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ミ
ク
ロ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に 

焦
点
を
絞
っ
た
全
国
初
の
研
究
科 

 

杉
本
研
究
科
長
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

は
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は

国
際
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
マ
ク
ロ
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
が
増
え
て

き
ま
し
た
が
、本
研
究
科
で
は
平
成
７
年

か
ら
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

部
分
に
焦
点
を
当
て
た
ミ
ク
ロ
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
教
育
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。ア
メ

リ
カ
の
大
学
に
は
多
い
の
で
す
が
、日
本
で

は
愛
知
淑
徳
大
学
が
初
め
て
で
、現
在
も

ま
だ
ま
だ
少
な
い
と
思
い
ま
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
心
理
学
と
異
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、２
つ
の
専
攻
か
ら
な

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
も
珍
し
い

と
思
い
ま
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
ま
ず
心
理
学
専
攻
の

紹
介
で
す
が
、人
間
対
人
間
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
、心
理
学
的
研
究
法

を
用
い
て
多
角
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
研

究
領
域
で
す
。
異
な
る
行
動
様
式
や
価
値

観
を
持
つ
人
々
や
社
会
を
理
解
し
、そ
れ

ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
問
題
を
解
決
し

て
い
く
能
力
に
関
す
る
教
育
研
究
を
行
っ

て
い
ま
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
専
攻
で
は
、実
践
的
な
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
方
法
と
、グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
の
あ
り
方

の
教
育
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
発
展
し
て
多
様
な
言
語
や

価
値
観
が
混
在
し
て
い
ま
す
が
、共
生
の

た
め
の
相
互
理
解
と
問
題
解
決
が
で
き
る

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
備
え

た
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
時
代

の
要
請
に
応
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

  
3
つ
の
領
域
が
同
程
度
に 

充
実
し
て
い
る
心
理
学
専
攻 

 

杉
本
研
究
科
長
　
心
理
学
専
攻
の
特
徴

で
す
が
、３
つ
の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
最
近
の
大
学
院
の
心
理
学
専
攻
は

臨
床
心
理
学
が
主
体
に
な
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
が
、本
学
で
は
生
体
情
報
心
理
学
、

社
会
心
理
学
、臨
床
心
理
学
が
同
じ
程
度

に
充
実
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、臨
床
心
理
学
領
域
で
は
、臨
床

心
理
士
の
受
験
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。こ
の
第
一
種
指
定
校
に
認
定
さ
れ

て
い
る
大
学
院
は
、愛
知
県
内
で
ま
だ
３

大
学
程
度
で
す
。
臨
床
心
理
士
の
合
格
人

数
は
年
々
増
え
、昨
年
は
15
人
が
受
け
て

   
人
間
相
互
間

人
間
相
互
間
、異
文
化
間

異
文
化
間
の 

  
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の 

   
問
題
解
決
を

問
題
解
決
を
目
指
目
指
す 

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
は
、本
学
が
全
国
で
初
め
て
設
置
し
た
研
究
科
で
す
。 

「
人
間
相
互
間
、異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
」
を
学
際
的
人
間
科
学
分
野
か
ら
考
え
、 

現
実
的
な
問
題
解
決
を
目
的
と
し
た
教
育
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

心
理
学
専
攻
と
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
と
い
う
2
つ
の
特
色
あ
る
分
野
か
ら
構
成
さ
れ
、 

特
に
心
理
学
専
攻
は
、臨
床
心
理
士
第
一
種
指
定
大
学
院
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
長
で
す
。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
の
魅
力
に
つ
い
て
、研
究
科
長
と
専
攻
主
任
、4
人
の
院
生
が
語
り
合
い
ま
し
た
。 

 

コミュニケーション研究科長　 
心理学専攻教授 
杉本助男（すぎもと・すけお） 
慶應義塾大学大学院社会学研究科 
心理学専攻博士課程・文学博士 
広島大学名誉教授 

心理学専攻 
後期課程　安田恭子さん（左） 
前期課程　渡邉由美さん（右） 
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12
人
が
合
格
し
ま
し
た
。
合
格
率
は
全
国

で
60
〜
70
％
程
度
で
す
か
ら
、か
な
り
レ
ベ

ル
が
高
い
と
思
い
ま
す
。 

渡
邉
　
私
は
将
来
、カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
仕
事

に
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、心
理
学

専
攻
で
は
臨
床
心
理
士
の
受
験
資
格
が

得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
選
び
ま
し
た
。
臨

床
心
理
学
を
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら

勉
強
で
き
る
と
い
う
の
も
、こ
の
大
学
院
の

大
き
な
魅
力
で
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
心
理
学
専
攻
に
は
心

