集

団
」、08
〜
11
年
に
第
２

弾
と
し
て「
制
度
」
の

共
同
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
。

「
伊
谷
先
生
た
ち
の
長

期
に
及
ぶ
研
究
か
ら
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
ボ
ノ
ボ
は
父
系
の
、

ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
母
系
の
社
会
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

霊
長
類
社
会
が
父
系
と
母
系
に
分
か
れ

て
進
化
し
た
と
す
れ
ば
、
人
間
の
家
族

は
ど
ち
ら
の
系
統
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
。

研
究
を
進
め
る
う
ち
に
、
人
間
の
社
会

は
父
系
の
複
雄
複
雌
群
を
つ
く
る
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
社
会
と
類
似
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
。
オ
ス
と
メ
ス
の
配
偶

関
係
に
は
一
夫
一
妻
、一
夫
多
妻
、一
妻

多
夫
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す

が
、
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
な
ど
の
狩
猟
採
集

民
の
社
会
は
ほ
と
ん
ど
が
一
夫
一
妻
。

人
間
の
社
会
は
父
系
の
系
統
か
ら
出
て

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
型
の
複
雄
複
雌
の
群
れ

の
中
に
一
夫
一
妻
の『
家
族
』
が
析
出

し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
」

　

２
０
１
２
年
度
か
ら
は
第
３
弾
と
し

て「
他
者
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
共
同
研

究
が
始
ま
る
。
こ
の
ほ
か
、
現
代
的
課

題
に
直
面
す
る
東
ア
フ
リ
カ
牧
畜
民
の

民
族
史
や
身
体
性
の
問
題
に
つ
い
て
も

研
究
を
深
め
た
い
、と
抱
負
を
語
る
。

「
大
事
な
こ
と
は『
自
分
の
頭
で
考
え

る
こ
と
』。
海
外
の
議
論
を
意
識
す
る

こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に

乗
っ
て
論
文
を
仕
上
げ
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
を
に
ら
ん

で
考
え
、
独
自
の
理
論
を
立
ち
上
げ
て

い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
」

　

自
分
の
感
性
を
大
切
に
し
て
、
フ
ィ

ー
ル
ド
と
対
峙
す
る
こ
と
。
そ
の
絶
え

ざ
る
作
業
こ
そ
が
、
人
間
の
本
質
に
至

る
唯
一
の
解
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

的
で
す
。
例
え
ば
、
頭
痛
の
こ
と
を
、

『
側
頭
部
の
血
管
に
大
量
の
血
が
流
れ

込
み
、
飛
び
跳
ね
て
い
る
』
と
表
現
し

ま
す
。
頭
痛
を
治
す
時
は
、
ま
ず
頭
を

ギ
ュ
ッ
と
縛
っ
て『
飛
び
跳
ね
る
血
』

を
抑
え
、そ
れ
で
も
治
ら
な
け
れ
ば
、こ

め
か
み
に
ナ
イ
フ
を
入
れ
て
瀉
血
を
す

る
。
余
分
な
血
を
体
外
に
出
す
こ
と
で
、

頭
痛
を
治
そ
う
と
試
み
る
の
で
す
」

　

人
々
が
自
ら
の
身
体
を
ど
う
認
識
し
、

ど
の
よ
う
な
治
療
を
実
践
す
る
の
か

│
河
合
氏
は
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
、

94
年
に
博
士
論
文
を
発
表
。
そ
の
内
容

を
も
と
に
、
98
年
に『
野
の
医
療
│
牧

畜
民
チ
ャ
ム
ス
の
身
体
世
界
』（
東
京
大

学
出
版
会
）
を
出
版
し
た
。
そ
の
後
は
、

ウ
ガ
ン
ダ
北
東
部
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
移

し
て
調
査
を
続
け
た
。
こ
こ
で
、
牧
畜

民
の「
家
畜
の
略
奪
合
戦
」
を
目
の
当

た
り
に
し
、
現
在
の
研
究
に
つ
な
が
る

重
要
な
示
唆
を
得
る
こ
と
と
な
る
。

　

ウ
ガ
ン
ダ
北
東
部
の
牧
畜
民
は
異
な

る
民
族
集
団
が
家
畜
の
略
奪
合
戦
を
繰

り
広
げ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
、
敵
味
方
が「
宿
命
」と
し
て
は
っ
き

り
と
分
か
れ
る
ス
ー
ダ
ン
南
部（
現
・

南
ス
ー
ダ
ン
）
な
ど
の
牧
畜
民
と
比
べ

る
と
、ウ
ガ
ン
ダ
で
は
敵
味
方
の
境
界
が

曖
昧
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
。

史
的
基
盤
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
続

け
て
き
た
。

ア
フ
リ
カ
の
大
地
で

牧
畜
民
を
研
究

　

河
合
氏
が
人
類
学
の
下
位
区
分
の
一

つ
で
あ
る「
生
態
人
類
学
」
と
出
合
っ

た
の
は
、
中
学
３
年
の
時
。
日
本
で
こ

の
学
問
分
野
を
確
立
し
た
伊
谷
純
一
郎

の
著
書『
ゴ
リ
ラ
と
ピ
グ
ミ
ー
の
森
』

（
岩
波
書
店
）
を
読
ん
だ
の
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
。「
北
方
の
騎
馬
民
族
の
研

究
が
し
た
い
」
と
考
え
、
北
海
道
大
学

文
学
部
に
進
学
。
生
態
人
類
学
と
動
物

行
動
学
を
学
び
、
北
海
道
・
焼
尻
島
に

お
け
る
ヒ
ツ
ジ
の
放
牧
を「
人
│
家
畜

関
係
」
に
着
目
し
て
卒
論
を
ま
と
め
た
。

そ
の
後
、
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究

科
に
進
学
。
伊
谷
教
授
を
指
導
教
官
と

す
る
人
類
進
化
論
研
究
室
で
、
東
ア
フ

リ
カ
牧
畜
民
の
研
究
に
取
り
組
む
こ
と

と
な
っ
た
。

「
生
態
人
類
学
と
は
、
ヒ
ト
が
何
を
食

べ
、ど
ん
な
環
境
で
生
き
、ど
の
よ
う
な

社
会
構
造
を
形
成
し
て
い
る
か
と
い
っ

約
２
万
年
前
に
絶
滅
し
た
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
人
に
は
弔
い
の
た

め
、
死
者
に
花
を
手
向
け
る
習
慣
が
あ

っ
た

│
こ
の
仮
説
が
世
界
中
に
衝
撃

を
与
え
た
の
は
、
今
か
ら
60
年
前
。
ネ

ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
骨
の
周
辺
か

ら
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
花
粉
が
発
掘

さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の

後
、
こ
う
し
た
花
粉
の
集
積
が
自
然
状

態
で
も
起
こ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
こ

の
仮
説
に
は
疑
問
符
が
つ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
ヒ
ト
の
進
化
を
考
古
学
的

