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本
学
田
中
経
営
学
部
長
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
「
学
部
長
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
の
中
で
、
経
営
学
部
で
は
「
少
人
数
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
を
重
視
し

た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
」
し
て
い
る
と
述
べ
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
（
傍
線
筆
者
）。

特
に
、
学
生
が
よ
り
主
体
的
・
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
2
〜
4
年

生
の
「
専
門
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
で
は
、（
中
略
）
こ
れ
ま
で
の
習
慣
や

常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
学
生
自
身
が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
実
行
力

と
、
近
年
、
企
業
か
ら
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
多
様
な
「
学
び
の
場
」
を
提
供
し

て
い
ま
す

（
１
）。 

ま
た
本
学
経
済
学
部
で
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
「
4
年
間
を
通
じ
て
徹

底
し
た
少
人
数
教
育
を
展
開
」
と
い
う
見
出
し
の
下
、
次
の
よ
う
に
訴
え

て
い
る
（
傍
線
筆
者
）。

意
思
を
し
っ
か
り
と
伝
え
、相
手
の
思
い
を
的
確
に
把
握
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
社
会
人
の
基
本
資
質
。
本
学
部
で
は
こ
の
能

力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
1
年
次
か
ら
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
設
置
。 

学
生

主
体
で
運
営
さ
れ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
通
じ
て
、
討
論
や
レ
ポ
ー
ト
作

成
を
重
ね
、
社
会
人
に
必
要
な
資
質
を
身
に
付
け
て
い
き
ま
す

（
２
）。 

以
上
見
た
よ
う
に
、
経
営
・
経
済
両
学
部
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
の
向
上
」
が
大
き
な
教
育
目
標
の
1
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
達
成

の
た
め
に
「
学
生
自
身
が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
」、
或
い
は
「
学
生
主

体
で
運
営
さ
れ
る
」
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、そ
れ
ら
の
学
部
で
の
教
育
を
通
し
て
向
上
さ
せ
る
べ
き
「
コ
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
能
力
の
こ
と
を
言
う
の

か
。
そ
の
答
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
や
、
言
語
学
、
或
い

は
外
国
語
教
育
等
の
関
連
領
域
を
探
求
し
て
い
る
研
究
者
達
に
と
っ
て
も

自
明
の
こ
と
で
は
な
く
、
見
解
も
多
種
多
様
で
あ
る

（
３
）。

本
学
に
於
い
て

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
管
轄
す
る
先
生
方
に
は
皆
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

に
つ
い
て
の
各
自
の
見
解
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
共
有
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
観
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
本
学
で
の
教
育
が
そ
の
能

力
を
育
成
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と
や
、
本
学
で
の
教
育
の
成
果
と

し
て
学
生
達
が
そ
の
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
、
論

証
し
て
示
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
か
ら
、

僭
越
な
が
ら
本
稿
で
は
、先
ず
本
学
で
向
上
さ
せ
る
べ
き
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
」
と
は
何
か
を
明
確
化
し
、
そ
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
有
効
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
教
育

の
場
で
有
効
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
心
得
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
及
び
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
」
と
は
何
か

　
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
言
語
と
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

言
語
の
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
に
於
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
観
念

で
あ
ろ
う
。
管
見
で
は
、L

YONS

（1977

）
は
言
語
学
の
一
領
域
で
あ
る

意
味
論
を
確
立
し
た
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
以
下
の

定
義
が
、
今
日
ま
で
通
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
概
念
の
基
礎
で
あ
る

と
言
え
る
（L

YONS 1977: 32

、
下
線
筆
者
）。

W
e w

ill here take the alternative approach of giving to the 
term

 ‘com
m
unication ’ and the cognate term

s ‘com
m
unicate ’ 

and ‘com
m
unicative ’ a som

ew
hat narrow

er interpretation than 
they m

ay bear in everyday usage. The narrow
ing consists in 

the restriction of the term
 to the intentional transm

ission of 
inform

ation by m
eans of som

e established signalling-system
; 

and initially at least, w
e w

ill restrict the term
 still further 

 ̶
to the intentional transm

ission of factual, or propositional, 
inform

ation.