理
臨
床
相
談
室
が
附
置
さ
れ
て
、実
際
に

院
生
が
相
談
業
務
に
参
加
で
き
る
の
も
特

徴
で
す
。
臨
床
心
理
学
領
域
は
定
員
12
名

で
す
が
、10
倍
も
の
受
験
者
が
い
る
人
気

領
域
で
す
。 

安
田
　
私
は
生
体
情
報
心
理
学
で
す
が
、

高
価
な
機
器
が
充
実
し
て
い
る
の
が
魅
力

で
す
。
杉
本
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、

他
大
学
で
は
ど
う
し
て
も
臨
床
に
偏
り
が

ち
だ
と
聞
き
ま
す
が
、愛
知
淑
徳
大
学
大

学
院
で
は
、心
理
学
の
幅
広
い
領
域
を
カ
バ
ー

す
る
人
材
、設
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
ま
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
安
田
さ
ん
は
よ
く
勉

強
し
て
ま
し
て
、５
月
に
日
本
生
理
心
理

学
会
と
い
う
学
会
が
あ
っ
た
と
き
、シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
若
い
人
が
選
ば
れ
る
の
は
珍
し

い
で
す
ね
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
優
秀
な
ん
で
す
ね
。 

杉
本
研
究
科
長
　
本
学
の
心
理
学
専
攻

の
レ
ベ
ル
は
高
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
学
会

で
は
本
学
の
７
人
の
院
生
が
研
究
発
表
を

行
い
ま
し
た
。
今
や
本
研
究
科
は
全
国
区

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  
言
語
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
2
コ
ー
ス 

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻 

 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
日
本
で
は
初
め
て
の
専
攻
で
、こ
の
分

野
で
修
士
課
程
と
博
士
課
程
を
一
緒
に

し
た
博
士
課
程
前
期
後
期
が
揃
っ
て
い
る

の
は
、全
国
で
本
学
だ
け
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
と
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
２
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
の

学
術
的
な
切
り
口
に
は
３
つ
あ
り
、１
つ
目

は
、音
韻
論
や
統
語
論
、意
味
論
な
ど
の
言

語
学
的
側
面
、２
つ
目
は
、第
２
言
語
修
得

に
力
を
入
れ
る
応
用
言
語
的
な
側
面
、３

つ
目
は
、言
語
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
と
し
て
使
う
場
合
、回
り
の
社
会
環
境

と
ど
う
関
連
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に

焦
点
を
当
て
る
社
会
言
語
学
の
側
面
で
す
。 

小
早
川
　
私
は
愛
知
淑
徳
大
学
英
文
学

科
の
言
語
文
化
コ
ー
ス
で
英
語
教
育
に
関

す
る
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
が
、英
語
教

師
に
な
る
前
に
も
っ
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
研

究
を
深
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
に
は
、ジ
ョ

リ
ー
先
生
を
始
め
、大
学
の
と
き
に
教
え

て
い
た
だ
い
て
、続
け
て
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
た
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

た
め
、異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
を

選
び
ま
し
た
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
ま
っ
た
く
別
の
分
野
か

ら
入
っ
て
く
る
と
初
め
は
ま
ご
つ
く
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、小
早
川
さ
ん
の
よ
う
に
英

文
学
科
か
ら
応
用
言
語
学
の
英
語
教
育

に
進
ん
だ
場
合
な
ど
は
、ま
っ
た
く
支
障
は

な
い
と
思
い
ま
す
。 

姜
　
私
は
言
語
と
文
化
と
い
う
２
つ
の
勉

強
が
で
き
る
の
が
メ
リ
ッ
ト
だ
と
思
い
、異

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
を
選
び
ま

し
た
。
異
文
化
と
い
う
領
域
は
、幅
が
広

す
ぎ
て
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

逆
に
私
に
と
っ
て
は
多
く
の
こ
と
が
学
べ
る

絶
好
の
機
会
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

小
早
川
　
私
も
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

だ
け
で
な
く
、ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
講
義
も
履
修
し
、知
識
の
幅
が
大
学

の
と
き
よ
り
深
め
ら
れ
、広
が
っ
た
と
思
い

ま
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

究
科
は
、両
専
攻
と
も
広
い
研
究
分
野
を

カ
バ
ー
し
て
い
る
の
で
、院
生
の
視
野
が
広

が
る
と
思
い
ま
す
。 

   

人
間
相
互
間
、異
文
化
間
の 

  

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の 

   

