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吉野耕作

アカデミック・マーケットの
使用言語

よしの　こうさく／上智大学教授

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスよりPh.D.取得。専門はナショナリズムの
社会学。上智大学講師、助教授、東京大学助教授、教授を経て、現職。本文中に紹
介した著書に加えて、編著書にConsuming Ethnicity and Nationalism: Asian Experiences

（Curzon）などがある。マレーシアにおけるマルチエスニシティと高等教育の英語化
に関する調査を長年行い、現在著書を執筆中。

　英
語
に
よ
る
海
外
発
信
を
め
ぐ
る
議
論
が
日
本
の
社

会
科
学
で
盛
ん
で
あ
る
。
私
が
所
属
す
る
社
会
学
会
で

も
、
国
際
化
の
名
の
下
に
そ
う
し
た
議
論
が
盛
ん
に
さ

れ
て
い
る
。
英
語
使
用
は
、単
に
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、

出
版
文
化
、
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
言
語
に
伴

う
一
連
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
含
む
の
で
、
そ
の
波
及
効
果

は
計
り
知
れ
ず
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
言
語
使
用
と
国
際
性
の
も

う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
個
人
的
な
体
験
談
を
語
っ
て

み
た
い
。

　学
術
言
語
を
め
ぐ
る
私
の
個
人
史
は
、
普
通
と
は
逆

か
も
し
れ
な
い
。
最
初
の
著
書
が
英
語
で
、
イ
ギ
リ
ス

の
ラ
ウ
ト
レ
ッ
ジ
か
ら
一
九
九
二
年
に
『
現
代
日
本
の

文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
と
き
私

は
上
智
大
学
に
勤
め
て
い
て
、
講
義
も
英
語
が
多
く
、

日
本
語
で
書
く
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

か
ら
英
語
の
み
で
研
究
発
表
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い

た
。
実
際
、
英
語
の
著
書
に
対
す
る
反
響
は
翌
年
か
ら

出
始
め
、
世
界
各
地
か
ら
の
講
演
や
執
筆
の
依
頼
を
受

け
て
、
し
ば
ら
く
は
英
語
の
学
術
世
界
に
身
を
置
い
て

い
た
。
そ
ん
な
中
、
一
九
九
六
年
に
東
大
の
文
学
部
に

移
り
、
環
境
が
変
わ
っ
た
。
あ
る
時
主
任
教
授
に
研
究

室
に
呼
ば
れ
て
、「
吉
野
君
、
君
は
東
大
に
来
た
か
ら

に
は
、
日
本
語
で
本
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
日

本
の
社
会
学
者
に
も
っ
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
助
言
に
半
ば
従
う
形
で
、

一
九
九
七
年
に
英
語
の
本
を
日
本
語
で
か
な
り
書
き
直

し
た
も
の
を
『
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
社
会
学
』
と

し
て
名
古
屋
大
学
出
版
会
か
ら
出
版
し
た
。

　そ
の
結
果
い
く
つ
か
の
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
第
一
に
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
が
、
日
本
で
の
認
知
度
が
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
第

二
に
、
こ
れ
は
予
期
せ
ぬ
こ
と
だ
っ
た
が
、
中
国
と
韓

国
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
語
と
韓
国

語
に
翻
訳
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
日
本
語
で
書
か

な
か
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。
こ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
日
本
の
学
術
界

に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
も
う
一
つ
の
国
際
発
信
の
場

な
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。

　日
本
と
同
様
に
、
中
国
と
韓
国
に
は
翻
訳
文
化
と
そ

れ
を
取
り
巻
く
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
。
誰

が
何
語
で
翻
訳
す
る
か
と
い
う
役
割
分
担
が
あ
っ
て
、

歴
史
的
に
蓄
積
が
あ
る
日
本
留
学
組
の
存
在
も
大
き

い
。
日
本
の
著
作
を
中
国
語
な
り
韓
国
語
に
翻
訳
す
る

こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
一
つ
の
業
績
に
な
る
し
、
そ

れ
を
支
え
る
出
版
文
化
が
あ
る
。
日
本
語
の
社
会
科
学

の
研
究
を
翻
訳
し
て
読
者
を
拡
げ
て
く
れ
る
人
た
ち
が

中
国
や
韓
国
に
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
大
切
に
し

た
い
と
思
っ
た
。

　日
本
で
醸
造
さ
れ
て
き
た
「
日
本
の
」
社
会
科
学
、

そ
れ
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
東
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
、

韓
国
か
ら
成
る
世
界
が
一
つ
あ
っ
て
、も
う
一
つ
に
は
、

英
語
を
中
心
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
巨
大
化
し

て
い
る
も
う
一
つ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が

あ
る
。
研
究
対
象
地
を
拡
げ
れ
ば
さ
ら
に
別
の
市
場
が

い
く
つ
も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
複
数
の

言
語
市
場
の
間
を
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
行
っ
た
り

来
た
り
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
切
だ
と
思
う
。