　

 The principal signalling-system
 em

ployed by hum
an beings 

for the transm
ission of inform

ation, though not the only one, are 
languages.

　

ま
た
、L

YONS

（1977

）
の
考
察
以
前
、
既
にH

YM
NS

（1972

）
は
、

言
語
の
運
用
が
文
法
知
識
だ
け
で
は
な
く
，
社
会
文
化
的
知
識
に
よ

り
文
脈
で
適
切
な
運
用
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と

を
主
張
し
、
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
（com

m
unicative 

com
petence

）
と
規
定
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
言
語
教
育
の
観

点
か
ら
捉
え
たJ OHNSON and M

ORROW

（1981

）
以
来
、
言
語
教
育
に

於
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
或
い
は
獲
得
さ
れ

る
べ
き
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
と
、
そ
の
教
育
内
容
及
び
教
育

方
法
の
追
求
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
概
念
の
下
で
加

速
度
的
に
進
展
し
た
と
言
え
よ
う

（
４
）。

　

今
日
ま
で
、
特
に
異
文
化
間
交
流
に
於
い
て
は
様
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
齟
齬
が
報
告
さ
れ
、
経
験
知
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ



― 3 ―

に
よ
っ
て
、L

YONS

（1977

）
の
根
源
的
な
定
義
の
よ
う
に
「
情
報
の
意

図
的
な
伝
達
」
だ
け
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

と
い
う
考
え
方
が
、
通
説
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
潮
流
に

あ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
能
力
を
教
育
的
観
点
で
捉
え

直
す
立
場
も
多
く
、
中
で
も
先
進
的
な
見
地
か
ら
、
木
村
（
二
〇
一
〇
：

一
〇
九
）
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

言
語
を
、
言
葉
を
使
っ
て
の
行
為
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
行
為
の
や

り
と
り
を
通
じ
て
相
互
理
解
と
共
感
を
育
む
た
め
の
活
動
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
言
葉
を
使
っ
て
の
行
為
の
や

り
と
り
」
或
い
は
「
情
報
の
伝
達
」
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
能
力

を
「
相
互
理
解
と
共
感
を
育
む
た
め
」
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
て
、
初
め

て
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
高
度
な
知
的

能
力
と
し
て
、
大
学
教
育
に
於
い
て
獲
得
さ
れ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
」
と
言
え
よ
う
。

　

具
体
的
に
は
、
尾
﨑
（
二
〇
〇
六
）
の
記
述
が
明
解
で
あ
ろ
う
。
尾

﨑
（
二
〇
〇
六
：
一
九
七
）
で
は
、
人
が
言
語
を
使
っ
て
行
う
活
動
で
も
、

言
語
操
作
の
み
を
行
う
場
合
と
、
そ
れ
に
加
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
行
う
場
合
と
を
明
確
に
区
別
す
る
た
め
、
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

活
動
を
例
に
挙
げ
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

日
本
語
の
授
業
で
は
、
教
師
が
読
み
上
げ
る
文
を
学
生
が
書
き
取

る
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
学
生
は
日
本
語
を
聞

き
取
っ
て
書
く
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
い
る
が
、
単
に
物
理
的
な
音

の
流
れ
を
書
き
留
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
教
師
が
「
窓
○
開
い

て
い
ま
す
」
と
「
が
」
を
ぼ
か
し
て
発
音
し
て
も
「
が
」
を
入
れ
て

書
く
学
生
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
学
生
が
聞
こ
え
た
音
だ

け
で
な
く
文
法
の
知
識
を
活
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
を

運
用
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
生
は
こ
の

文
が
表
す
言
語
的
な
意
味
と
現
実
の
世
界
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は

し
な
い
。
窓
が
閉
ま
っ
て
い
る
教
室
で
「
窓
が
開
い
て
い
ま
す
」
と

い
う
文
を
発
し
た
教
師
に
対
し
て
「
先
生
、
窓
は
閉
ま
っ
て
い
ま
す

よ
」
と
言
う
学
生
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
文
を
教
師
が
ど
の

よ
う
な
意
図
の
も
と
に
発
し
た
か
を
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る
。（
中
略
）
学
生
は
音
声
、
文
字
、
語
彙
、
文
法
の
知
識
を
活
用

