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巻頭特集

東京職工学校以来129年の伝統を誇る東京工業大学と商法講習所以来135年の歴史を有する一橋大学。

科学技術系と社会科学系とで教育研究分野は異なるが、それぞれの分野で国内トップと称され、

産業界への人的貢献や同窓会組織の充実、大胆な研究組織の再構築など、共通するところも多い。

両学長の対談から、「工」と「商」の本質は案外近いもののようにも思える。

東京工業大学の伊賀学長、一橋大学の杉山学長に、これから両大学が進む方向性について語ってもらった。

日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
語
る
世
界
競
争
力
の
あ
る
人
材
と
は
？
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伊
賀
健
一
氏

「
知
」
と
「
業
（
わ
ざ
）・
技
」
を
磨
く
原
動
力
は
「
志
」

そ
の
隠
し
味
は
「
和
」

杉
山

２
０
０
９
年
11
月
に
、
東
京
工
業
大
学
の
蔵
前
工
業

会
と
一
橋
大
学
の
如
水
会
の
主
催
で
、「
も
の
つ
く
り
と
日

本
経
済
」
を
テ
ー
マ
に
合
同
移
動
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

両
大
学
の
同
窓
会
に
よ
る
初
め
て
の
試
み
で
し
た
。
当
日
は

大
変
盛
況
で
し
た
ね
。

伊
賀

「
も
の
づ
く
り
都
市
」
の
浜
松
が
会
場
で
し
た
が
、

一
橋
大
学
と
東
京
工
業
大
学
の
同
窓
会
に
よ
る
合
同
主
催
で

し
た
の
で
、
お
互
い
に
負
け
て
は
な
ら
じ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ル
ー
ト
を
使
っ
て
宣
伝
し
た
結
果
、
７
０
０
人
を
超
え
る

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
元
の
ス

ズ
キ
株
式
会
社
の
鈴
木
修
会
長
兼
社
長
に
も
来
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
あ
れ
だ
け
の
こ
と
を
す
る
の
は
、
な
か
な
か
大

変
な
こ
と
で
し
た
。

杉
山
「
も
の
つ
く
り
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
立

場
か
ら
話
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
一
橋
大
学
は
「
も
の
つ
く

り
」
と
い
う
よ
り
、
そ
の
仕
組
み
や
サ
ー
ビ
ス
を
扱
う
社
会

科
学
系
の
大
学
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
話
を
す
れ
ば
わ
か
り

や
す
い
の
か
に
つ
い
て
悩
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は

物
流
関
係
が
専
門
で
す
の
で
、
具
体
的
な
事
例
を
含
め
な
が

ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

伊
賀

私
の
専
門
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
分
野
で
、
レ
ー
ザ

ー
や
半
導
体
と
い
っ
た
も
の
つ
く
り
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
も
の
つ
く
り
に
つ
い

て
話
を
し
て
か
ら
、
大
学
の
在
り
方
な
ど
の
話
を
し
ま
し
た

が
、
実
は
私
も
困
っ
て
い
た
の
で
す
。「
も
の
つ
く
り
」
と

い
っ
て
も
基
本
的
に
は
大
学
で
研
究
し
て
い
る
範
囲
し
か
わ

か
り
ま
せ
ん
の
で
、
産
業
界
の

人
を
前
に
し
て
「
も
の
つ
く
り
」

に
つ
い
て
話
す
の
は
、
多
少
躊

躇
が
あ
り
ま
し
た
（
笑
）。
そ

れ
に
し
て
も
、
両
大
学
の
同
窓

会
は
非
常
に
い
い
意
味
で
競
争
し
て
お
り
、
大
学
が
こ
の
よ

う
な
強
固
な
同
窓
会
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
珍
し
い

こ
と
で
す
し
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

杉
山

さ
て
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
現
在
、
第
２
期
の
中
期

目
標
・
中
期
計
画
に
基
づ
い
て
教
育
研
究
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
第
１
期
を
振
り
返
っ
て
み
て
の
感

想
は
い
か
が
で
し
た
か
。
私
が
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
日
本

経
済
新
聞
に
黒
木
登
志
夫
前
岐
阜
大
学
長
の
国
立
大
学
法
人

化
第
１
期
を
振
り
返
っ
て
の
記
事
が
載
っ
て
い
て
、
そ
の
見

出
し
が
「
活
性
化
と
疲
弊
の
６
年
」
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

「
活
性
」
と
「
疲
弊
」
と
い
う
と
相
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、

多
く
の
大
学
が
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

東
京
工
業
大
学
長杉

山
武
彦

一
橋
大
学
長

×

合
同
移
動
講
座
で

「
も
の
つ
く
り
」
を
語
る

第
１
期
中
期
目
標
期
間
は
、

活
性
化
と
疲
弊
の
６
年
間
だ
っ
た
か
？
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日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

