
小
さ
な
町
の
事
例
か
ら
始
め
る 

ド
イ
ツ
の
地
域
学
の
研
究

ド
イ
ツ
は
も
ち
ろ
ん
日
本
の
社
会
現
象

も
扱
う
ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
に
と
っ
て
、
こ

の
二
国
は
ど
ん
な
位
置
づ
け
で
研
究
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
生

の
専
門
の
一
つ
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
の
地
域

学
」
か
ら
お
訊
き
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で

は
「
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
手
法

が
重
要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。
あ
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
具

体
的
事
例
を
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
一
般
的

な
傾
向
を
見
出
し
て
い
く
手
法
で
す
が
、

具
体
的
な
事
例
を
用
い
て
説
明
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。

「
何
か
の
テ
ー
マ
を
調
べ
た
い
と
き
、

全
国
規
模
の
比
較
を
大
雑
把
に
行
う
よ

り
、
あ
る
一
つ
の
地
域
に
絞
っ
た
小
さ
な

事
例
を
細
か
く
詳
し
く
調
べ
た
方
が
充
実

し
た
情
報
が
得
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
一

般
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
そ

の
た
め
に
は
地
域
の
自
治
体
の
情
報
ま
で

含
め
深
く
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
社

会
学
か
ら
発
し
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
で

す
が
、
い
ろ
ん
な
分
野
で
活
用
で
き
ま
す

ね
。
学
生
に
と
っ
て
も
研
究
が
や
り
や
す

い
は
ず
で
す
」

実
は
こ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
は
、
先

生
自
身
の
研
究
と
も
関
わ
る
重
要
度
の
高

い
手
法
な
の
で
す
。

「
以
前
に
書
い
た
論
文
（
次
ペ
ー
ジ
参

照
）
で
ド
イ
ツ
の
リ
ヒ
テ
ナ
ウ
市
の
環
境

政
策
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
は
環

境
先
進
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思

い
ま
す
が
、
多
く
の
環
境
政
策
が
ま
ず
自

治
体
レ
ベ
ル
で
発
信
さ
れ
、
そ
の
後
、
国

家
施
策
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
に
は

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
普
及
さ
せ
る
た

め
の
（
電
力
会
社
が
買
い
取
る
こ
と
を
国

が
約
束
す
る
）「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
」
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
法
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
こ

の
法
律
も
、
国
家
レ
ベ
ル
で
導
入
さ
れ
た

の
で
は
な
く
自
治
体
の
発
想
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
小
さ
な
町
の
小

さ
な
ケ
ー
ス
で
も
、
将
来
よ
り
大
き
な
政

策
や
開
発
の
見
本
に
な
る
可
能
性
が
十
分

に
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
も
、
こ
う
し
た

発
見
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、
環
境

政
策
に
限
ら
ず
今
後
も
同
じ
よ
う
な
ケ
ー

ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
研
究
に
結
び
付
け
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

類
似
と
相
違
を
共
に
考
え
る 

日
独
の
比
較
研
究

ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
の
二
つ
目
の
専
門
は

日
独
研
究
で
す
。
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
先
生

ド
イ
ツ
出
身
の
ヤ
ン
ボ
ー
ル
・
ア
ダ
ム
先
生
は
、

ド
イ
ツ
語
も
教
え
な
が
ら
、ド
イ
ツ
の
地
域
を
通
し
た

各
種
事
例
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
日
独
の
比
較
、さ
ら
に

日
本
の
若
者
の
考
え
方
や
行
動
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

日
本
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ
だ
が
、ド
イ
ツ
で
育
ち
、

日
本
で
生
活
す
る
ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
は
、似
て
い
る
点
と

異
な
る
点
の
双
方
を
見
つ
め
つ
つ
、二
つ
の
国
に
同
じ
よ
う
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
が
ら
研
究
を
深
め
て
い
く
。