し
て
「
聞
く
」「
書
く
」
と
い
う
言
語
運
用
行
為
を
行
っ
て
は
い
る
が
、

こ
の
文
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。

　

同
じ
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
会
社
で
秘
書
が
社
長
の
口
述
を
筆

記
し
て
手
紙
を
書
く
場
合
に
は
ま
っ
た
く
状
況
が
異
な
る
。
社
長
の

口
述
内
容
に
事
実
と
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
え
ば
、
秘
書
は
社
長

に
内
容
の
確
認
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
社
長
の
明
ら
か
な
勘
違
い
は

秘
書
が
修
正
し
て
書
き
取
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
秘
書
は
社
長
の

こ
と
ば
を
た
だ
書
き
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
社
長
の
こ
と
ば
と

言
語
外
の
世
界
と
を
結
び
つ
け
社
長
が
何
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
意
図
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
で
あ
る
。
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更
に
根
本
的
に
見
て
い
く
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
於
け
る
「
や

り
と
り
」
と
は
、
産
出
活
動
（
相
手
に
話
す
こ
と
）
と
受
容
活
動
（
相
手

の
話
を
聞
く
こ
と
）
が
交
互
に
行
わ
れ
る
相
互
行
為
活
動
、
即
ち
イ
ン

タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
（interaction

）
に
他
な
ら
な
い

（
５
）。

こ
れ
は
如
何
な
る
言

語
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
於
い
て
も
共
通
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
特
定
の
言
語
に
依
拠
せ
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
追
究
す
る
見
地

か
ら
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
共
通
参
照
枠
（CEFR: Com

m
on European 

Fram
ew

ork of Reference for Languages

）』
（
６
）を

繙
く
と
、
そ
こ
で
は
話

し
言
葉
で
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
極
意
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る

（Council of Europe 2001: 84
）。

(...) the fact that spoken interaction entails the collective creation 
of m

eaning by the establishm
ent of som

e degree of com
m
on 

m
ental context, defining w

hat can be taken as given, w
orking 

out w
here people are com

ing from
, converging tow

ards each 
other or defining and m

aintaining a com
fortable distance, (...)

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
る
上
で
考
察
対
象
と
な
る
イ
ン
タ
ラ
ク

シ
ョ
ン
と
は
、
基
本
的
に
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
の
緊
張
関
係
を
持
っ
た

言
葉
の
応
酬
で
あ
り
、
決
し
て
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
談
笑
す
る
よ
う
な
楽
し

い
交
流
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

上
に
引
用
し
た
尾
﨑
（
二
〇
〇
六
：
一
九
七
）
の
例
の
延
長
で
、
秘
書
が

社
長
と
「
や
り
と
り
」
し
た
内
容
を
取
引
先
の
相
手
に
配
慮
し
て
伝
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
両
者
を
適
切
に
仲
介
（m

ediation

）
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
た
め
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（strategies

）
も
駆
使
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

（
７
）。

木
村
（
二
〇
一
〇
：
一
〇
八
）
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
や
り

と
り
」
で
実
現
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に

纏
め
て
い
る
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
つ
も
言
語
の
も
つ
社
会
性
や

文
化
、
そ
れ
ら
の
歴
史
性
を
背
景
に
も
ち
な
が
ら
交
わ
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
る
場
面
や
そ
の
場

面
の
背
後
に
あ
る
文
脈
、
状
況
に
大
き
く
依
存
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
場
面
や
文
脈
の
も
つ
意
味
が
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
双

方
に
と
っ
て
、
常
に
同
じ
よ
う
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
だ
れ
が
だ
れ

に
向
け
て
行
う
言
語
行
為
な
の
か
、
と
い
う
話
し
手
と
聞
き
手
の
対

人
関
係
性
を
横
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
や
有

効
性
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
の

運
用
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
と
の
関
係
性
が
考
慮
で
き
な
け
れ
ば
成
し
遂

げ
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
分
一
人
の
独
話
（m

onologue

）
で

は
な
く
、
相
手
あ
っ
て
の
対
話
（dialogue

）
で
あ
る
と
も
言
え
る

（
８
）。

こ

う
し
て
、L

YONS

（1977

）
の
根
源
的
な
定
義
か
ら
拡
大
解
釈
さ
れ
た
意

味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
対
話
の
実
践
の
理
論
的
基
盤
と
等

し
く
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
同
様
、「
対
話
」
の
概
念
も
論
者
に
よ
り
様