伊
賀

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
で
は
、
そ
の
「
活
性
」
で
す
ね
。

国
立
大
学
時
代
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
運
営
面
で
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
東
京
工
業
大
学
と
そ

の
同
窓
会
で
あ
る
蔵
前
工
業
会
が
資
金
を
積
み
立
て
て
一
緒

に
会
館
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
研
究
面
で
も
、
研

究
費
な
ど
の
経
費
の
枠
組
を
大
学
の
裁
量
で
組
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
柔
軟
に
運
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
大
学
に
と
っ
て
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
、
発
展

の
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
り
ま
し
た
。

「
疲
弊
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
疲
」
れ
て
は
い
ま

す
が
、「
弊
」
で
は
な
い
、
つ
ま
り
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
運
営
費
交
付
金
が
毎
年
度
減
額

さ
れ
る
の
は
ど
こ
の
大
学
に
と
っ
て
も
大
変
で
す
。
し
か
し

一
方
で
は
競
争
的
資
金
が
増
え
て
い
る
の
で
、
大
学
全
体
と

し
て
の
予
算
は
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
長
自
ら
が
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
臨
み
話
を
す
る
よ
う
な
機
会
も
多
く
な
っ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
も
大
学
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
る
と
い
う
意

味
で
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

東
京
工
業
大
学
の
教
員
に
、
な
ぜ
疲
れ
て
い
る
の
か
聞
い

て
み
る
と
、
か
な
り
の
労
力
が
学
会
な
ど
の
世
話
に
費
や
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ま
す
。
学
術
・
研
究
に
お
け
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
組
織
を
維
持
す
る
た
め
の
学
会
運
営
は
不
可
欠
で

す
し
、
若
手
研
究
者
の
育
成
も
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
大
学
の
研
究
が
大
規
模
化
し
て
い
る
こ
と
も

一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
工
業
大
学
で
は
、
現
在
グ
ロ

ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
＊
１

を
９
件
獲
得
し
、
学
内
の
ほ
と
ん
ど
の
研

究
分
野
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
人
ほ
ど
忙
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。「
忙
し
い
」
と
い
う
漢
字
は
、「
心
」
を

「
亡
く
す
」
と
書
き
ま
す
が
、
私
は
常
日
ご
ろ
か
ら
多
用
で
あ

っ
て
も
多
忙
で
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
研
究
は
楽

し
く
や
る
も
の
で
す
。

杉
山

一
橋
大
学
で
も
同
じ
よ
う
に
、
忙
し
い
人
が
よ
り
忙

し
く
な
る
と
い
っ
た
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
競
争
的
資
金

の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
な
っ
て
き
て
か
ら
な
お
さ
ら
で
す
。
ま

た
、
伊
賀
学
長
が
言
わ
れ
る
と
お
り
、
力
の
あ
る
大
学
は
運
営

費
交
付
金
が
減
っ
て
も
競
争
的
資
金
が
獲
得
で
き
る
の
で
、
総

額
で
い
え
ば
以
前
よ
り
予
算
は
多
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
競
争
的
資
金
は
基
本
的
に
研
究
等
の
た
め
に
使
う
わ

け
で
す
か
ら
、
大
学
運
営
の
基
本
的
な
部
分
で
必
要
な
経
費
の

杉山武彦（すぎやま・たけひこ）
1968年一橋大学商学部卒業、1970年同大

学大学院商学研究科修士課程修了、1974

年同大学大学院商学研究科博士課程単位

修得退学。1974年成城大学経済学部専任

講師、1977年一橋大学商学部専任講師、

1980年同大学商学部助教授、1986年同大

学商学部教授。その後、商学部長、副学

長を歴任し、2004年12月一橋大学長（現

在に至る）。専門は交通経済。

伊賀健一（いが・けんいち）
1963年東京工業大学理工学部電気工学課

程卒業、1965年同大学大学院理工学研究

科電気工学専攻修士課程修了、1968年同

大学大学院理工学研究科電気工学専攻博

士課程修了。1968年東京工業大学助手、

1974年同助教授、1984年同教授。1979年

～1980年ベル研究所客員研究員兼務。そ

の後、同大学精密工学研究所長、附属図

書館長、2001年～2007年日本学術振興会

理事を歴任し、2007年東京工業大学長

（現在に至る）。専門は電子工学、特に光エ

レクトロニクス。

＊1  文部科学省の研究拠点形成費等補助金事業

伊賀学長自ら学内を案内してくださいました。
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や
り
く
り
は
大
変
で
す
。
そ
こ
が
辛
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

先
日
、
如
水
会
で
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
６

年
間
を
振
り
返
っ
て
「
競
争
と
評
価
」
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
如
水
会
の
会
合
に
集
ま
る
の
は

