
�
お
雇
い
�外
国
人
の

日
本
人
学
生
に
対
す
る
印
象

幕
末
・
明
治
初
期
に
は
多
く
の
欧
米
人
が

渡
来
し
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
日
本
の
近
代

化
形
成
に
尽
力
し
た
。富
国
強
兵
、殖
産
興
業

と
近
代
的
国
家
づ
く
り
が
課
題
の
明
治
新
政

府
に
と
っ
て
、教
育
の
面
で
も
高
等
専
門
教
育

の
開
始
と
整
備
が
急
務
で
あ
っ
た
。こ
の
た
め
、

そ
れ
ら
の
先
進
国
か
ら
臨
時
に
招
聘
・
雇
用
さ

れ
た�
お
雇
い
�教
師
・
技
師
た
ち
が
、日
本
人

学
生
に
対
す
る
指
導
に
当
た
っ
た
。幕
末
に
設

置
さ
れ
た
医
学
校
や
開
成
学
校（
東
京
大
学

の
前
身
校
）、そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
新
設
さ
れ

た
専
門
教
育
機
関
は
、こ
う
し
た
お
雇
い
外
国

人
教
師
の
活
躍
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

お
雇
い
外
国
人
の
来
日
の
理
由
に
は
、日
本

へ
の
強
い
関
心
、開
化
の
指
導
者
た
ら
ん
と
す

る
使
命
感
に
加
え
て
、高
い
給
料
が
魅
力
と
い

う
現
実
的
な
動
機
が
あ
っ
た
。し
か
し
、そ
の
一

人
グ
リ
フ
ィ
ス
が
い
う
よ
う
に
、ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
て
い
た
当
時
の
日
本
の
若
者
、学
生
た
ち

の
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
、ひ
た
む
き
な
向
学
心

と
国
家
へ
の
使
命
感
に
燃
え
て
学
業
に
励
む
姿

に
心
打
た
れ
た
こ
と
に
も
あ
っ
た
。

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
や

ポ
ン
ペ
の
記
録
か
ら

こ
こ
で
１
８
５
５
年（
安
政
２
）に
長
崎
奉

行
所
西
役
所
に
創
設
さ
れ
た
長
崎
海
軍
伝
習

所
の
指
導
者
で
オ
ラ
ン
ダ
の
海
軍
士
官
Ｗ
・

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
や
日
本
初
の
西
洋
式
病
院
、

長
崎
の
小
島
養
生
所
を
設
立
、本
格
的
近
代

西
洋
医
学
教
育
を
導
入
し
た
Ｊ
・
ポ
ン
ペ
の
記

録
を
見
て
み
よ
う
。カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
、彼

の
著
書「
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
」の
中
で
、

日
本
人
の
物
分
か
り
の
早
さ
、熱
心
さ
を
認
め
、

ポ
ン
ペ
も「
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
」で
学
生

の
理
解
力
の
よ
さ
、「
教
科
を
貪
り
摂
取
」す
る

熱
意
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
、日
本
人
学

生
に
は
慎
重
に
扱
う
べ
き
こ
と
を
茶
化
し
て
し

ま
う
よ
う
な
、軽
々
し
い
態
度
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
同
時
に
記
し
て
い
る
。ま
た
、ポ
ン
ペ
も
、熱

心
さ
の
あ
ま
り
臨
床
治
療
や
手
術
の
や
り
方

な
ど
、一
足
と
び
で
性
急
に
結
論
、解
答
を
得

よ
う
と
す
る
日
本
人
学
生
の
安
易
な
態
度
を

戒
め
、彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
要
求
を
一
蹴
し
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。そ
う
し
た
中
で
ポ
ン
ペ
は
、

医
学
の
基
礎
と
な
る
教
科
課
程
を
着
実
に
学

習
す
る
大
切
さ
と
と
も
に
、何
事
も
徹
底
的
に

学
ぶ
辛
抱
強
さ
を
教
え
た
の
だ
っ
た
。

と
き
に
は�
博
物
館
�へ

お
雇
い
外
国
人
や
ポ
ン
ペ
な
ど
が
讃
え
た
日

本
の
学
生
た
ち
の
強
い
知
的
探
究
心
は
、い
ま

ど
う
だ
ろ
う
か
。博
物
館
来
館
者
に
限
っ
て
見

る
と
、学
生
の
姿
が
極
め
て
少
な
く
、心
も
と

な
い
。コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、大
型

テ
レ
ビ
、携
帯
電
話
な
ど
で
容
易
に「
モ
ノ
」を

見
る
こ
と
が
出
来
る
時
代
に
、博
物
館
に
行
く

こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
、と
い
う
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、最
近
の
博
物
館
は
来

館
者
の
知
性
を
刺
激
し
、未
来
を
創
り
だ
す
た

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ
ン
、装
置
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。若
い
と
き
は
生
き
る
目
的
や
方
法

を
探
し
迷
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
時
、博
物
館
で「
ホ
ン
モ
ノ
」の
価
値
を

感
じ
た
り
、新
し
い
世
界
に
出
会
っ
て
思
わ
ぬ
ヒ

ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。長
崎
歴
史

文
化
博
物
館
に
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
は
、と

思
う
。
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