新
た
な
発
見
が
生
ま
れ
る
、そ
の
独
自
の
研
究
の
面
白
さ
を

具
体
的
な
事
例
と
絡
め
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。

ド
イ
ツ
と
日
本
。
似
て
い
な
が
ら
異
な
る

二
つ
の
国
の
社
会
問
題
・
社
会
現
象
を
、

住
む
人
々
や
地
域
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、

研
究
し
て
い
く
。 

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
発
見
が
、 

学
ぶ
喜
び
を
深
め
て
く
れ
る
。

ヤンボール・アダム特任助教

総 合 政 策 学 部



が
日
本
と
併
せ
て
研
究
す
る
道
を
選
ん
だ

経
緯
か
ら
お
訊
き
し
ま
し
た
。

「
大
学
時
代
の
専
攻
は
現
代
日
本
学
で
、

日
本
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
研
究
す

る
総
合
的
な
学
問
で
し
た
。
私
は
主
に
日

本
社
会
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
ま
し
た

が
、
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
講
義
も
同
時

に
受
け
て
き
ま
し
た
。
日
独
研
究
は
日
本

に
来
て
か
ら
研
究
対
象
に
な
っ
た
分
野
で

す
。
き
っ
か
け
は
、
現
代
ド
イ
ツ
に
関
す

る
特
殊
講
義
と
ド
イ
ツ
語
の
授
業
中
に
学

生
に
教
え
た
『Landeskunde

（
ド
イ
ツ

地
域
学
）』
で
し
た
。
特
殊
講
義
の
テ
ー

マ
は
〝
現
代
ド
イ
ツ
の
歴
史
と
社
会
〟
で
、

主
に
ド
イ
ツ
の
現
代
史
と
社
会
・
文
化
事

情
を
教
え
て
い
ま
し
た
。こ
の
講
義
で
は
、

日
本
の
学
生
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
日

本
の
事
情
に
つ
い
て
話
す
こ
と
も
多
く
、

日
独
の
関
連
性
に
つ
い
て
研
究
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
」

「
ド
イ
ツ
と
日
本
は
よ
く
似
て
い
る
」

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
日
独
研
究
の
意
義
も

そ
の
点
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
実
際
の
労
働
市
場
や
社
会
構
造
に
お

い
て
ド
イ
ツ
と
日
本
を
比
較
す
る
と
、
ア

メ
リ
カ
と
日
本
の
関
係
よ
り
遥
か
に
類
似

点
が
多
い
で
す
。
例
え
ば
、
平
均
勤
続
年

数
は
10
年
前
後
で
欧
米
諸
国
よ
り
長
く
、

超
高
齢
社
会
な
の
で
、
日
本
の
介
護
保
険

は
ド
イ
ツ
を
手
本
に
制
度
設
計
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
で

近
代
化
が
遅
れ
た
半
面
、
高
度
成
長
期
を

経
験
す
る
な
ど
歴
史
に
お
い
て
も
似
た
点

が
あ
り
ま
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
は
競
争
社
会

で
す
の
で
、
ド
イ
ツ
を
学
ぶ
方
が
政
策
に

も
活
か
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
」

先
生
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
「
し

か
し
似
て
い
る
部
分
が
多
く
て
も
、
社
会

問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
か
な
り
異
な
り

ま
す
」
と
続
け
ま
し
た
。

2009 年、ハインリッヒハイネ大学デュッセル
ドルフ 哲学部 現代日本学科・歴史学科卒業。

2010 年 9 月、琉球大学法文学部に 1 年間交換留学。2013 年、ハインリッヒハイネ大学デュッ
セルドルフ大学院修士課程修了。この間、2011 年～ 14 年まで同大学哲学部現代日本研究所助手。
2014 年に琉球大学法文学部客員研究員、中央大学総合政策学部外国人契約講師を経て、2021
年 4 月より現職。

Jambor Adam（ヤンボール・アダム）

総合政策研究（写真右）：先生の研究論文「ドイツのエ
ネルギー転換における自治体政策と市民参加の歴史と
現状」が掲載。リヒテナウ市の風力発電についての地
域研究のケーススタディーだ。