私
よ
り
も
先
輩
の
方
々
が
多
く
、
私
な
ど
は
本
当
に
若
い
ほ

う
で
す
。
終
わ
っ
て
か
ら
あ
る
大
先
輩
に
、「
い
ろ
い
ろ
や
っ

て
き
た
と
言
っ
て
い
た
が
、
正
確
に
は
や
ら
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
確
か
に
や
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
も

事
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
大
学
の
研
究
や
教
育

に
良
い
方
向
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
か

ら
、
被
害
者
意
識
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
賀

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
一
時
期
、「
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
し
た
が
、「
さ
せ

ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉
の
裏
返
し
だ
と
思
い
ま
す
。
教
育
や

研
究
は
強
制
的
に
「
さ
せ
ら
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
社
会

や
国
民
の
た
め
に
「
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」
も
の
で
す
。

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
、
国
民
の
た
め
に
こ
の
よ
う

な
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
も
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

杉
山

国
立
大
学
法
人
化
で
、
事
務
職
員

の
仕
事
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。
積
極
的
に
動
こ
う
と
い
う
気
運

が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、

法
人
化
の
大
き
な
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。

伊
賀

そ
う
で
す
ね
。
大
学
院
大
学
化
を

推
進
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
東
京
工
業

大
学
は
国
立
大
学
法
人
化
す
る
少
し
前
か

ら
事
務
組
織
改
編
の
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
研
究
科
ご
と

に
独
立
し
て
い
た
事
務
局
を
改
編
し
て
、
集
中
的
に
事
務
を

や
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
研
究
戦
略
室
を
立
ち

上
げ
て
、
競
争
的
資
金
へ
の
応
募
な
ど
の
際
に
、
各
研
究
科

の
教
員
と
職
員
が
集
団
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

広
報
室
も
同
様
で
、
教
員
と
職
員
が
い
っ
し
ょ
に
議
論
す
る

場
を
つ
く
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
事
務
組
織
改
編
に
つ
い
て

は
陰
の
部
分
も
あ
っ
て
、
現
場
が
多
少
手
薄
に
な

っ
て
い
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
少
し
ず

つ
変
え
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

杉
山

大
学
の
使
命
は
教
育
と
研
究
で
す
が
、
特

に
「
教
育
が
責
務
で
あ
る
」
と
い
う
期
待
が
、
法

人
化
以
降
、
一
段
と
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
一
橋
大
学
に
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
ー
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
。
い

ま
で
は
こ
れ
に
、「
知
と
業
（
わ
ざ
）
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と

い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
加
え
て
使
っ
て
い
ま
す
。
東
京

工
業
大
学
で
は
「
時
代
を
創
る
知ち

・
技わ
ざ

・
志
・
和わ

の
理
工
人
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
人
材
を
世
の
中
に
送
り

出
し
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
お
考
え
で
す
か
。

伊
賀

東
京
工
業
大
学
は
１
８
８
１
年
の
建
学
で
、
も
の
つ

く
り
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
が
建
学
の
精
神
で
す
。

壁
に
掛
か
っ
て
い
る
歴
代
学
長
の
肖
像
画
の
左
か
ら
２
番
目

が
手
島
精
一
校
長
で
、
日
本
の
工
業
の
祖
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
同
様
に
、「
産
業
の

す
す
め
」
を
説
い
た
人
物
で
す
。
そ
の
考
え
方
は
現
在
ま
で

脈
々
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
第
一
次
産
業
の
農
林

水
産
業
か
ら
第
二
次
産
業
の
鉱
工
業
に
産
業
の
重
点
が
移
っ

た
こ
ろ
か
ら
、
東
京
工
業
大
学
の
卒
業
生
が
工
業
を
担
う
人

材
と
し
て
活
躍
し
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
第
三
次
産
業
と

し
て
情
報
化
の
分
野
に
も
活
躍
の
場
が
広
が
っ
て
い
ま
す

が
、
も
の
つ
く
り
を
中
心
に
置
く
と
い
う
東
京
工
業
大
学
の

精
神
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

学
内
で
い
ろ
い
ろ
と
議
論
し
て
、「
も
の
つ
く
り
の
未
来
に

向
け
る
使
命
感
」
こ
そ
が
東
京
工
業
大
学
の
根
元
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
た
う
え
で
、
昨
年
、
東
京
工
業
大
学
将
来
構
想
「
東

工
大
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
０
９
」
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
今
で
は
、

情
報
や
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
ま
た
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
新

し
い
無
形
の
も
の
を
含
め
て
も
の
つ
く
り
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
杉
山
学
長
の
ご
専
門
で
あ
る
流
通
や
交
通
な
ど