に
跡
づ
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
、
浮
き

彫
り
に
し
た
一
件
で
あ
っ
た
。

「
人
類
社
会
の
進
化
を
化
石
か
ら
推
察

す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
情
報
が
少
な
い
。

な
ぜ
人
類
が
霊
長
類
の
中
で
も
特
異
的

な
進
化
を
遂
げ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を

知
る
た
め
に
は
、
人
類
の
中
で
も
自
然

に
よ
り
強
く
依
存
し
て
生
活
す
る
人
々

と
、
現
生
の
霊
長
類
と
を
比
較
す
る
こ

と
が
き
わ
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
人
類
学
者
の
河
合

香
吏
氏
だ
。
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
東

ア
フ
リ
カ
牧
畜
民
。
人
類
の
社
会
と

社
会
性
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
進
化

河
合
香
吏
准
教
授

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所

人
類
は
約
６
０
０
万
〜
７
０
０
万
年
前
ま
で

大
型
類
人
猿
と
と
も
に
進
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
。

そ
の
社
会
性
の
基
盤
は
、

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
歩
ん
で
き
た
の
か
。

そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、

人
類
学
と
霊
長
類
学
の
共
同
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。

そ
こ
で
ヒ
ト
と
サ
ル
の
両
面
か
ら

人
類
進
化
の
謎
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、河
合
氏
だ
。

学
問
領
域
の
枠
を
超
え
た
知
の
結
集
に
よ
り
、

人
類
史
の
新
し
い
ペ
ー
ジ
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

文
・
吉
田
燿
子　

写
真
・
山
崎
亜
沙
子

か
わ
い
・
か
お
り

１
９
８
５
年
北
海
道
大
学
文
学
部
行
動
科
学
科
卒
業
、

94
年
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了（
理
学
博
士
）。

97
年
に
静
岡
大
学
人
文
学
部（
文
化
人
類
学
）助
教
授
に
就
任
、

２
０
０
２
年
か
ら
現
職
。

Interview
 w

ith K
aori K

aw
ai

ヒ
ト
と
サ
ル
の
両
面
か
ら
進
化
の
謎
に
迫
る

た
人
々
の『
生
き
ざ
ま
』
を
研
究
す
る

学
問
。
研
究
室
に
は
、
主
に
ア
フ
リ
カ

の
狩
猟
採
集
民
や
牧
畜
民
、
焼
き
畑
農

耕
民
の
社
会
を
研
究
す
る〝
ヒ
ト
屋
〞と
、

現
生
霊
長
類
の
社
会
を
研
究
す
る〝
サ

ル
屋
〞
が
い
ま
し
た
。
ヒ
ト
屋
と
サ
ル

屋
が
一
緒
に
な
っ
て
、
人
類
社
会
の
進

化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
に
取

り
組
ん
で
い
た
の
で
す
」

　

河
合
氏
に
ア
フ
リ
カ
行
き
の
チ
ャ
ン

ス
が
舞
い
込
ん
だ
の
は
、
大
学
院
に
進

学
し
て
間
も
な
い
頃
。
た
ま
た
ま
北
ケ

ニ
ア
牧
畜
民
調
査
隊
に
欠
員
が
出
て
、

修
士
課
程
１
年
目
か
ら
参
加
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
。
１
年
に
７
カ
月
ず

つ
２
度
に
わ
た
り
、ケ
ニ
ア
で
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
実
施
。
そ
の
後
、
講
談
社

の
奨
学
金
を
得
て
、
１
９
９
０
〜
92
年

の
２
年
間
、ケ
ニ
ア
で
調
査
を
行
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
を
通
じ
て
、
河
合
氏

は
人
々
が「
身
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と

を
好
む
」
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
ら
は
病

院
を
ほ
と
ん
ど
利
用
せ
ず
、
薬
草
や
樹

木
の
根
を
煎
じ
て
飲
み
、
温
湿
布
や
瀉し

ゃ

血け
つ

な
ど
の
民
間
医
療
を
行
っ
て
い
た
。

「
彼
ら
の
身
体
に
対
す
る
見
方
は
即
物

フィールドで欠かせないノート。
とにかく何でもメモをとる。
帰国後はこのノートを
にらみながら

自分の理論を固めていく。

フィールドに出ると、気候の違いや
テント生活、道路事情の悪さなどに
苦労はするが、
慣れれば特に不便はない。

アジア・アフリカ言語文化研究所の
共同研究の成果は

書籍としてまとめられている。
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person
doing

research

学
で
は
言
葉
と
格
闘
し
、
道
場
で
は
生

身
の
相
手
と
格
闘
す
る
日
々
を
送
っ
た
。

美
術
に
つ
い
て
造
詣
を
深
め
、
身
体
感

覚
を
磨
い
た
パ
リ
で
の
経
験
は
、
後
の

研
究
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
留
学
生
活
が

３
年
目
を
迎
え
た
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。

パ
リ
滞
在
中
に
日
本
人
女
性
と
結
婚
し
、

子
ど
も
を
授
か
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
慣

れ
な
い
異
郷
で
、
研
究
と
子
育
て
を
両

立
さ
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
桑
田

氏
は
ス
ト
レ
ス
で
体
調
を
崩
し
、
08
年

８
月
、
予
定
を
繰
り
上
げ
て
帰
国
。
そ

の
後
の
半
年
間
で
博
士
論
文
を
仕
上
げ
、

翌
09
年
７
月
に
博
士
号
を
取
得
し
た
。

知
の
往
復
運
動
に
こ
そ

意
味
が
あ
る

　

桑
田
氏
が
博
士
論
文
で
採
り
上
げ
た

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル（
書
く
こ
と
、
書
か
れ
た
も
の
の
意
）

に
つ
い
て
の
論
考
で
知
ら
れ
る
思
想
家

で
あ
る
。

「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、『
書
く
』
と
い

う
行
為
の
暴
力
性
と
倫
理
性
に
つ
い
て

考
察
し
た
作
家
で
し
た
。
書
く
と
い
う

行
為
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
印
象
を
形

に
し
て
定
義
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
あ
る
種
の
暴
力
性
を
伴
う
。
例
え
ば
、

『
あ
な
た
は
優
し
い
人
で
す
』
と
書
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
存
在
は
独

断
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
同

時
に
、『
厳
し
い
人
で
す
ね
』
と
書
く
こ

と
で
単
純
に
優
し
い
だ
け
の
人
で
は
な

い
と
い
う
、
二
重
性
が
出
て
く
る
。
つ

ま
り
、
書
く
と
い
う
行
為
に
は
、『
あ
な

た
』
が
豊
か
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
保

証
す
る
と
い
う
面
も
あ
り
、
暴
力
性
と

同
時
に
倫
理
性
も
内
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、『
優
し
い
』
と
い
う
言
葉