CASE STUDY RESEARCH（写真左）：さまざまな分
野における豊富なケーススタディーの事例を通し、具体
的な研究方法が説明されている。先生の研究に不可欠
なアプローチについて学ぶテキストとして使われている。



「
ゼ
ミ
や
特
殊
講
義
で
は
『
違
い
と
共

通
点
を
共
に
知
る
』
こ
と
を
心
が
け
て
い

ま
す
。
最
近
の
ド
イ
ツ
の
変
化
や
、
ど
ん

な
考
え
方
や
政
策
が
あ
る
の
か
を
知
れ
ば

『
理
解
し
合
う
』だ
け
で
な
く『
学
び
合
う
』

き
っ
か
け
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
ド
イ
ツ
と
日
本
の
労
働
観
で

〝
ま
じ
め
〟と
い
う
言
葉
を
目
に
し
ま
す
が
、

日
本
人
に
社
内
の
空
気
や
上
司
の
意
向
を

気
に
し
て
残
業
す
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、

ド
イ
ツ
人
は
論
理
的
で
合
理
性
に
こ
だ
わ

る
た
め
、
理
由
が
な
い
と
残
業
し
ま
せ
ん
。

ま
た
日
本
の
学
生
は
よ
く
『
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
た
い
』
と
言
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
の

学
生
に
と
っ
て
仕
事
は
〝
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
義
務
〟
な
の
で
『
働
き
た
い
』
と

い
う
表
現
を
全
く
使
わ
な
い
の
で
す
」

日
本
の
若
者
の
就
活
を 

人
間
関
係
か
ら
考
え
る

さ
て
、
ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
の
三
つ
目
の

専
門
は
日
本
の
若
者
研
究
。
こ
こ
で
は
、

既
に
説
明
し
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
と
い

う
手
法
に
加
え
、
先
生
が
重
視
す
る
も
う

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
社
会
関
係
資
本
」

が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
々
が
持
つ

社
会
的
な
人
間
関
係
と
信
頼
関
係
を
指
し

ま
す
。
先
生
は
学
生
時
代
に
留
学
も
さ
れ

た
沖
縄
を
対
象
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
主
に
沖
縄
に
お
け
る
『
地
元
志
向
』

に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
ま

し
た
。
ド
イ
ツ
学
術
交
流
会
か
ら
研
究
費

を
得
て
一
年
間
、
大
学
生
の
就
職
活
動
に

関
す
る
聞
き
取
り
調
査
と
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
っ
て
、
就
職
活
動
に
お
け
る
若
者

の
〝
移
住
決
定
〟
を
中
心
に
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
ー
研
究
を
行
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
東
京
な
ど
に
出
ず
、
地
元
に
残

る
こ
と
を
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と

い
う
結
果
が
導
か
れ
ま
し
た
。
所
得
水
準

が
日
本
で
最
も
低
い
沖
縄
で
す
が
、
こ
の

決
定
は
経
済
的
な
動
機
で
説
明
し
に
く
い

の
で
す
。
現
代
日
本
の
若
者
は
、
こ
れ
ま

で
の
世
代
と
比
べ
、
出
世
・
キ
ャ
リ
ア
よ

り
〝
人
と
の
繋
が
り
〟
と
〝
住
む
環
境
〟

を
重
視
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り

沖
縄
を
出
た
く
な
い
の
で
す
」

こ
の
〝
人
と
の
繋
が
り
〟
が
「
社
会
関

係
資
本
」
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
そ
う
で
す
ね
、
若
者
の
価
値
観
や
移