問
題
解
決
を
目
指
す 

 

コミュニケーション研究科（博士課程　前期・後期） 

異文化コミュニケーション 
専攻主任・教授 
ジョリー・幸子（じょりー・ゆきこ） 
テキサス大学大学院 
応用言語学博士課程・ 
Ph.D.（応用言語学博士） 

　生体情報心理学 
生体が感覚刺激として受容する外部情報や、そ
れらによって派生する内部情報の処理過程を生
理心理学的、認知心理学的観点から究明してい
きます。 
 
　社会心理学 
個人の所属する集団の大きさから、小集団、組織、
コミュニティ、大衆社会に分け、それぞれ対人行
動論、コミュニティ心理学、普及過程学からアプ
ローチします。 
 
　臨床心理学 
人のさまざまな状況における不適応行動を、コミ
ュニケーションの障害という観点から精神病理学
や臨床心理学の立場から考察し、その予防、対
処法を究明します。 

　言語コミュニケーションコース 
高度な異文化コミュニケーション能力を育成する
外国語教育（英語・中国語・日本語）の研究を行
っています。言葉についての幅広く深い学識と、
実践的コミュニケーション能力を兼ね備えた人材
育成のための充実したカリキュラムが特徴です。 
 
　ビジネスコミュニケーションコース 
日本の会計制度の国際化のあり方、日本的金融
システム再生の方向性や国際的な投資活動に
ついて教育・研究を行っています。幅広いビジネ
ス分野の諸問題に関する教育・研究の場を提供
することを目指しています。 
 

心理学専攻 

異文化コミュニケーション専攻 

異文化コミュニケーション専攻 
前期課程　小早川真由美さん（左） 
後期課程　姜奎錫さん（右） 
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視
野
が
広
が
る
、現
場
で
経
験
を 

積
め
る
―
大
学
院
の
メ
リ
ッ
ト 
 

杉
本
研
究
科
長
　
皆
さ
ん
が
大
学
院
に

進
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
何
で
す
か
。 

安
田
　
学
会
な
ど
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は
研
究
者
を
目
指

し
て
い
る
の
で
、実
際
の
研
究
者
が
ど
う
い

う
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
か
、生
の
姿
を
見

ら
れ
る
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
学
術

的
な
視
野
も
広
が
り
ま
し
た
。 

渡
邉
　
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
い
う
先
生
方

に
途
中
経
過
を
報
告
し
な
が
ら
、相
談
室

で
実
際
の
ケ
ー
ス
を
担
当
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
理
論
だ
け

で
は
な
く
実
際
に
現
場
で
経
験
を
積
ん
で

い
け
る
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
ね
。
相
談

室
で
は
Ｏ
Ｇ
や
Ｏ
Ｂ
の
方
も
ケ
ー
ス
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、先
輩
方
に
話
を
聞

け
る
と
い
う
の
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。
先

輩
方
は
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
な
る
方

が
多
い
の
で
す
が
、今
の
う
ち
か
ら
将
来
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
。 

小
早
川
　
大
学
院
の
授
業
は
少
人
数
制
で
、

ゼ
ミ
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
す
。
学
部
と
は
違
っ

て
積
極
的
に
自
分
で
調
べ
て
自
分
で
発
信

す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
。 

姜
　
私
は
日
韓
の
敬
語
の
比
較
研
究
が

研
究
テ
ー
マ
で
す
が
、日
本
語
を
勉
強
す

る
う
ち
に
日
韓
の
敬
語
体
系
が
似
て
い
る

こ
と
に
気
付
い
て
、関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
国
際
化
の
時
代
、異
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
は
、こ
の
研
究
を
行
う

の
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
領
域
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

２０
代
か
ら
６０
代
、社
会
人
や
 

留
学
生
な
ど
、幅
広
い
院
生
が
学
ぶ 

 

杉
本
研
究
科
長
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研

究
科
は
、職
業
や
年
齢
、国
籍
を
問
わ
ず
、

開
か
れ
た
大
学
院
と
し
て
広
く
門
戸
を

開
い
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、心
理
学
専
攻
で
は
約
半
数
が
社