も
対
象
で
す
。
ま
た
、
東
京
工
業
大
学
で
は
、
早
い
時
期
か
ら

経
営
工
学
や
金
融
工
学
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

杉
山

私
が
一
橋
大
学
の
大
学
院
生
の
こ
ろ
、
東
京
工
業
大

学
の
松
田
武
彦
先
生
（
元
学
長
）
の
研
究
室
の
大
学
院
生
の

方
々
と
交
流
し
ま
し
た
が
、
経
営
学
の
勉
強
を
私
た
ち
以
上

に
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
紹
介
す

る
際
に
、「
も
の
つ
く
り
」
は
英
語
で
何
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
か
。

伊
賀

い
い
表
現
が
な
い
の
で
、「m

onotsukuri

」

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

「m
o
n
o
tsu
ku
ri

」
の

未
来
を
担
う

人
材
を
育
成
す
る

4

こ
こ
ろ
ざ
し



と
そ
の
ま
ま
言
っ
て
い
ま
す
。「m

an
u
factu

rin
g

」
で
は
、

日
本
人
が
も
の
つ
く
り
に
込
め
て
い
る
深
遠
な
魂
の
よ
う
な

も
の
が
な
か
な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

杉
山

確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
情
報
な
ど
を

含
め
て
も
の
つ
く
り
を
考
え
て
い
く
と
、「m

anufacturing

」

で
は
納
ま
り
ま
せ
ん
ね
。

伊
賀

ア
メ
リ
カ
に
１
年
半
ほ
ど
い
た
と
き
、「F

rid
ay
-

aftern
oon

ex
p
erim

en
t

」
と
い
う
言
葉
を
知
り
ま
し
た
。

金
曜
日
の
午
後
５
時
に
な
る
と
、
た
と
え
仕
事
が
途
中
で
も
帰

っ
て
し
ま
う
。
月
曜
日
の
担
当
は
別
の
人
な
の
で
、
ネ
ジ
が
締

ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
車
を
つ
く
る
と
い
う

の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
い
け
な
い
。
東
京
工
業
大
学

で
は
、
根
元
的
な
も
の
つ
く
り
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

杉
山

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
こ
の
「
知ち

・
技わ
ざ

・

志
・
和わ

」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
い
。

伊
賀

「
知ち

」
は
知
識
や
知
性
で
、

「
技わ
ざ

」
は
東
京
工
業
大
学
の
本
分
で

あ
る
技
術
を
指
し
ま
す
。
そ
こ
に
は

や
は
り
高
い
「
志
」
が
必
要
で
、
こ

れ
に
日
本
古
来
の
和
の
精
神
を
示
す

「
和わ

」
を
加
え
ま
し
た
。
中
西
進
先

生
の
著
書
＊
２
に
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
す
が
、
聖
徳
太
子
は

十
七
条
の
憲
法
の
中
で
「
和
を
も
っ

て
貴
し
と
為
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
悟
り
を
開
い
て
い
な
い
者

同
士
が
言
い
争
う
こ
と
は
無
駄
で
あ

り
、
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
い
ろ
い
ろ
議
論
を
戦

わ
せ
て
、
最
後
に
は
和
を
も
っ
て
収
め
る
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
聞
い
た
瞬
間
に
「
こ
れ
だ
！
」
と

思
っ
た
の
で
４
つ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

学
生
に
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
こ
と
を
聞
い
て
み

る
と
、
こ
の
「
和
」
が
す
ご
く
い
い
と
言
う
の
で

す
。
付
け
加
え
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

杉
山

一
橋
大
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
も
「
知
」
と
「
業
（
わ
ざ
）」
は
含
ま
れ

て
い
ま
す
し
、「
志
」
は
そ
も
そ
も
キ
ャ
プ

テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
い

う
言
葉
に
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
、
19
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
思

想
家
に
し
て
歴
史
家
で
あ
る
カ
ー
ラ
イ
ル

の
本
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
産
業
革
命
後

の
営
利
に
走
る
経
営
者
の
存
在
を
見
な
が

ら
、
こ
れ
で
は
だ
め
だ
と
考
え
て
、
社
会

の
た
め
に
役
立
つ
高
い
志
や
高
貴
な
騎
士

道
精
神
を
兼
ね
備
え
た
経
営
者
や
産
業
家

を
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
ー
と
表
現
し
ま
し
た
。
し
か
し
、「
和
」
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
意
識
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
印
象
深

く
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

伊
賀

「
知ち

・
技わ
ざ

・
志
・
和わ

」
を
教
育
の
基
本
に
据
え
て
、

い
か
に
実
行
し
て
い
く
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

杉
山
「
東
工
大
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
０
９
」
の
核
に
な
る
よ
う
な

も
の
は
動
き
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
賀

組
織
に
と
ら
わ
れ
な
い
全
学
横
断
的
な
も
の
が
二
、

三
動
き
出
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構

が
そ
れ
で
す
。
本
学
の
教
授
、
准
教
授
約
８
０
０
人
の
う
ち
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
を
研
究
し
て
い
る
２
２
０
人
が
参
加
登