住
へ
の
意
識
変
化
は
『
社
会
関
係
資
本
』

で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
40
年
ほ

ど
前
は
沖
縄
の
人
口
の
約
半
分
が
一
時
的

に
本
土
（
沖
縄
以
外
の
都
道
府
県
あ
る
い

は
本
州
）
で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

は
本
土
で
就
職
す
る
割
合
は
10
％
程
度
に

下
が
り
ま
し
た
。
地
元
の
同
級
生
同
士
の

情
報
交
換
を
重
視
し
就
職
先
は
沖
縄
で
探

す
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
昔
の
よ
う
に
バ
リ

バ
リ
働
く
の
で
は
な
く
、
仕
事
よ
り
仲
間

の
方
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
就
職
活
動

の
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
っ
て
学
生
の
選
択
肢
が
増

え
る
就
職
活
動
自
体
の
変
化
も
あ
り
ま
す

が
、
多
過
ぎ
る
選
択
肢
の
な
か
で
不
安
に

な
る
よ
り
、
頼
り
に
な
る
仲
間
が
い
る
地

元
に
留
ま
る
選
択
に
つ
な
が
る
よ
う
で
す
」

こ
う
し
た
地
元
の
仲
間
重
視
の
傾
向
は

「
公
務
員
志
望
の
学
生
が
道
庁
で
は
な
く

地
元
の
市
役
所
を
選
ぶ
」
北
海
道
の
事
例

に
も
あ
る
そ
う
で
、〝
一
般
化
〟
し
つ
つ
あ

る
よ
う
で
す
。

先
生
の
今
後
の
研
究
課
題
も
こ
の
「
社

会
関
係
資
本
」。
ド
イ
ツ
北
部
に
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
難
民
が
多
く
移
住
し
た
り
、
日

本
の
特
定
地
域
に
同
じ
国
の
出
身
者
が
集

ま
る
現
象
を
「
社
会
関
係
資
本
」
を
通
し

て
分
析
す
る
。
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な

い
分
野
ら
し
く
、
成
果
が
待
た
れ
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
歴
史
を
学
ん
だ
う
え
で 

興
味
あ
る
研
究
分
野
に
臨
む

そ
れ
で
は
ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
の
ゼ
ミ
の

内
容
を
お
訊
き
し
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
そ

こ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
学
び
が
切

り
離
せ
な
い
よ
う
で
す
。

「
ゼ
ミ
生
の
研
究
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
、

社
会
学
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
紹
介

し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
社
会
問

題
・
社
会
現
象
に
つ
い
て
学
ん
で
い
き
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
的

背
景
を
知
る
こ
と
が
前
提
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
ド
イ
ツ
の
現
代
史
（
１
８
７
１
年

の
ド
イ
ツ
帝
国
の
誕
生
か
ら
現
代
ま
で
）

を
政
治
・
経
済
を
中
心
に
学
び
ま
す
。

歴
史
と
言
っ
て
も
、
現
在
を
考
え
る
た

め
に
学
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。
例
え
ば
戦

後
の
ド
イ
ツ
や
、
い
ま
日
本
で
も
注
目
さ

れ
て
い
る
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
は
歴
史
上
で
ど
ん

な
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
か
。
２
０
１
７
年



に
同
性
婚
を
法
的
に
認
め
た
ド
イ
ツ
で

は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
時
代
に
は
ゲ
イ
を
犯

罪
と
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
レ
ズ
ビ
ア

ン
は
犯
罪
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
男

性
が
法
律
を
作
っ
て
い
た
当
時
は
、
女
性

の
性
行
為
は
話
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の

で
す
。
社
会
現
象
は
政
治
・
経
済
と
も
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
考

え
方
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
も
つ
な
が
る

知
識
は
歴
史
か
ら
も
得
ら
れ
、
現
代
的
な

テ
ー
マ
で
も
、
歴
史
背
景
の
知
識
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
」

