
Econo Forum 21／ No.21

特集

17

　

私
は
、
２
０
１
２
年
４
月
か
ら
２
０
１
４
年
３
月
ま

で
２
年
間
、
ラ
ン
バ
ス
留
学
の
制
度
を
利
用
し
て
在
外

研
究
を
行
い
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
12
月
ま
で
は
、
ア

メ
リ
カ
・
西
海
岸
に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
（
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
）、
そ
れ
以
降
は
イ
タ

リ
ア
北
西
部
の
ミ
ラ
ノ
に
あ
る
ボ
ッ
コ
ー
ニ
大
学
に
滞

在
し
ま
し
た
。こ
の
留
学
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
は「
ア

ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
産
業
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
関

す
る
実
証
研
究
」
で
、
主
に
、
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
企
業
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
新
規
企
業
の
生
存
・
退
出

お
よ
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
実
証

的
に
研
究
し
ま
し
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が

ら
当
該
分
野
の
研
究
者
が
限
ら
れ
て
お
り
、
欧
米
に
比

べ
る
と
研
究
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
滞
在
先
で

は
、
こ
の
分
野
で
多
く
の
研
究
者
が
揃
っ
て
お
り
、
頻

繁
に
開
催
さ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
最
先
端
の
研

究
報
告
を
聞
い
た
り
、
大
学
の
講
義
に
出
席
し
て
勉
強

し
た
り
、
新
た
な
共
同
研
究
を
開
始
し
た
り
、
充
実
し

た
研
究
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
２
年
間
の
研
究
滞
在
で
特
に
印
象
に

残
っ
て
い
る
こ
と
を
何
点
か
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
研
究
滞
在
中
に
ま
ず
何
よ
り
感
じ
た
こ
と

は
、
欧
米
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
大
学
に
在
籍
す
る
研
究

者
は
研
究
成
果
の
発
信
に
対
す
る
意
識
が
非
常
に
高
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
研
究

者
は
日
々
研
究
活
動
を
行
い
、
そ
の
研
究
成
果
を
対
外

的
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は

論
文
を
査
読
付
き
国
際
学
術
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
こ
そ

が
研
究
者
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
す
。
幸
い
に
も
こ
う

い
っ
た
意
識
を
持
つ
同
じ
分
野
の
同
年
代
の
研
究
者
と

日
頃
か
ら
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
刺
激
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
当
該
分
野
で
評
価
の
高
い
学
術
誌
に

い
か
に
論
文
を
掲
載
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
私
自
身
も

学
生
時
代
か
ら
常
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
滞

在
先
の
研
究
者
と
の
議
論
も
こ
の
点
を
強
く
意
識
し
て

活
発
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
大
変
有
意
義
で

あ
っ
た
。

　

も
う
一
点
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
大
学
の
講
義

に
お
け
る
学
生
の
姿
勢
や
勉
学
に
対
す
る
意
識
に
つ
い

て
で
す
。
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
で
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
講
義
（
学
部
・
大
学
院
）
に
出
席
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
講
義
に
お
け

る
学
生
の
積
極
的
な
姿
勢
で
す
。
受
講
者
の
多
く
は
疑

問
点
が
あ
る
と
き
や
よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
時
は
、
挙

手
を
し
て
担
当
教
員
に
質
問
を
ぶ
つ
け
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
教
員
も
学
生
に
対
し
て
た
び
た
び
問
い
か
け
て

意
見
を
求
め
て
い
ま
し
た
。日
本
の
大
学
の
講
義
で
は
、

多
く
の
場
合
は
、
履
修
者
の
数
が
多
く
大
教
室
で
行
わ

れ
る
こ
と
も
多
く
、
双
方
向
の
議
論
が
で
き
て
い
な
い

状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
無
論
、
講
義
の
特
性
に
よ
っ
て

は
双
方
向
の
議
論
が
不
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
経

済
学
の
応
用
分
野
に
お
い
て
は
学
生
に
考
え
さ
せ
て

じ
っ
く
り
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
教
員
と
し
て
色
々
と
考
え
さ
せ

ら
れ
、
今
後
の
私
自
身
の
講
義
の
参
考
に
も
な
り
ま
し

た
。

　

最
後
に
、
２
年
間
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
在
外
研

究
を
許
可
し
て
く
れ
た
本
学
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、

ま
た
こ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
れ
ば
と
願
っ
て
止
ま

な
い
。
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