を
、
紋
切
り
型
で
は
な
い
別
の
言
葉
に

置
き
換
え
る
の
が『
文
学
』だ
と
、
バ
ル

ト
は
定
義
し
た
の
で
す
」

　

さ
ま
ざ
ま
な
知
の
領
域
を
横
断
し
た

バ
ル
ト
と
同
様
、
桑
田
氏
の
関
心
も
多

岐
に
わ
た
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
に

軸
足
を
置
き
つ
つ
も
、哲
学
や
美
術
、写

真
、建
築
、
ダ
ン
ス
な
ど
、幅
広
い
分
野

で
研
究
・
執
筆
活
動
を
展
開
。
既
存
の

枠
組
み
を
超
え
、
知
の
世
界
を
自
在
に

駆
け
め
ぐ
る
こ
と

│
そ
れ
を
、
桑
田

氏
は「
ふ
ら
ふ
ら
す
る
」
と
い
う
独
自

の
言
葉
で
表
現
す
る
。

「
ふ
ら
ふ
ら
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
一
つ
の
視
点
に
固
執
し
て
問
題
を
考

え
な
い
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
の

視
点
に
固
執
す
る
と
、
自
分
が
拠よ

っ
て

立
つ
理
論
や
立
場
を
ド
グ
マ
化
し
、
い

つ
し
か
そ
れ
を
盲
目
的
に
絶
対
視
す
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
対

『
た
ま
た
ま
生
ま
れ
て
き
て
、今
こ
こ
に

生
き
て
い
る
』
と
い
う
感
覚
を
肯
定
す

る
。
人
生
と
は
何
か
を
ウ
エ
ッ
ト
に
問

わ
な
い
点
に
、強
く
ひ
か
れ
た
の
で
す
。

そ
の
延
長
線
上
に
い
た
の
が
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
で
し
た
」

　

学
部
在
学
中
に
英
文
学
か
ら
仏
文
学

に
転
向
し
、
大
学
院
で
は
ロ
ラ
ン
・
バ

ル
ト
を
専
攻
。
２
０
０
１
年
に
修
士
課

程
を
終
え
る
と
、
リ
ヨ
ン
の
協
定
校
エ

コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
に
１
年
間
留
学
し

た
。
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
と
は
フ
ラ

ン
ス
の
中
枢
を
担
う
エ
リ
ー
ト
人
材
の

養
成
機
関
で
、
い
わ
ゆ
る「
グ
ラ
ン
ゼ

コ
ー
ル
」
の
一
つ
。
寮
で
は
フ
ラ
ン
ス

人
や
米
国
人
と
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
し
、
フ

ラ
ン
ス
語
漬
け
の
生
活
を
送
っ
た
。

「
最
初
の
２
、３
カ
月
は
、相
手
が
何
を

言
っ
て
い
る
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い

状
態
で
し
た
。
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

黙
っ
て
い
る
と『
存
在
し
な
い
』
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
、
周
囲
か
ら
声
が
掛

か
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
体
で
笑
い

を
と
っ
た
り
、
芝
居
に
参
加
し
た
り
し

な
が
ら
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
」

　

留
学
生
と
い
え
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
人

世
紀
を
代
表
す
る
知
の
巨
人
、

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
。
文
学
や
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
、建
築
、写
真
、広
告
な
ど
、

文
化
的
・
社
会
的
な
現
象
全
般
を
縦
横

無
尽
に
論
じ
た
批
評
家
で
あ
る
。
桑
田

光
平
氏
は
、こ
の
バ
ル
ト
を
中
心
に
、20

世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
芸
術
の
関
係
に

つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
を
中
心
と
す
る
現

代
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
文
芸
批
評
、
フ
ラ

ン
ス
現
代
詩
と
造
形
芸
術
の
関
係
、
写

真
論
と
い
う
３
つ
の
テ
ー
マ
で
研
究
し

て
い
ま
す
」

フ
ラ
ン
ス
文
化
を
五
感
で

吸
収
し
た
パ
リ
留
学
時
代

　

高
校
時
代
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど

の
文
学
に
開
眼
し
、
理
系
か
ら
文
系
に

転
向
。
東
大
進
学
後
は
英
文
学
を
専
攻

し
た
が
、「
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代

を
知
り
た
い
」
と
の
思
い
が
募
り
、
20

世
紀
現
代
文
学
、
特
に
サ
ル
ト
ル
や
カ

ミ
ュ
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
の
文
学
は
、
安

易
に
生
き
る
意
味
や
根
拠
を
求
め
ず
、

象
が
何
で
あ
れ
画
一
的
な
見
方
を
す
る

よ
う
に
な
り
、
知
が
硬
直
化
し
て
し
ま

う
の
で
す
」

　

近
年
は
領
域
横
断
的
な
研
究
が
さ
か

ん
だ
が
、
領
域
を
横
断
す
る
意
義
と

は
、単
に「
複
数
の
学
問
の
視
点
か
ら

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
」
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
、と
桑
田
氏
は
語
る
。

「
例
え
ば
、
文
学
の
研
究
者
で

あ
る
僕
が
ダ
ン
ス
を
見
る
と
、

ふ
だ
ん
の
自
分
と
は
違
う
知
性

や
感
性
が
働
き
ま
す
。
ダ
ン

ス
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
初
め
て
見
え
て
く
る
も

の
が
あ
る
。
未
知
の
も
の

に
ふ
れ
て『
ふ
ら
ふ
ら
す

る
』
と
、
思
い
も
よ
ら
な
い

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
あ
る
。

こ
う
し
た
知
の
往
復
運
動
に
こ

そ
、
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
」

　

東
外
大
に
着
任
し
て
約
２
年
。
東

外
大
の
学
生
は
優
秀
で
ソ
ツ
が
な
い

半
面
、
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。

「
遊
び
と
勉
強
を
対
立
項
で
捉
え
、
寄

り
道
を
し
よ
う
と
し
な
い
学
生
が
多
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。『
関
心
が
あ
る

の
は
国
際
関
係
で
、
文
学
に
は
関
心
が

な
い
』
と
い
う
学
生
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
大
学
と
は『
役
に
立
つ
・
立