い
ま
３･

４
年
生
ゼ
ミ
（
ド
イ
ツ
地
域

研
究
）
で
は
二
人
の
学
生
が
研
究
し
て
い

る
そ
う
で
す
。

「『Fridays for Future

』
と
い
う
若
者

の
環
境
運
動
と
、
日
本
に
住
む
外
国
人
児

童
の
語
学
支
援
が
テ
ー
マ
で
す
。前
者
は
、

環
境
運
動
へ
の
熱
意
が
高
い
ド
イ
ツ
の
学

生
と
日
本
の
学
生
の
差
が
興
味
深
く
、
後

者
は
、
教
育
を
義

務
と
考
え
る
ド
イ

ツ
と
、
申
請
を
出

せ
ば
学
ば
せ
る
姿

勢
の
日
本
の
行
政

と
の
差
が
鮮
明
に

な
り
ま
す
。
ま
さ

に
現
代
の
社
会
問

題
が
見
え
る
研
究

で
、
日
独
の
比
較

に
よ
っ
て
大
き
な

発
見
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

本
来
は
総
合
政

策
学
部
の
『
語
学

研
修
』
で
ド
イ
ツ

を
訪
れ
、
語
学
学
校
の
授
業
の
合
間
に

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
行
い
ま
す
。
私
は

ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
た

め
、
語
学
の
授
業
を
き
っ
か
け
に
私
の
ゼ

ミ
を
選
ぶ
学
生
が
多
い
で
す
。
し
た
が
っ

て
ゼ
ミ
生
は
ド
イ
ツ
語
を
使
い
た
い
し
、

私
も
ド
イ
ツ
語
が
使
え
る
機
会
を
与
え
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
も
母
国
語
で
は

な
い
日
本
語
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
・
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
た
際
は
、
今
ま
で

存
在
し
な
か
っ
た
世
界
が
開
か
れ
た
気
分

で
し
た
。
ド
イ
ツ
語
だ
け
で
は
な
く
英
語

の
参
考
文
献
も
読
ん
で
準
備
を
す
る
の
で

す
が
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
発
見

も
多
く
、
外
国
語
を
使
う
楽
し
さ
が
こ
の

ゼ
ミ
で
経
験
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

ド
イ
ツ
と
日
本
の
両
方
を
見
つ
め
る
こ

と
で
新
た
な
研
究
世
界
が
広
が
る
。
そ
こ

に
ヤ
ン
ボ
ー
ル
先
生
の
ゼ
ミ
な
ら
で
は
の

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

「
英
語
が
で
き
れ
ば
い
い
」
と
よ
く
言

わ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
英
語
以
外
の

外
国
語
の
勉
強
は
、
そ
の
言
語
を
通
し

て
全
く
違
う
世
界
が
見
え
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。
英
語
が
で
き
る
人
と
話

し
て
も
、
そ
の
人
の
母
国
語
で
話
す
と

全
く
違
う
人
に
見
え
ま
す
。
言
語
学
の

研
究
に
よ
る
と
、
人
が
外
国
語
を
話
す

際
に
は
違
う
「
人
格
」
に
な
る
と
言
わ

れ
ま
す
。
私
も
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
で
、

話
し
方
や
ふ
る
ま
い
が
全
く
違
う
と
よ

く
言
わ
れ
ま
す
。
仕
事
で
相
手
に
英
語

が
通
じ
て
会
話
が
成
り
立
っ
て
も
、
そ

の
人
の
本
質
を
理
解
す
る
の
が
難
し
い

の
も
同
じ
理
由
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
研
究
す
る
際

も
同
様
で
す
。
研
究
の
意
義
に
つ
い
て

は
述
べ
ま
し
た
が
、
よ
り
深
く
、
ま
た

幅
広
い
情
報
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め

に
は
、
ド
イ
ツ
語
の
習
得
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。

外
国
語
は
い
ず
れ
忘
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
習
し
た
言
語
を

通
し
て
違
う
世
界
や
考
え
方
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
の
考
え
と
違

う
何
か
別
の
文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
、

人
間
と
し
て
の
成
長
に
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。

日本に関心を抱き、日本学を学びたくて、それが学べる大学を選んだ先生。ドイ
ツでは、多くの学生が専攻を基準に選ぶので、日本のような都心か地元か、と
いう選択肢が生じない点が異なる。