会
人
で
、20
代
か
ら
60
代
の
方
が
学
ん
で
い

ま
す
。
大
学
の
教
員
や
高
校
の
教
員
と
し

て
勤
め
な
が
ら
、大
学
院
へ
通
っ
て
く
る
方

も
約
10
名
い
ま
す
。
最
近
は
、学
校
で
教

え
な
が
ら
自
ら
も
勉
強
し
た
い
、論
文
を

書
く
た
め
に
大
学
院
に
入
り
た
い
と
い
う

方
が
増
え
て
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
渡

邉
さ
ん
も
社
会
人
入
試
で
す
ね
。 

渡
邉
　
最
初
、経
済
学
部
を
出
た
あ
と
就

職
し
ま
し
た
が
、も
と
も
と
心
理
学
や
社

会
学
に
興
味
が
あ
り
、ア
メ
リ
カ
の
オ
レ
ゴ

ン
大
学
に
留
学
し
ま
し
た
。そ
こ
で
１
年
半
、

心
理
学
を
勉
強
し
て
学
士
号
を
取
り
ま

し
た
が
、大
学
で
は
臨
床
の
勉
強
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
帰
国
後
、日
本
で
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
と
し
て
働
き
た
い
と
思
い
、心
理
学

専
攻
に
社
会
人
入
試
で
入
り
ま
し
た
。 

　
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
学
生
が
勉
強
し
て

い
る
た
め
、価
値
観
も
多
様
で
、心
理
学
を

勉
強
す
る
上
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
場
所
だ
と

思
い
ま
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
専
攻
で
も
、大
学
の
教
員
が
３
名
学
ん
で

い
ま
す
。
公
務
員
の
方
で
、仕
事
を
終
え
た

あ
と
夜
間
開
講
の
コ
ー
ス
に
来
て
い
る
方

も
い
ま
す
。
異
文
化
で
は
約
４
分
の
１
が

社
会
人
学
生
で
す
。
留
学
生
は
７
名
で
、

後
期
課
程
は
姜
さ
ん
一
人
で
す
ね
。 

姜
　
韓
国
の
大
学
を
卒
業
し
て
し
ば
ら
く

社
会
人

社
会
人
は
約
半
数

約
半
数
、増
加
増
加
の
傾
向
傾
向
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心理学専攻博士前期課程２年 
渡邉由美（わたなべ・ゆみ）さん 
研究テーマ「幼児の自己コントロール機
能（自分を抑える力、自分を主張する力）
と母親のパーソナリティとの関連」 
将来の夢・希望　修論のため、保育園で
子供の観察をさせてもらっていますが、就
学前は子どもの変化を見ることのできる
重要な時期だと感じています。この時期
の問題を保育士やお母さんと一緒に考え
ていくカウンセラーはまだいないので、い
つかそういう存在になりたいと思います。 

心理学専攻博士後期課程１年 
安田恭子（やすだ・やすこ）さん 
研究テーマ「『音の使用によるストレスマネ
ージメントの提案』楽器音の覚醒・鎮静効
果―主観的評価と脳波等による分析」 
将来の夢・希望　一生研究を続けられたら
幸せです。様々な角度からストレスマネージ
メントの方法を提案し、多くの人にストレスが
低減したと感じてもらえることが夢です。 
 

 
座談会シリーズ7

21世紀・大学の明日 
大学院を語る3 

―コミュニケーション研究科― 
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仕
事
を
し
て
か
ら
、本
学
に
入
り
ま
し
た
。

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
に
は
韓

国
の
ほ
か
、ア
メ
リ
カ
、中
国
、台
湾
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
国
の
出
身
者
が
い
て
、そ
う
い
う

研
究
の
仲
間
と
知
識
が
共
有
で
き
る
こ
と

は
、国
際
化
の
時
代
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
大
学
院
に
入
る
前

ま
で
は
、画
一
的
な
も
の
の
見
方
し
か
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
国
籍

の
人
を
知
る
こ
と
で
、物
事
を
客
観
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

小
早
川
　
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
、経
験
を
積

ま
れ
て
い
る
方
が
い
る
の
で
、い
ろ
ん
な
話
が

聞
け
て
刺
激
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
本
学
の
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
特
徴
の
一
つ
は
、英
語

を
使
用
言
語
と
し
て
進
め
る
授
業
も
あ
る

こ
と
で
す
。
姜
さ
ん
と
小
早
川
さ
ん
は
そ
の

コ
ー
ス
を
経
て
き
て
い
ま
す
の
で
、英
語
は

で
き
ま
す
。 

小
早
川
　
異
文
化
専
攻
の
院
生
は
学
部

の
方
の
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
ク
ラ
ス
に
参
加
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
し
、英
語
力
は
必
ず
伸