た
な
い
』
と
い
う
紋
切
り
型
の
見
方
か

ら
自
分
を
解
放
す
る
場
で
も
あ
る
。
世

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
広
く
関

心
を
持
ち
、
枠
組
み
を
軽
々
と
飛
び
越

え
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

桑
田
光
平
講
師

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院
・
言
語
文
化
部
門

20
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
思
想
家
、

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
。

こ
の「
知
の
巨
人
」を
中
心
に
、

20
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
芸
術
の
研
究
に

取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、桑
田
光
平
氏
だ
。

幅
広
い
関
心
と
融
通
無む

碍げ

な
研
究
ス
タ
イ
ル
で
、

既
存
の
枠
組
み
を
軽
々
と
飛
び
越
え
、

バ
ル
ト
顔
負
け
の
自
在
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、

知
の
領
域
を
縦
横
無
尽
に
駆
け
め
ぐ
る
。

文
・
吉
田
燿
子　

写
真
・
山
崎
亜
沙
子

く
わ
だ
・
こ
う
へ
い

１
９
９
９
年
東
京
大
学
文
学
部
英
語
英
米
文
学
専
修
課
程
卒
業
、

２
０
０
１
年
同
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科

フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。

07
年
パ
リ
第
８
大
学
造
形
芸
術
学
科
で
修
士
号
を
、

09
年
パ
リ
第
４
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
で
博
士
号
を
取
得
、

同
年
10
月
か
ら
現
職
。

Interview
 w

ith K
uw

ada K
ohei

ロ
ラ
ン・バ
ル
ト
を
め
ぐ
る
知
の
冒
険

の「
議
論
好
き
」
の
洗
礼
か
ら
逃
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ォ
ー
ク
の
使
い

方
か
ら
、
飲
み
物
を
飲
む
時
に
音
を
立

て
る
習
慣
ま
で
、
森
羅
万
象
が
議
論
の

テ
ー
マ
に
な
る
。
そ
ん
な
日
常
に
ど
っ

ぷ
り
浸
か
り
な
が
ら
、
五
感
を
全
開
に

し
て
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
を
吸
収
し
た
。

「
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
特
徴
は
、
誰
に
で

も
当
て
は
ま
る『
普
遍
性
』
を
追
求
す

る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、『
人
は
人
、
十

人
十
色
で
い
い
じ
ゃ
な
い
』
と
い
う
相

対
主
義
と
は
対
極
に
あ
る
わ
け
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
人
は『
好
み
の
違
い
』
で
話

を
終
わ
ら
せ
ず
、
互
い
の
接
点
を
な
ん

と
か
し
て
見
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

も
、
彼
ら
が
議
論
好
き
な
理
由
の
一
つ

と
い
え
ま
す
」

　

帰
国
後
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
学

生
と
し
て
03
年
12
月
に
再
び
渡
仏
。
二

重
登
録
制
度
を
利
用
し
、
パ
リ
第
４
大

学
で
仏
文
学
を
、
パ
リ
第
８
大
学
で
造

形
芸
術
を
学
ん
だ
。
ち
な
み
に
、
フ
ラ

ン
ス
は
日
本
以
上
に
武
道
が
さ
か
ん
な

お
国
柄
で
も
あ
る
。
桑
田
氏
は
博
士
論

文
に
取
り
組
む
か
た
わ
ら
、
道
場
に
通

っ
て
マ
ー
シ
ャ
ル
ア
ー
ツ
を
実
践
。
大

パリ第８大学の美術の授業の一環で、
留学生だけでショートムービーを撮った。
世界各国から集まったメンバーと
（２列目左から３番目が桑田氏）。

20

を
す
る

し
て
し
ま

が
さ
か

と
か
ら

約
２
年
。
東

で
ソ
ツ
が
な
い

2011年の外語祭ではフランス語学科の
語劇に演者として参加した（最後列右端が桑田氏）。
まずは“やってみる”ことを大事にしている。

 今後も学術論文だけではなく、
違う分野でも

「書く」ことを続けていきたいという。
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〜
19
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
に

つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
そ

の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、
プ
ラ
ド
美
術
館
で
目
に

し
た
一
枚
の
絵
で
あ
っ
た
。
い
ま
で
も
、
真
っ
黒
な

闇
の
な
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
子
供
を
食
ら
う

「
サ
ト
ゥ
ル
ノ
ス
」
を
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
。
そ

の
見
開
い
た
眼
は
、
た
し
か
に
私
に
何
か
を
語
り
か

け
て
い
た
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
絵
を
描
く
に
い
た

っ
た
画
家
の
生
涯
と
、
そ
の
生
き
た
社
会
の
こ
と
を

知
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
堀
田
善

衛
の
大
作『
ゴ
ヤ
』が
、
こ
の
時
代
へ
の
私
の
関
心
を

決
定
的
な
も
の
に
し
た
。

　

あ
れ
か
ら
40
年
、
美
術
史
研
究
も
歴
史
研
究
も
大

き
く
進
展
し
て
、
堀
田
氏
の
描
い
た
ゴ
ヤ
像
も
大
き

く
修
正
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
同
著
第
３
巻
の
モ
チ

ー
フ
と
な
っ
て
い
る「
巨
人
」の
絵
は
、
プ
ラ
ド
美
術

館
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
ゴ
ヤ
本
人
の
描
い
た
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
、
晩
年
の
作

「
ボ
ル
ド
ー
の
乳
売
り
娘
」も
含
め
て
、
ゴ
ヤ
の
作
品

か
ど
う
か
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
が
か
ま
び
す
し

い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
る
。
１
７
９
２
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
患
っ

た
大
病
が
ゴ
ヤ
の
生
涯
に
と
っ
て
大
転
機
と
な
っ
た

音
の
な
い

世
界
の

人
間
観
察

副
学
長

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
院 

国
際
社
会
部
門 

教
授

立
石
博
高

Text : H
irotaka T

ateishi

「
聴
は
耳
声
を
待
つ
な
り
」。江
戸
時
代

の
儒
学
者
、荻
生
徂
徠
の
言
葉
と
さ
れ
る
。

何
気
な
い
日
常
の
中
で
、偶
然
あ
る
い
は

必
然
に
飛
び
込
ん
で
く
る
音
が
あ
る
。そ

の
音
は
突
然
で
劇
的
か
も
し
れ
な
い
。音

色
に
表
情
が
あ
る
の
な
ら
、人
は
耳
を
傾

け
、
そ
し
て
そ
の
音
に
隠
さ
れ
て
い
る
心

を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。「
聴
」。

五
感
で
受
け
止
め
た
そ
の
音
色
は
、
な
ぜ

か
時
が
経
っ
て
も
色
褪
せ
る
こ
と
は
な
く
、

深
く
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
…
…
。

kiku

「

聴
」

た
て
い
し 

ひ
ろ
た
か

１
９
７
６
年
東
京
外
国
語
大
学

外
国
語
学
部
卒
業
。78
年
東
京

都
立
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研

究
科
修
士
課
程
修
了
、
80
年
同

博
士
課
程
中
退
、
同
年
同
大
学

人
文
学
部
助
手
。同
志
社
大
学

講
師
、助
教
授
な
ど
を
経
て
、92

年
東
京
外
国
語
大
学
外
国
語
学

部
助
教
授
、95
年
よ
り
現
職
。著

書
に『
ス
ペ
イ
ン
歴
史
散
歩

│

多
文
化
多
言
語
社
会
の
明
日
に

向
け
て
』（
行
路
社
）な
ど
多
数
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
梅
毒
か
鉛
中
毒
か
脳
卒
中
か
、