録
し
て
い
る
組
織
で
、
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
い
て
大

学
と
し
て
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
か
を
研
究
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
は
社
会
科
学
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
地
球
科
学

と
い
っ
た
理
学
系
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
建
築
す

る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
棟
が
、
そ
の
中
核
施
設
と
な
り
ま
す
。

杉
山

一
橋
大
学
で
も
同
じ
よ
う
な
考
え
で
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
橋
大
学
に
は
、
学
士
課
程

を
有
す
る
研
究
科
と
し
て
商
経
法
社
の
４
研
究
科
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
を
横
断
す
る
研
究
体
制
作
り
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
社
会
科
学
全
般
を
対
象
と
し
て
、
縦

割
り
で
は
な
く
横
断
的
に
研
究
を
進
め
て
い
き
、
併
せ
て
大

学
の
研
究
を
可
視
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
で
す
。
現
在
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る
経
済
・
社
会
の
対
応
」、「
環
境
・

資
源
問
題
へ
の
経
済
・
社
会
の
対
応
」、「
人
口
構
成
（
年
齢
、

階
層
、
文
化
、
国
籍
等
々
）
か
ら
生
じ
る
問
題
群
へ
の
経

済
・
社
会
の
対
応
」
と
い
う
三
大
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
お
り
ま

す
。
人
口
構
成
の
問
題
で
い
え
ば
、
国
や
人
種
、
ま
た
、
宗

縦
割
り
に
横
串
を
刺
す

両
大
学
の
全
学
横
断
的
な
研
究
体
制

「
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
と

「
時
代
を
創
る
知ち

・
技わ

ざ

・
志
・
和わ

の
理
工
人
」
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教
な
ど
が
あ
り
ま
す
し
、
一
つ
の
国
の
中
で
も
若
年
者
層
と

高
齢
者
層
と
い
っ
た
世
代
間
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。
方
法
論

と
し
て
は
、「
高
度
な
統
計
的
実
証
分
析
」
と
「
総
合
的
地

域
研
究
」
の
２
つ
を
挙
げ
そ
れ
を
基
本
と
し
て
３
つ
の
テ
ー

マ
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
科
横
断
的
な
機

能
を
補
強
す
る
の
が
、「
一
橋
大
学
研
究
機
構
（
仮
称
）」
構

想
で
す
。
こ
の
機
構
は
、
各
研
究
科
内
で
進
め
ら
れ
て
い
る

各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
と
と
も
に
、
研
究

内
容
を
広
く
世
の
中
に
情
報
発
信
し
、「
一
橋
大
学
の
研
究
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
、

つ
ま
り
可
視
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

杉
山

大
学
改
革
の
進
展
の
中
で
、
大
学
の
個
性
化
が
問
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
大
学
に
お
け
る
７
つ
の
機

能
別
分
化
＊
３
に
関
し
て
、
そ
の
中
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
か
と
い

う
話
も
登
場
し
ま
し
た
。
一
橋
大
学
と
し
て
は
、（
１
）
世
界

的
研
究
・
教
育
拠
点
で
あ
る
と

か
、（
２
）
高
度
専
門
職
業
人
養
成

が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、

実
際
上
は
こ
の
２
つ
で
は
足
り
な

く
て
、（
４
）
総
合
的
教
養
教
育

も
必
要
だ
し
…
と
悩
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
東
京
工
業
大
学
で
は
、

ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

伊
賀

７
つ
の
機
能
別
分
化
で
い
え
ば
、
東
京
工
業
大
学
の

位
置
付
け
は
、（
１
）
世
界
的
研
究
・
教
育
拠
点
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
ま
ず
そ
の
前
に

ゼ
ロ
次
元
の
も
の
と
し
て
、「
志
」
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
実
は
学
長
に
な
る
前
、
私
は
委
員
と
し
て
こ
の
「
大

学
の
機
能
別
分
化
」
の
区
分
け
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
で
は
少
し
足
り
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
大
学
の
機
能

を
分
け
て
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
並
べ
る
の
は
い
い
の
で
す
が
、

ヒ
モ
で
吊
し
て
順
番
を
付
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

杉
山

一
橋
大
学
は
、
社
会
科
学
と
い
う
領
域
に
特
化
し
て

い
る
小
規
模
な
大
学
で
す
。
し
か
し
、
社
会
科
学
を
前
面

に
出
し
な
が
ら
、
科
学
技
術
の
在
り
方
や
進
め
方
に
も
指

針
を
与
え
て
い
く
よ
う
な
意
気
込
み
を
持
っ
て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
に
は
科
学
技
術
的
な
蓄
積
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