様
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
、
倉
八
（
二
〇
一
六
：
一
〇
〇
）
に
よ
る
以
下

の
定
義
が
、
教
育
的
観
点
か
ら
過
不
足
無
く
最
適
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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対
話
と
は
、相
手
と
か
か
わ
り
た
い
と
い
う
こ
こ
ろ
を
も
ち
、わ
か
っ

て
も
ら
い
た
い
と
相
手
に
求
め
、
相
手
の
注
意
を
惹
き
、
相
手
の
知

ら
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
表
現
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
話
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
対
話
の
当
事
者
に
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
対
話
す
る
こ
と
は
断
じ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
や

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
の
よ
う
に
「
相
手
を
言
い
負
か
す
こ
と
」
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
優
劣
関
係
も
無
け
れ
ば
、
教
師
が
学
生
を
諭

す
か
の
よ
う
な
上
下
関
係
も
無
い

（
９
）。

そ
う
し
た
対
等
な
関
係
で
発
揮
さ
れ

る
能
力
と
は
、
先
ず
は
互
い
に
相
手
に
的
確
に
情
報
を
伝
え
よ
う
と
努
め
、

同
時
に
相
手
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
情
報
を
的
確
に
理
解
し
よ
う
と
努

め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
相
手
の
表
現
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
伝
え

切
れ
て
い
な
い
情
報
が
あ
れ
ば
、
相
手
に
質
問
し
て
引
き
出
す
こ
と
も
必

要
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
相
対
的
実
践
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
能
力
の
鍛
錬
は
、
上
意
下
達
式
の
講
義
よ
り
も
、「
学
生
自
身

が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
」、
或
い
は
「
学
生
主
体
で
運
営
さ
れ
る
」
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
が
最
適
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
学

の
教
育
目
標
に
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
学
生
達
が
対
等
な

対
話
を
実
現
で
き
る
よ
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
よ
っ
て
格
段
に
鍛
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
向
上
さ
せ
る
具
体
的
方

策
と
は

　

例
え
ば
外
国
語
と
し
て
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
留
学
生
で
あ
れ
ば
、
日

本
語
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
十
分
な
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
拙

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
多
多
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
語
知
識
が

あ
っ
て
も
，
そ
の
知
識
が
産
出
活
動
に
於
い
て
活
か
さ
れ
な
い
た
め
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
十
分

な
言
語
知
識
を
持
ち
な
が
ら
適
切
な
「
や
り
と
り
」
が
で
き
な
い
母
語
話

者
も
、
表
現
を
学
習
し
た
の
に
そ
れ
が
使
え
な
い
学
習
者
と
差
は
無
い
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
上
に
引
用
し
た
木
村
（
二
〇
一
〇
：
一
〇
八
）
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
や
有
効
性
」
が
、

「
だ
れ
が
だ
れ
に
向
け
て
行
う
言
語
行
為
な
の
か
、
と
い
う
話
し
手
と
聞

き
手
の
対
人
関
係
性
を
横
に
お
い
て
」
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
相

手
に
応
じ
た
言
語
使
用
が
肝
要
と
な
っ
て
く
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
、
相
手
あ
っ
て
こ
そ
の
「
出
た
所
勝
負
」
と
も
言

え
る
能
力
は
、
如
何
に
し
て
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
佐
藤
・

熊
谷
（
二
〇
一
七
：
九
）
は
「
臨
機
応
変
に
適
応
す
る
た
め
の
柔
軟
性
」

に
加
え
、
幾
つ
か
の
資
質
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
る
私
達
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、「
こ
う
す

れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
く
」
と
い
っ
た
紋
切
り
型

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
タ
ー
ン
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
は

な
く
、
様
々
な
予
期
不
可
能
な
状
況
に
お
い
て
で
も
臨
機
応
変
に
適

応
す
る
た
め
の
柔
軟
性
、
他
者
と
の
交
渉
を
通
し
て
相
互
理
解
を
め
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ざ
す
た
め
の
粘
り
強
さ
、
ま
た
、
自
分
と
は
異
質
の
者
や
考
え
方
に