病
気
の
原
因
に
は
論
争
が
続
い
て
い
る
が
、
ゴ
ヤ
が

聴
覚
を
完
全
に
失
い
、「
一
切
の
物
音
と
は
沈
黙
の

壁
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
」に
い
た
っ
た
こ

と
に
異
論
は
挟
ま
れ
な
い
。
だ
が
大
病
を
経
て
ゴ
ヤ

は
、そ
の
後
、本
当
に
音
の
世
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
最
晩
年
の
ゴ
ヤ
を
友
人
モ
ラ
テ
ィ
ン
は

「
年
老
い
、聾
で
、体
も
弱
っ
て
」い
る
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、メ
ル
ラ
ン
公
爵
夫
人
は
、１
８
０
２
年
に
ゴ
ヤ

と
出
会
っ
た
こ
と
を
追
想
し
、
２
枚
の
デ
ッ
サ
ン
に

つ
い
て
の
画
家
と
の
や
り
取
り
を
書
き
の
こ
し
て
い

る
。
た
と
え
耳
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ゴ

ヤ
は
、口
元
を
見
て
相
手
の
話
を「
聞
く
」こ
と
が
で

き
た
と
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
１
８
１
１
年
に
ゴ
ヤ

は
遺
言
状
を
公
証
人
の
前
で
し
た
た
め
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は「
耳
が
不
自
由
な
た
め
に
」
ゴ
ヤ
に
大
声

で
そ
れ
を
読
ん
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く

の
聾
者
な
ら
大
声
で
読
む
必
要
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

読
唇
術
を
心
得
て
い
た
ゴ
ヤ
に
、
は
っ
き
り
と
口
頭

で
伝
え
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

キ
ン
タ
・
デ
ル
・
ソ
ル
ド（
聾
者
の
家
）
で
描
か

れ
た「
サ
ト
ゥ
ル
ノ
ス
」を
含
む《
黒
い
絵
》連
作
は
、

「
人
間
の
暗
闇
に
潜
む
狂
気
と
罪
深
さ
」
を
ひ
た
す

ら
追
求
し
た
作
品
と
さ
れ
る
。
大
病
の
後
に
ゴ
ヤ
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
か
わ
り
を
も
つ
人
々
の
口
元
を
見
て

目
で「
聞
く
」
こ
と
で
鋭
い
人
間
観
察
を
し
て
い
た

の
だ
と
考
え
る
と
、「
サ
ト
ゥ
ル
ノ
ス
」の
目
は
ゴ
ヤ

自
身
の
目
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
想
像
に
か
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

私
は
、

1.
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死
者
の

臭
さ
と

神
の
香
し
さ

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所 

教
授

深
澤
秀
夫

Text : H
ideo Fukazaw

a

3.

映
画
の
巨
匠
テ
オ
・
ア
ン

ゲ
ロ
プ
ロ
ス
監
督
が
１
月

末
に
76
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
撮
影
現
場
で
の
不
慮
の

交
通
事
故
で
あ
る
。
や
り
場
の
な
い
悔
し
さ
が
あ
る
。

あ
の
稀
有
の「
沈
黙
」
の
豊
か
さ
を
体
験
す
る
こ
と

が
も
う
で
き
な
い
と
は
。
誰
に
も
似
て
い
な
い
映
画

作
家
。
彼
は
自
分
の
美
学
に
こ
だ
わ
り
、

音
の
な
い
画
面
が
延
々
と
長
回
し
で
続

く
映
像
が
退
屈
で「
眠
ら
な
い
子
ど
も

を
寝
か
し
つ
け
る
の
に
最
適
」と
批
評

家
か
ら
揶
揄
さ
れ
よ
う
と
、
そ
の
静
謐

な
ス
タ
イ
ル
を
決
し
て
変
え
な
か
っ
た
。

　

死
の
報
を
聞
い
て
、
私
が
偏
愛
す
る

作
品《
永
遠
と
一
日
》
を
想
起
す
る
。

港
町
テ
サ
ロ
ニ
キ
。
不
治
の
病
に
冒
さ

れ
入
院
を
明
日
に
控
え
た
老
作
家
が
、

人
生
の
最
後
の
自
由
な
１
日
を
、
ふ
と

し
た
偶
然
か
ら
難
民
の
少
年
と
の
奇
妙
な
道
行
き
に

費
や
す
こ
と
に
な
る
。
人
身
売
買
の
犠
牲
に
な
り
か

け
た
少
年
を
救
い
、
国
境
ま
で
送
り
届
け
よ
う
と
す

る
道
中
の
合
間
合
間
に
、
親
や
妻
や
友
人
た
ち
と
過

ご
し
た
過
去
の
か
け
が
え
の
な
い
記
憶
が
脳
裏
に
よ

み
が
え
る
。
消
え
か
け
た
命
の
灯
火
が
ふ
た
た
び
明

滅
し
、
老
い
て
衰
え
た
か
ら
だ
が
呻
吟
す
る
現
在
が

共
和
国
の
国
語
で
、

島
の
２
０
０
０
万

以
上
の
住
人
が
母
語
と
す
る
言
語
が
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

語
で
あ
る
。
こ
の
島
の
住
人
は
、
１
５
０
０
年
か
ら

８
０
０
年
く
ら
い
前
の
間
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
多
島

海
か
ら
イ
ン
ド
洋
を
渡
っ
て
や
っ
て
来
た
人
び
と
を

祖
先
と
す
る
た
め
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
語
は
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
あ
る
い
は
台
湾
の
先
住
民
と
同

じ
仲
間
の
言
語
で
あ
る
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
語
で
、
鼻

水
を
レ
ル
、
涙
を〈
目
の
水
〉と
言
い
、
日
本
語
と
単

語
合
成
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ダ
ガ

ギ
リ
シ
ア

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

沈
黙
を

聴
き
と
る

映
画

総
合
国
際
学
研
究
院 

先
端
研
究
部
門 

教
授

今
福
龍
太

Text:R
yuta Im

afukuい
ま
ふ
く 

り
ゅ
う
た

文
化
人
類
学
者
、
批
評
家
。

２
０
０
２
年
よ
り
遊
動
型
の
野

外
学
舎
で
あ
る
奄
美
自
由
大
学

を
主
宰
。
サ
ン
パ
ウ
ロ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
大
学
客
員
教
授
も
務
め