科
学
技
術
サ
イ
ド
か
ら
は
、
社
会
科
学
に
対
し
て
期
待
す

る
面
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の

で
、
伊
賀
学
長
が
社
会
科
学
、
あ
る
い
は
一
橋
大
学
に
期

待
す
る
こ
と
、
ま
た
要
望
な
ど
の
率
直
な
ご
意
見
を
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊
賀

理
工
系
の
大
学
で
は
、
社
会
科
学
を
違
う
面
か
ら
見

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
世
界
が
大
き
く
変
化

し
、
産
業
構
造
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会

の
変
化
を
認
識
し
て
技
術
を
学
ん
で
い
く
こ
と
は
非
常
に
重

要
で
、
ま
た
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

経
営
学
や
経
済
学
、
ま
た
、
法
学
や
歴
史
学
と
い
っ
た
学
問

を
学
び
世
界
観
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ら
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る

大
学
は
頼
り
に
な
り
ま
す
。
四
大
学
連
合
＊
４
の
お
陰
で
、
約

１
０
０
人
の
東
京
工
業
大
学
の
学
生
が
一
橋
大
学
で
講
義
を

受
け
て
い
ま
す
。

杉
山

東
工
大
の
学
生
は
か
な
り
一
橋
大
学
に
講
義
を
受
け

に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
一
橋
の
学
生
で
東
工
大
に
出
か

け
て
い
く
学
生
の
数
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り

文
系
の
学
生
が
理
工
系
の
勉
強
を
し
よ
う
と
す
る
ほ
う
が
難

し
い
と
い
う
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

伊
賀

イ
メ
ー
ジ
的
に
は
そ
う
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
、
専
門
だ
け
で
な
く
広
く
教
養
を
学
ぶ
よ
う
な
仕
組
み

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
１
年
生
向
け
の
専

門
科
目
は
非
常
に
や
さ
し
い
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
の
で
、

文
系
の
学
生
に
も
学
び
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
専
門

が
何
で
あ
れ
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
が
、
世
界
文
明
セ

ン
タ
ー
の
講
義
で
す
。
こ
こ
で
は
、
文
学
や
美
術
、
ま
た
、

音
楽
な
ど
の
講
義
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
ま
す
。

杉
山

四
大
学
連
合
の
中
核
大
学
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
共

に
刺
激
し
合
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

＊3 平成17年度の中央教育審議会答申

で示された大学の機能別分化

（１）世界的研究・教育拠点

（２）高度専門職業人養成

（３）幅広い職業人養成

（４）総合的教養教育

（５）特定の専門的分野

（芸術、体育等）の教育・研究

（６）地域の生涯学習機会の拠点

（７）社会貢献機能

（地域貢献、産学官連携、

国際交流等）

＊4 研究教育の内容に応じて連携を図

ることで、新しい人材の育成と学

際領域、複合領域の研究教育の更

なる推進を図ることを目的とし

て、2001年３月に東京医科歯科

大学、東京外国語大学、東京工業

大学及び一橋大学で結成。

理
系
と
文
系
と
で
違
う
か
ら
意
味
が
あ
る

社
会
科
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

こ
こ
ろ
ざ
し



新任者メッセージ

株式会社大塚家具代表取締役社長／大塚久美子氏

岡村綜合法律事務所／北尾哲郎氏

新任経営協議会委員

フェニックス・キャピタル株式会社取締役／渡邊 彰氏

新日本有限責任監査法人常務理事／二村隆章氏

新任監事

法学研究科長／村岡啓一

言語社会研究科長／糟谷啓介

国際企業戦略研究科長／クリスティーナ・アメージャン

国際・公共政策大学院長／高橋 滋

新任研究科長・大学院長
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私
の
出
身
大
学
で
は
、
国
立
大
学
法
人
化
以
降
は
寄
付

集
め
に
熱
心
に
な
り
、
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
や
広

報
誌
の
発
刊
な
ど
、
大
学
の
現
状
を
広
報
す
る
努
力
を
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ど
う
も
文
部

科
学
省
の
「
大
学
も
、
効
率
的
経
営
、
成
果
主
義
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
財
政
的
に
も
自
主
性
を
求
め
る
」

と
い
う
方
針
が
あ
る
よ
う
で
す
。

大
学
の
運
営
や
教
育
内
容
に
は
こ
れ
ま
で
関
わ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
大
学
に
と
っ
て
は
研
究
と
教
育

が
両
輪
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
教

育
の
成
果
は
な
か
な
か
目
に
見
え
ま
せ
ん
し
、
研
究
も
腰
を

据
え
て
息
長
く
続
け
て
初
め
て
成
果
が
出
る
と
い
う
も
の
も

あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
効
率
や
成
果
主
義
と
は
相
容
れ
な
い