対
し
て
即
時
の
判
断
を
踏
み
と
ど
ま
る
た
め
の
寛
容
さ
と
い
っ
た
資

質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
は
単
な
る
情
報
の
送
り

手
、
受
け
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

巷
に
氾
濫
す
る
情
報
の
適
切
性
・
信
憑
性
を
見
極
め
、
目
的
に
応
じ

て
情
報
を
収
集
し
た
り
、
新
た
な
情
報
や
知
識
の
生
産
に
積
極
的
に

関
わ
っ
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

相
手
を
考
慮
し
た
高
度
な
意
味
で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
分
と
異
質
な
他
者
と
の
対
話
が
絶
好
の
修

練
の
場
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
も
効
果
的
な
の
は
、
自
分
と
異
な

る
背
景
を
持
っ
た
人
と
の
対
話
の
実
践
で
あ
り
、
本
学
の
教
育
実
践
で
言

え
ば
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
、
留
学
生
を
加
え
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
活

動
が
そ
う
し
た
場
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
経
験
が
少
な
い
こ
と

は
日
本
社
会
の
地
理
的
・
歴
史
的
特
質
と
し
て
近
年
問
題
視
さ
れ
て
き
て

お
り
、
野
田
（
二
〇
一
七
：
二
二
〇
）
は
、
今
後
日
本
社
会
が
多
数
の
外

国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
く
に
当
た
り
必
要
と
な
る
教
育
内
容
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

　

日
本
社
会
で
は
、
長
い
間
、
限
ら
れ
た
人
し
か
外
国
人
と
接
す
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

多
く
の
人
が
外
国
人
と
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
に
使
う
共

通
言
語
は
日
本
語
し
か
な
い
と
い
う
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。

　

日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
で
外
国
人

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
経
験
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
外

国
人
と
日
本
語
で
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
技
術
を

持
っ
て
い
な
い
。

　

日
本
社
会
と
違
っ
て
、
同
じ
地
域
で
複
数
の
言
語
が
使
わ
れ
て
い

る
社
会
や
、
す
ぐ
近
く
の
地
域
で
別
の
言
語
が
使
わ
れ
て
い
て
、
そ

こ
と
の
往
来
が
激
し
い
社
会
で
は
、
自
分
の
母
語
で
、
そ
の
言
語
を

母
語
と
し
な
い
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
経
験
が
豊

富
で
あ
り
、
そ
れ
を
う
ま
く
行
う
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
。

過
去
に
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
社
会
で
も
、
自
分
の
母
語
で
、
そ
の

言
語
を
母
語
と
し
な
い
人
た
ち
と
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
技
術
が
長
い
年
月
を
か
け
て
蓄
積
さ
れ
、
自
然
に
継
承
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

日
本
社
会
が
こ
れ
か
ら
短
期
間
で
そ
の
よ
う
な
経
験
や
技
術
を
自

然
に
蓄
積
す
る
の
は
難
し
い
。
多
く
の
人
が
外
国
人
労
働
者
と
摩
擦

な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
学

校
教
育
で
そ
の
よ
う
な
技
術
を
教
え
て
い
く
し
か
な
い
。

こ
う
し
て
野
田
（
二
〇
一
七
：
二
一
一
）
は
、「
外
国
人
と
日
本
語
で
う

ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
能
力
」
を
習
得
で
き
る
よ
う
、「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
な
国
語
教
育
」
を
提
唱
す
る
。
こ
こ
で
言
う
「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
」
と
は
、
日
本
語
母
語
話
者
で
も
外
国
人
で
も
、
誰
に
で
も
通
用
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
べ
き
観
念
と
な
る
で
あ
ろ
う）

10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
外
国
人
と
日
本
語
で
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
能
力
」
と
は
、
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
は
実
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践
す
る
習
慣
が
無
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
少
し
の
こ
と

を
心
掛
け
て
実
践
し
て
い
く
と
、
実
際
は
左
程
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。「
外
国
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
と
き