る
。著
書
に『
荒
野
の
ロ
マ
ネ
ス

ク
』『
こ
こ
で
は
な
い
場
所
』『
ミ

ニ
マ
･
グ
ラ
シ
ア　

歴
史
と
希

求
』『
群
島
│
世
界
論
』『
薄
墨

色
の
文
法
』（
以
上
岩
波
書
店
）、

『
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
』（
ち
く
ま

学
芸
文
庫
）、『
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス　

夜
と
音
楽
』（
み
す
ず

書
房
）な
ど
多
数
。近
著
に『
津

波
の
後
の
第
一
講
』（
岩
波
書
店
、

鵜
飼
哲
と
の
共
編
著
）が
あ
る
。

ふ
か
ざ
わ 

ひ
で
お

１
９
７
７
年
国
際
基
督
教
大
学

教
養
学
部
社
会
科
学
科
卒
業
。

81
年
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学

研
究
科
修
士
課
程
修
了
、
85
年

同
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。

専
門
は
社
会
人
類
学
。社
会
学

修
士（
一
橋
大
学
）。

神
々
し
い
永
遠
の
時
へ
と
魔
術
の
よ
う
に
変
貌
し
て

ゆ
く
。「
永
遠
と
一
日
」と
い
う
表
題
は
見
事
だ
。
も

は
や
な
い
は
ず
の
明
日
。
だ
が
そ
れ
は
永
遠
へ
の
入

り
口
か
も
し
れ
な
い
。
彼
に
残
さ
れ
た
最
後
の
１
日

と
い
う
過
酷
な
時
計
の
時
間
性
が
消
え
去
り
、
沈
黙

す
る
映
像
の
中
か
ら
別
種
の
時
が
、
聖
な
る
永
遠
が

現
れ
る
。

　

老
作
家
が
１
日
の
最
後
に
市
内
を
循
環
す
る
バ
ス

に
乗
る
場
面
が
す
ば
ら
し
い
。
夜
闇
の
中
を
ひ
た
走

る
目
的
地
の
な
い
循
環
バ
ス
は
、
終
わ
ら
な
い「
永

遠
」の
時
の
隠
喩
で
あ
る
。
若
い
革
命
家
や
恋
人
た

ち
、
古
の
詩
人
や
音
楽
家
が
時
空
を
超
え
て
バ
ス
に

次
々
と
乗
り
込
ん
で
く
る
。
戻
り
え
ぬ
歴
史
の
時
間

か
ら
み
れ
ば
亡
霊
で
し
か
な
い
彼
ら
は
、
だ
が
老
作

家
が
手
に
し
か
け
て
い
る
永
遠
の
時
の
正
当
な
住
人

と
し
て
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
て
く
る
。
映
像
は
こ
こ

で
も
一
切
の
台
詞
を
廃
し
、
沈
黙
し
た
ま
ま
だ
。
バ

ス
の
ド
ア
が
開
閉
す
る
音
が
微
か
に
持
続
す
る
だ
け
。

だ
が
な
ん
と
い
う
豊
か
な
沈
黙
だ
ろ
う
。

　

ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
は
い
つ
も
言
っ
て
い
た
。「
私

の
映
画
は
劇
場
が
完
全
に
静
か
で
あ
る
こ
と
に
懸
か

っ
て
い
る
。
台
詞
と
同
じ
だ
け
の
意
味
を
担
っ
て
い

る
沈
黙
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
。
子
供
が
泣
い
た
り
、

電
話
が
鳴
っ
た
り
す
る
家
庭
の
Ｔ
Ｖ
セ
ッ
ト
で
は
映

画
の
沈
黙
を
聴
き
取
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」

と
。
な
ら
ば
私
も
、
追
悼
の
た
め
に
急
い
で
彼
の
映

像
を
家
で
見
る
こ
と
は
禁
欲
し
よ
う
。
だ
れ
も
が
静

か
に
映
像
に
集
中
す
る
劇
場
の
暗
闇
。
そ
こ
で
実
現

さ
れ
る
静
け
さ
の
中
で
、
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
豊
か

な
沈
黙
の
響
き
を
聴
き
取
る
た
め
に
。

ス
カ
ル
語
に
は「
見
る
」、「
聴
く
」、「
味
わ
う
」、「
触

る
」の
感
覚
動
詞
は
あ
る
が
、「
嗅
ぐ
」と
言
う
動
詞

だ
け
が
な
い
。
こ
の
場
合
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
語
で
は
、

〈
匂
い
を
聞
く
〉と
表
現
す
る
。

　

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
は
、
幽
霊
譚
が
多
い
。
幽
霊
屋

敷
は
町
に
つ
き
も
の
で
、
そ
の
た
め
の
空
き
家
が
実

在
し
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
せ
た
女
客
が
途
中
で
消
え
た

り
、
降
り
て
入
っ
て
い
っ
た
先
の
家
で
既
に
死
ん
で

い
た
人
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
り
と
い
っ
た
都

市
伝
説
に
も
こ
と
欠
か
な
い
。
私
が
30
年
近
く
調
査

を
行
っ
て
い
る
北
西
部
地
方
に
は
、〈
生
け
る
死
体
〉

の
幽
霊
譚
が
あ
る
。
ダ
ン
ス
大
会
な
ど
で
出
会
っ
た

美
女
を
口
説
き
、
暗
が
り
に
連
れ
て
ゆ
こ
う
と
し
た

ら
ふ
と
そ
の
女
性
の
姿
が
見
え
な
く
な
り
、後
に「
嫌

な
臭
い
」す
な
わ
ち
死
臭
が
残
さ
れ
る
と
い
う
話
で

あ
る
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
は
多
島
海
の
人
び
と
と
の

文
化
的
な
繋
が
り
の
せ
い
か
、
一
度
仮
埋
葬
し
た
遺

体
を
数
年
後
に
掘
り
出
し
、
骨
だ
け
を
墓
に
安
置
す

る
改
葬
も
し
く
は
二
次
葬
の
習
慣
が
存
在
す
る
。
祖

先
の
霊
を
呼
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
霊
媒
の
女
性
に

「
祖
先
な
ら
誰
で
も
可
能
か
？
」と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

死
後
数
年
以
内
の
死
者
は「
ま
だ
臭
い
」
た
め
そ
れ

は
で
き
な
い
と
答
え
て
く
れ
た
。
私
に
と
っ
て
も
村

の
葬
式
を
想
起
さ
せ
る
五
感
の
記
憶
と
は
、
熱
帯
地

域
の
室
内
に
数
日
間
置
か
れ
血
膿
の
滴
る
死
体
の
発

す
る
臭
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
、
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
語
で
神
を
、〈
香
し
い
貴
人
〉と
も
呼
ぶ
。
マ