側
面
が
色
濃
く
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
立
大
学
に
は
、
学

費
な
ど
の
経
済
的
負
担
を
は
じ
め
と
す
る
学
生
の
待
遇
に
つ

い
て
、
私
立
大
学
と
は
違
っ
た
有
り
様
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
国
立
大
学
に
改
革
が
必

要
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
反
省
す
べ

き
と
こ
ろ
は
反
省
し
、
研
究
と
教
育
の
実
績
を
挙
げ
る
こ
と

に
全
力
を
尽
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
効
率
主

義
、
成
果
主
義
に
偏
ら
な
い
よ
う
先
生
方
を
励
ま
す
の
が
、

私
の
役
割
と
考
え
て
い
ま
す
。

経
営
に
は
素
人
で
す
が
、
外
部
の
眼
で
見
て
意
見
を
言
う
こ

と
は
、
経
営
に
緊
張
感
を
与
え
る
の
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
力
を
尽
く
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
学
経
営
の
あ
り
方
を
よ
く
考
え
る
た
め

に
、
各
大
学
の
経
営
協
議
会
が
集
ま
っ
て
意
見
を
交
換
す
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
談
）

研究・教育と
効率化・成果主義のバランス

岡村綜合法律事務所

北尾哲郎氏
Tetsuro Kitao

株式会社大塚家具代表取締役社長

大塚久美子氏
Kumiko Otsuka

◆北尾哲郎（きたお・てつろう）

1945年生まれ。1968年東京大学法学部１類（私法コース）卒業後、
東洋エンジニアリング入社。1975年司法試験合格、1978年弁護士登
録、1983年北尾哲郎法律事務所開設、1992年第一東京弁護士会副会
長、1993年日弁連民事訴訟法改正問題研究委員会副委員長、1997年
岡村綜合法律事務所パートナー、2001年第一東京弁護士会財務委員
会委員長。現在、各種会社取締役・監査役。

一
橋
大
学
に
つ
い
て
感
じ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

価
値
の
あ
る
も
の
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
今
で
こ
そ
国
立
大
学
で
す
が
、
そ
も
そ
も
民
間

資
金
と
民
間
の
努
力
に
そ
の
ル
ー
ツ
が
あ
り
、「
商
」
を
軽
視

す
る
風
潮
が
残
っ
て
い
た
時
代
か
ら
、
志
の
高
い
「
商
」
を

追
求
し
、
民
間
の
経
済
活
動
の
中
に
お
い
て
「
公
」
と
「
私
」

の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
社
会
に
貢
献
す
る
民
の
あ
り
方
を

意
識
し
て
き
た
歴
史
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
理
念
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
多
く
の
先
輩
方
が
築
き
上
げ
て
き
た
各
分
野
で

の
実
績
、
遺
産
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
歴
史
や
実
績
に
裏

打
ち
さ
れ
た
、
他
の
国
立
大
学
と
は
一
線
を
画
す
個
性
、
誇

る
べ
き
独
自
の
価
値
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も
良
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

研
究
や
教
育
の
面
で
の
成
果
が
重
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
一
橋
大
学
の
固
有

の
価
値
と
い
う
側
面
も
あ
わ
せ
て
意
識
す
る
こ
と
は
、
規
模

の
小
さ
な
大
学
で
あ
っ
て
も
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
大
学
を

財
政
的
に
支
援
す
る
人
の
輪
を
ひ
ろ
げ
、
次
の
世
代
の
優
秀

な
学
生
を
惹
き
付
け
る
と
い
う
面
で
も
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
受
験
生
に
も
偏
差
値
だ
け
で
は
な
く
大

学
が
持
つ
志
に
共
感
し
て
志
望
し
て
欲
し
い
で
す
ね
。

そ
の
た
め
に
は
、
社
会
科
学
の
総
合
大
学
で
あ
る
一
橋
大

学
と
し
て
の
独
自
の
価
値
を
、
学
外
の
多
く
の
人
々
、
と
り

わ
け
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
く
魅
力
的
な
形

で
、
も
っ
と
積
極
的
に
発
信
し
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

大
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
い
中
、
微
力
な
が
ら
少
し

で
も
お
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
変
光
栄
で
す
。（
談
）

◆大塚久美子（おおつか・くみこ）

1991年一橋大学経済学部卒業。同年富士銀行（現みずほフィナンシ
ャルグループ）入行、融資業務、国際広報などを担当。1994年株式
会社大塚家具に入社、1996年取締役就任。経営企画室長、経理部長、
商品本部長、広報部長などを歴任。2004年取締役を退任。2005年株
式会社クオリア・コンサルティングを設立、代表取締役に就任。同年
～2009年一橋大学広報戦略室にて、広報アドバイスを行う。2009年
３月より現職。

新任経営協議会委員メッセージ

大学が持つ
独自の価値に目を注ぐ
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学
で
は
伝
統
的
な
監
査
を
行
っ
て
い
る
な
」。
こ