に
い
ち
ば
ん
重
要
な
の
は
、
語
彙
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
野
田
二
〇
一
七
：

二
二
〇
）」
で
あ
り
、「
ど
ん
な
語
彙
が
難
し
い
か
を
考
え
た
り
、
難
し
い

語
彙
を
や
さ
し
い
語
彙
に
代
え
る
（
野
田
二
〇
一
七
：
二
二
〇
）」
よ
う

に
意
識
す
る
だ
け
で
、
話
す
内
容
や
話
し
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
外
国
人
相
手
に
限
ら
ず
、
異
質
な
他
者
と
の
対
話
に
於
い
て
基
本

的
方
策
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

庵
（
二
〇
一
六
）
は
、「
外
国
人
に
関
わ
ら
ず
、
会
話
に
お
い
て
も
っ

と
も
大
切
な
こ
と
は
『
相
手
を
思
い
や
る
態
度
』（
庵
二
〇
一
六
：
横
書

き
二
）」
だ
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
極
め
て
具
体
的
な
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
提
示
し
て
い
る
（
庵
二
〇
一
六
：
横
書
き
二
―

三
）。

★
説
明
は
短
く
簡
潔
に

　

簡
潔
に
話
す
ほ
う
が
、
聞
い
て
い
て
理
解
が
し
や
す
い
も
の
で
す
。

★
会
話
の
途
中
で
「
分
か
り
ま
す
か
？
」
と
確
認
す
る

　

会
話
は
文
章
と
異
な
り
、
相
手
の
理
解
度
を
確
認
し
な
が
ら
話
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
長
い
説
明
の
と
き
で
も
、
そ
の
都
度
確
認
し
な

が
ら
進
め
ま
す
。

★
分
か
っ
て
い
な
い
と
感
じ
た
ら
、
別
の
言
い
換
え
を
行
う

　

理
解
し
て
い
な
い
と
感
じ
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
別
の
言
葉
で
言
い
換

え
て
み
ま
す
。

（
例
）
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

　

 　

⇒

バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
、
電
車
で
来
て
く
だ
さ
い

　

 　

⇒

自
分
の
車
で
来
て
は
ダ
メ
で
す

★
相
手
の
表
情
や
反
応
を
見
な
が
ら
話
す

　

会
話
で
は
相
手
の
態
度
や
表
情
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
と
分
か
り
ま

す
。

★
ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
発
音
す
る

　

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
発
音
す
る
こ
と
で
理
解
し
や
す
く
な
り
ま

す
。

★
資
料
や
図
を
活
用
す
る

　

こ
と
ば
で
伝
わ
ら
な
い
場
合
は
、
そ
の
場
で
図
や
資
料
な
ど
を
活

用
し
ま
す
。

★
難
し
い
単
語
や
言
い
回
し
は
使
わ
な
い

（
例
）
納
付
し
て
く
だ
さ
い

⇐

お
金
を
払
っ
て
く
だ
さ
い

　

 　

ご
用
件
は
何
で
す
か
？

⇐

ど
う
し
ま
し
た
か
？

（
中
略
）

●
自
分
だ
け
が
話
し
す
ぎ
な
い

●
1
回
で
あ
き
ら
め
な
い

●
尊
敬
の
気
持
ち
で

●
い
ろ
い
ろ
な
質
問
文
を
作
っ
て
み
る

●
質
問
し
て
い
る
の
か
説
明
し
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
る

●
だ
ま
っ
て
相
手
の
話
が
終
わ
る
の
を
待
つ

●
使
え
る
も
の
は
何
で
も
使
お
う

以
上
の
項
目
は
、
知
的
活
動
と
し
て
の
高
度
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

実
践
に
於
い
て
、
直
ち
に
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
に

は
意
義
深
さ
が
掴
め
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
今
後
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
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の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
践
を
積
み
重
ね
つ
つ
、
折
に
触
れ
て
上
の
心

得
を
見
返
し
て
み
る
と
、
必
ず
や
実
感
す
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
も
常
常
、
学
生
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
腐
心
し
修
練
を
積

ん
で
い
る
身
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
至
ら
な
い
筆
者
も
含
め
、
本
学
の