ダ
ガ
ス
カ
ル
で
は
、「
匂
い
を
聞
く
」感
覚
が
、〈
臭

い
〉死
者
の
世
界
と〈
香
し
い
〉神
や
祖
先
の
世
界
を

鋭
く
分
け
隔
て
て
い
る
。
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　紛争予防と平和構築の専門家を養成
する大学院専修コース、PCS（Peace and 
Conflict Studies）。アジア・アフリカを
中心に紛争当事国から留学生が集まり、
平和構築の方法について学んでいる。ア
フリカ中央に位置するチャドからの留学
生、ラジェンドルデ・バイラッセムさんもそ
の１人だ。バイラッセムさんは母国で法
律を学んだ後、人権擁護団体で活動して
いた。2011年、国際協力機構（JICA）の
長期研修員制度を利用し東外大のPCS
に入学した。
 「ここに来たのは、紛争のメカニズムを
理解し、チャドにおける紛争解決の仲介
役になりたいと思ったから。PCSでの学
びを活かして、世界中で起こっている紛
争解決のために活動し、人類の幸福に
貢献したいのです」
　母国チャドも、数多くの紛争を繰り返
してきた。1975年から90年までに四度の
大きな内戦が起こり、無

む

辜
こ

の人々の血が
流されてきたという。
 「アフリカでは民主主義というシステムが
十分に機能していない。政権交代がなく
武力クーデターが頻発し、汚職や民族的
対立も深刻です。民主主義の原則を無
視したガバナンスの欠如が、紛争の原因
となっているのです」
　PCSでは、世界各地から集まった留学
生がケーススタディーに取り組み、さまざ
まなテーマで議論を戦わせている。こう
した授業は、紛争解決のヒントを得るの
に大いに役立っているという。
 「授業では、紛争の現場で何が起こって
いるかを学び、紛争の原因を理解して、
解決につなげるためのグローバルな見方
を身につけることができます。この貴重
な機会を与えてくれたJICAに感謝して
います」
　東外大の留学生サポートの充実ぶり
に感動したというバイラッセムさん。フラ
ンス語が母語のため、今は英語を学ぶ
だけで精いっぱいだが、「来年は日本語
を学びたい」と意気込みを語った。

〈上〉PCSの定員は現在8名。
「PCSは非常に有益。今後

もっと多くの人が学べるようになれば」と
バイラッセムさん。
 〈中〉3カ月に1度、
日本人のボランティアに
フランス語を教えている。

〈下〉英語の辞書は24時間手放せない。

Mbailassem Le Djendolde
チャド出身。
母国の大学で2008年に
法学のメトリーズ（修士１年に相当）を取得後、
高校教師のアルバイトや人権擁護の市民団体を
経験。JICAの長期研修員制度を利用し、
2011年東京外国語大学大学院に入学。

Influential Face

歴史を刻む
在学生

Text by 
Yoko Yoshida

Photo by 
Misato Iwasaki

「

内
戦
が
絶
え
ぬ
母
国
の
平
和
を
夢
見
て
」

  　
　
　
　
　
　
　

ラ
ジ
ェ
ン
ド
ル
デ
・
バ
イ
ラ
ッ
セ
ム 

大
学
院
総
合
国
際
学
研
究
科 

国
際
協
力
専
攻 

平
和
構
築
・
紛
争
予
防（
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）専
修
コ
ー
ス 

１
年

全世界で起こっている
紛争解決のために
活動したい
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大
学
に
入
っ
て
１
年
、
大
地

原
豊
先
生
か
ら
習
い
始
め

た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
魅
入
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を

突
き
と
め
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
世
界
中
の
誰
も
成
功

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、

思
え
ば
大
き
な
賭
け
で
し
た
。
40

人
の
仲
間
と
原
始
仏
典
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
を
作
っ
た
り
、
２
０
０
人
の

仲
間
と
特
定
領
域
研
究「
古
典
学

の
再
構
築
」を
や
っ
た
り
、日
、仏

の
70
人
と「
総
合
人
間
学
」
を
や

る
な
ど
実
に
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を

し
ま
し
た
が
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と

お
ぼ
し
き
テ
キ
ス
ト
を
特
定
で
き

 

失
礼
で
す
が
、
日
本
の
方
で

す
か
」。
モ
ス
ク
ワ
の
書

店
で
初
老
の
男
性
に
声
を
か
け
ら

れ
た
。
男
性
は
自
己
紹
介
の
後
、

日
本
語
を
習
っ
た
訳
を
語
っ
た
。

昔
か
ら
日
本
に
あ
こ
が
れ
て
い
て
、

偶
々
私
を
見
か
け
、
つ
い
声
を
か

け
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
失
礼
を
詫

び
る
と
去
っ
て
い
っ
た
。
完
璧
な

日
本
語
だ
っ
た
。

　

驚
い
た
私
は
、
男
性
の
後
を
追

い
尋
ね
た
。
な
ん
と
日
本
人
と
話

す
の
は
私
が
初
め
て
だ
と
い
う
。

な
ぜ
そ
ん
な
に
日
本
語
が
上
手
な

の
か
と
問
う
と「
私
に
は
３
人
の

先
生
が
い
ま
し
た
」
と
答
え
た
。

高
校
生
時
代
、
人
間
に
と
っ

て
こ
と
ば
の
問
題
が
決
定

的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
直
感
を

い
だ
い
て
か
ら
研
究
の
方
向
に
入

っ
た
の
で
す
が
、
初
め
て
読
む
本

は
重
要
で
、
ス
イ
ス
の
言
語
学
者

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
授
業
記
録
を
ま
と

め
直
し
た『
一
般
言
語
学
講
義
』は
、

東
京
外
国
語
大
学
で
言
語
学
を
担

当
し
て
25
年
に
な
る
今
で
も
繰
り

返
し
て
読
み
、
考
え
る
座
標
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学
生
さ

ん
と
共
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
説

に
引
き
こ
ま
れ
な
が
ら
も
反
発
し
、

ま
た
戻
っ
て
考
え
な
お
す
、
と
い

う
繰
り
返
し
で
し
た
。

外
語
大
に
は
20
年
前
、
44
歳

で
着
任
し
ま
し
た
。
当
時

の「
一
般
英
語
」を
担
当
し
て
、大

教
室
に
詰
め
込
ま
れ
た
70
名
も
の

学
生
さ
ん
た
ち
が
静
か
に
授
業
に

集
中
す
る
姿
を
見
て
感
動
し
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
の
小
さ