び
る
と
思
い
ま
す
。た
だ
私
は
こ
の
春
、「
米

国
Ｎ
Ｐ
Ｏ
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

で
ア
メ
リ
カ
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
へ
英
語
の
先

生
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
行
っ
て
き
た
の

で
す
が
、自
分
の
英
語
力
は
ま
だ
ま
だ
だ

と
痛
感
し
ま
し
た
。 

　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
自
体
は
充
実
し
て
い

ま
し
た
。ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
英
語
の
授
業

の
方
法
の
違
い
が
発
見
で
き
た
の
で
、そ
の

経
験
を
も
と
に
修
士
論
文
を
書
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 

多
彩
な
教
授
陣
が
専
任
で 

指
導
に
当
た
る 

 

杉
本
研
究
科
長
　
教
員
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て

は
、心
理
学
専
攻
で
は
３
領
域
そ
れ
ぞ
れ

を
充
実
さ
せ
よ
う
と
、１
つ
の
領
域
に
専
任

の
教
員
が
３
〜
４
人
い
ま
す
。つ
ま
り
、生

理
心
理
学
、認
知
心
理
学
、社
会
心
理
学
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
心
理
学
、発
達
心
理
学
、臨
床

心
理
学
、精
神
医
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
教
授
陣
が
揃
っ

て
い
ま
す
。
年
代
も
30
代
か
ら
70
代
ま
で

と
偏
り
が
な
い
の
も
特
徴
で
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
専
攻
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
の
特
徴
は
、国
内

外
の
大
学
院
の
学
位
を
持
っ
た
多
彩
な
教

授
陣
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。ア
メ
リ

カ
人
、中
国
人
、フ
ラ
ン
ス
人
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ

の
先
生
を
含
む
合
計
16
人
の
教
員
が
専

任
で
指
導
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
進
路
に
関
し
て
は
、心

理
学
専
攻
の
修
士
課
程
で
は
、ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
や
大
学
の
学
生
相
談
室
な
ど

臨
床
関
係
が
多
い
で
す
ね
。
研
究
者
を
目

指
す
人
は
、安
田
さ
ん
の
よ
う
に
後
期
課

程
に
進
み
、大
学
な
ど
で
非
常
勤
講
師
を

し
な
が
ら
研
究
を
続
け
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
専
攻
で
も
、や
は
り
教
育
機
関
な
ど
に

進
む
人
が
多
い
で
す
ね
。 

杉
本
研
究
科
長
　
本
研
究
科
の
心
理
学

専
攻
で
は
高
校
の
公
民
、異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
で
は
中
高
の
英
語
の
専

修
免
許
を
取
得
で
き
ま
す
。
留
学
生
の
場

合
、帰
国
後
は
研
究
者
や
教
育
者
に
な
る

場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。 

姜
　
私
も
韓
国
に
帰
っ
た
ら
研
究
者
を
目

指
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
愛
知
淑
徳
大

学
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
を
無
駄
に
し
な

い
よ
う
に
、教
え
る
大
切
さ
を
伝
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

ジ
ョ
リ
ー
教
授
　
異
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
専
攻
で
は
、平
成
16
年
度
か
ら
さ
ら
に

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
領
域
を
広
く
し
ま
す
。
博

士
課
程
の
前
期
で
は
、日
本
語
表
現
や
数

学
的
な
面
か
ら
の
統
計
、経
営
情
報
論
、

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
政
策
な
ど
７
科
目
を
新
規

開
設
し
ま
す
。
後
期
も
非
言
語
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、中
国
語
学
な
ど
６
科
目
を
新
設
し
、

幅
広
い
教
育
研
究
が
可
能
に
な
る
と
思
い

ま
す
。 

杉
本
研
究
科
長
　
こ
の
よ
う
な
研
究
領

域
に
興
味
の
あ
る
人
は
是
非
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
科
に
進
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

社
会
人
は
約
半
数
、増
加
の
傾
向
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異文化コミュニケーション専攻 
博士前期課程２年 
小早川真由美 
（こばやかわ・まゆみ）さん 

研究テーマ「高等学校『英語Ⅰ』
教科書の課題におけるライティング
活動の比較分析」 
将来の夢・希望　高等学校の英語
教師になることです。 
 

異文化コミュニケーション専攻 
博士後期課程２年 
姜奎錫（かん・ぎゅそく）さん 
研究テーマ「日・韓両国における敬語
の比較研究」 
将来の夢・希望　韓国の大学で日本
語の教師を目指しています。大学院で
学んだことを土台に、学生に伝えること
の大切さを教えていきたいと思います。
本国の学生に少しでも日本文化のす
ばらしさを伝えることができれば幸いです。 
 

異文化コミュニケーション専攻主任 
ジョリー・幸子教授（左） 

コミュニケーション研究科長 
心理学専攻　杉本助男教授（右） 