誰
も
が
、
高
度
な
人
間
的
素
養
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に

一
層
の
磨
き
を
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

注
（
１ 

）https://w
w
w
.m

eijo-u.ac.jp/academ
ics/business/m

essage.
htm

l

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
八
日
閲
覧
）

（
２ 

）https://w
w
w
.m

eijo-u.ac.jp/academ
ics/econom

ics/

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
八
日
閲
覧
）

（
３ 

）
取
り
分
け
西
口
（
一
九
九
五
）、佐
藤
・
熊
谷
（
二
〇
一
七
）
を
参
照
。

（
４ 

）
近
年
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
発
展
と
多
様
化

に
つ
い
て
は
、
取
り
分
け
西
口
（
一
九
九
五
）
を
参
照
。

（
５ 

）
筆
者
が
加
わ
っ
て
い
るO

JA
E

研
究
チ
ー
ム
で
は
、
言
語
に
於
け

る
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を「
交
話
」と
定
義
し
て
い
る
。O

JA
E

（O
ral 

Japanese A
ssessm

ent Europe

）
と
は
、
後
述
す
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
言
語
共
通
参
照
枠
』
を
、
日
本
語
で
の
能
力
記
述
文
（can-do 

statem
ents

）
に
変
換
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
日
本
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
評
価
法
及
び
育
成
法
で
あ
る
。
そ
の
全

容
に
つ
い
て
は
、O

JA
E

チ
ー
ム2010

（
二
〇
一
〇
）
或
い
は
萩
原

他
（
二
〇
一
一
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
６ 

）CEFR

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
機
関
間
に
於
い
て
、
異
な
る
言
語

間
で
の
学
習
・
教
授
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
尺
度
の
共
有
を
可
能
に
し

て
き
た
。CEFR

が
拠
っ
て
立
つ
複
言
語
・
複
文
化
主
義
の
理
念
は
、

今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
ま
ら
ず
普
遍
的
に
普
及
し
て
お
り
、
そ
れ
は

日
本
に
於
け
る
文
部
科
学
省
（
二
〇
一
三
）
の
英
語
学
習
の
指
針
へ

の
採
用
に
も
現
れ
て
い
る
。CEFR

の
背
景
と
日
本
語
教
育
実
践
へ

の
応
用
に
つ
い
て
は
、
上
述O

JA
E

チ
ー
ム2010

（
二
〇
一
〇
）
或

い
は
萩
原
他
（
二
〇
一
一
）
以
外
に
、奥
村
・
櫻
井
・
鈴
木
（
二
〇
一
六
）

の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
本
稿
に
於
け
る
筆
者
の
立
場
と
同

じ
く
、CEFR

で
は
、
言
語
学
習
者
も
母
語
話
者
と
等
し
く
言
語
使

用
者
（language user

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
の
熟
達
度
に
応
じ
て
、
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲

が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
７ 

）CEFR

で
は
二
〇
〇
一
年
の
発
表
当
初
よ
り
、
仲
介
活
動

（m
ediating activities

）
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言
語
活
動

（com
m
unicative language activities

）
の
中
に
重
要
な
一
つ
と

し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
補
足
版
と
も
言
え
るCouncil of 

Europe

（2018

）
に
於
い
て
、
仲
介
と
い
う
観
念
は
更
に
深
く
追
究

さ
れ
て
い
る
。

（
８ 

）「
独
話
」
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
対
話
」
は
、O

JA
E

研
究
チ
ー

ム
が
提
唱
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
用
語
の
対
で
あ
る
。

（
９ 
）上
述
し
たO

JA
E

で
は
、試
験
の
場
で
対
話
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、

対
等
な
立
場
の
被
験
者
二
名
が
話
し
合
う
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い

る
。

（
10 

）
本
学
で
は
、
国
際
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
等
を
通
じ
て
「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
な
」
外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
む
こ
と
が
可
能
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で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
留
学
生
の
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
ア
シ
ス
タ

ン
ト
制
度
も
あ
り
、
人
の
役
に
立
ち
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会

で
必
要
と
さ
れ
る
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
」
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
を
先
駆
け
て
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

将
来
如
何
な
る
分
野
に
進
ん
で
も
糧
に
な
る
と
断
言
で
き
よ
う
。
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