な
ク
ラ
ス
編
成
か
ら
見
る
と
嘘
の

よ
う
な
話
で
す
が
、
西
ヶ
原
時
代

の
、
夏
は
冷
房
も
な
い
環
境
で
皆

が
ん
ば
っ
て
い
た
な
あ
と
感
慨
深

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

私
自
身
は
中
学
１
年
で
英
語
に

出
合
っ
て
以
来
、
意
味
論
に
は
ま

っ
て
い
ま
す
。
英
語
で「T

his is 
a pen

」と
言
う
と
、自
分
が
ペ
ン
を

 お世話になりました。
退任する先生たちからの

「手紙」

富盛伸夫
Nobuo Tomimori

大学院総合国際学研究院
言語文化部門 教授
副学長

宗宮喜代子
Kiyoko Sohmiya

大学院総合国際学研究院
言語文化部門（英語） 
教授

中谷英明
Hideaki Nakatani

アジア・アフリカ言語文化研究所 
教授

中澤英彦
Hidehiko Nakazawa

大学院総合国際学研究院
言語文化部門（ロシア語、ウクライナ語） 
教授

◉お薦めの１冊
『いち・たす・いち』
紀伊国屋書店
中田 力（著）
一言……「脳のしくみを
もっとも簡単に説き明して
くれる本。複雑系もほん
のすこしわかります」

◉お薦めの１冊
『漢詩大系 第六巻 唐詩
選上』
集英社
斉藤 晌（著）
一言……「唐詩選─自
然や人生に対する深い思
いに満ち、西域への憧れ
が掻き立てられる、是非手
にとってほしい一冊です」

◉お薦めの１冊
『一般言語学の諸問題』
みすず書房
エミール・
バンヴェニスト（著）
岸本通夫（監訳）
一言……「ことばにおけ
る「主体性」の視点から、
現代言語学にコペルニク
ス的転換をうながす珠玉
の言語学論文集」

◉お薦めの１冊
『アリスの論理─不思
議の国の英語を読む』
日本放送出版協会
宗宮喜代子（著）
一言……「英語に親しみ、
言葉について考える楽し
さを味わえる一冊です」

た
の
は
10
年
前
。
イ
ン
ド
人
が

３
０
０
０
年
以
上
前
に
開
発
し
た

高
度
な
口
伝
え
技
術
の
お
か
げ
で
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
と
っ
た
よ

う
に
正
確
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
テ
キ

ス
ト
は
、
四
聖
諦
と
か
八
正
道
な

ど
の
原
始
仏
教
の
教
理
と
は
相
い

れ
な
い
立
場
を
述
べ
る
こ
と
が
判

り
ま
し
た
。
驚
い
た
こ
と
に
ブ
ッ

ダ
は
世
界
を
複
雑
系
と
し
て
理
解

し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
は「
自
分
ら
し
く
あ
り
な
さ

い
」。
複
雑
で
は
な
く
て
単
純
で

す
ね
。
こ
の
言
葉
を
皆
さ
ん
に
贈

り
ま
す
。

日
本
語
の
レ
コ
ー
ド
３
枚
を
何
度

も
聞
い
て
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。

レ
コ
ー
ド
が
教
師
で
、
あ
と
は
文

法
書
１
冊
、
そ
れ
し
か
な
か
っ
た

そ
う
だ
。

　

そ
れ
だ
け
で
日
本
語
が
身
に

つ
く
の
か
。
衝
撃
だ
っ
た
。
何

百
冊
の
書
籍
、
教
材
を
持
ち
な
が

ら
、
言
い
た
い
こ
と
も
満
足
に
い

え
な
か
っ
た
私
は
、
男
性
を
引
き

止
め
た
…
。

　

１
９
７
５
年
、
縁
あ
っ
て
本
学

に
奉
職
し
、
い
ま「
卒
業
」す
る
私

は
、
あ
の
教
養
豊
か
な
男
性
の
い

か
に
も
満
足
そ
う
な
笑
顔
を
不
思

議
に
思
い
出
す
こ
と
が
多
い
。

　

一
方
で
、
一
読
し
た
瞬
間
に
火

花
の
よ
う
に
思
想
が
弾
け
、
自
分

の
ど
こ
か
と
共
鳴
す
る
こ
と
ば
と

の
出
会
い
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、

や
は
り
学
生
時
代
に
読
ん
だ
、
フ

ラ
ン
ス
の
比
較
言
語
学
者
エ
ミ
ー

ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の『
一
般

言
語
学
の
諸
問
題
』で
す
。
人
間

と
人
間
と
を
つ
な
ぐ
言
葉
、
そ
の

研
究
に
は「
話
す
主
体
」
へ
の
ま

な
ざ
し
が
必
要
で
す
。「
ヒ
ト
は
、

発
話
し
て
、初
め
て
人
間
と
な
る
」

と
い
う
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
言
葉

は
、言
語
学
を
超
え
て
、人
間
の
学

と
し
て
の
根
源
的
な
閃
光
を
放
っ

て
い
ま
す
。

認
識
し
た
自
覚
が
生
ま
れ
、「Stars 

are shining like diam
onds 

in the sky

」
で
は
夜
空
の
星
が

チ
カ
チ
カ
と
ま
ぶ
し
く
心
に
届
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
私
と
同
じ
よ
う

に
英
語
を
愛
し
言
語
に
魅
了
さ
れ

た
学
生
さ
ん
が
外
語
大
に
は
大
勢

い
て
、
冷
房
が
あ
ろ
う
が
無
か
ろ

う
が
、
言
語
を
論
じ
文
法
を
語
っ

て
、
い
っ
し
ょ
に
熱
い
日
々
を
過

ご
し
て
き
ま
し
た
。

　

ど
の
言
語
に
も
個
性
と「
人
格
」

が
あ
り
ま
す
。
言
語
と
の
出
合
い

は
少
な
く
と
も
親
友
１
人
分
ほ
ど

に
貴
方
の
人
生
を
面
白
く
し
て
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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編
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京
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本
誌
記
事
、写
真
、イ
ラ
ス
ト
な
ど
の
無
断
転
載
を
禁
じ
ま
す
。

〈
編
集
後
記
〉 

本
誌
も
３
度
の
春
を
数

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。２
学
部
体
制
の

も
と
で
は
じ
め
て
む
か
え
る
学
生
諸
君

と
、
外
国
語
学
部
に
在
籍
す
る
昨
春
以

前
に
む
か
え
た
学
生
諸
君
の
あ
い
だ
に
、

ど
の
よ
う
な
絆
が
む
す
ば
れ
る
の
か

│
そ
れ
が
東
外
大
の
未
来
を
決
め
る
。

特
集
に
寄
せ
ら
れ
た
諸
先
輩
の
声
は
ど

れ
も
、か
け
が
え
の
な
い
体
験
を
ふ
ま
え
、

後
輩
た
ち
に
贈
ら
れ
た
心
の
こ
も
っ
た

励
ま
し
の
こ
と
ば
だ
。そ
れ
を
ど
う
活

か
す
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。（
編
集
子
）