れ
が
、
会
計
監
査
人
と
の
会
合
で
感
じ
た
こ
と
で

す
。
上
場
企
業
の
監
査
で
は
、
資
産
や
負
債
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
以
前
に
「
内
部
統
制
」
に
注
目
し
ま
す
。
内
部
統
制

と
は
、
組
織
が
目
指
す
目
的
を
効
果
的
か
つ
適
正
に
達
成

す
る
た
め
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
そ
れ
が
正
し
く
運
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
個
人
の
判
断
ミ
ス
や
不
正
か
ら
組
織

を
守
り
、「
社
会
的
な
評
価
を
高
め
る
た
め
の
ル
ー
ル
」
と

い
え
ま
す
。

例
え
ば
、
Ｊ
Ｒ
の
ホ
ー
ム
に
い
る
人
た
ち
は
、
み
ん
な
切

符
を
持
っ
て
い
る
と
み
な
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、
券
売
機
や
改

札
な
ど
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
仕
組
み
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
に

も
顧
客
に
も
気
持
ち
が
い
い
状
況
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ル
ー

ル
が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
会
社
の
お
金
と
自
分
の
お
金
の
境

が
明
確
に
な
り
ま
す
。

上
場
企
業
以
外
で
は
、
ま
だ
内
部
統
制
監
査
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
各
人
の
善
意
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
を
改
善
し
、
ル
ー
ル
化
し
た
ほ
う

が
行
動
し
や
す
い
で
す
し
、
信
頼
度
が
高
ま
り
ま
す
。
私

が
提
案
し
た
の
は
、
監
査
発
見
事
項
の
順
位
づ
け
。
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
金
融
的
観
点
か
ら
の
順
位
づ
け
で
は
な
く
、

内
部
統
制
的
な
も
の
を
優
先
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
優
先
順
位
の
高
い
も
の
か
ら
一
つ
ず
つ
潰
し
て
い

く
こ
と
で
、
時
間
を
か
け
て
内
部
統
制
を
強
め
て
い
こ
う

と
い
う
発
想
で
す
。
そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
意
思
決
定
の
ス

ピ
ー
ド
に
も
表
れ
て
き
ま
す
。
一
橋
大
学
の
社
会
的
評
価

を
あ
げ
る
た
め
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。（
談
）

大学の社会的評価をあげる
ルールづくり

新日本有限責任監査法人常務理事

二村隆章氏
Takaaki Nimura

フェニックス・キャピタル株式会社取締役

渡邊 彰氏
Akira Watanabe

◆二村隆章（にむら・たかあき）

1972年一橋大学商学部卒業。1974年公認会計士第２次試験合格、ア
ーンスト・アンド・ヤング会計事務所入所。同ニューヨーク事務所、
同ロスアンジェルス事務所勤務。1997年新日本監査法人シニアパー
トナー昇格、米国SOX404アドバイザー業務担当責任者。2008年新日
本有限責任監査法人常務理事就任（アドバイザリーサービス統括部門
副部門長）。各種企業にて会計監査およびSOX404アドバイザーを務
める。経済産業省 産業構造審議会 知的財産政策部会経営・情報開
示小委員会委員等を経て、現在、青山学院大学法学部大学院客員教授。

国
立
大
学
法
人
と
な
っ
て
、
一
橋
大
学
に
は
学
問
の
府
と

し
て
レ
ベ
ル
の
高
い
教
育
、
研
究
の
場
を
提
供
す
る
役

割
と
同
時
に
、
独
立
し
た
法
人
と
し
て
健
全
な
経
営
体
制
の
確

立
と
財
務
基
盤
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ガ
バ
ナ
ン
ス

面
で
は
、
大
学
の
運
営
に
於
い
て
経
営
協
議
会
等
を
通
じ
て
外

部
の
委
員
の
眼
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
や
、
内
部
統
制
機
能

が
有
効
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ま
す
。

財
政
基
盤
強
化
の
観
点
か
ら
は
、
独
立
法
人
化
に
伴
い
大
学

へ
の
寄
付
な
ど
如
水
会
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
か
ら
の
支
援
が

よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
の
会
計
は

特
殊
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
面
が
あ
り

ま
す
。
外
部
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
は
、
透
明
性
の
高

い
わ
か
り
や
す
い
情
報
開
示
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
外
部
か
ら
の
寄
付
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
手
厚
い
基
金
を
構
築
し
、
し
っ
か
り
し
た
財
政
基
盤

を
確
立
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
レ
ベ
ル
の
高
い
教
育
、

研
究
の
提
供
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
根
本
が
、

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
私
が
で
き
る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
民
間
企
業
で
の
経
営
者
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
計
14
年
と
海

外
経
験
が
長
く
、
国
際
事
情
に
も
通
じ
て
い
る
点
も
強
み
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

個
人
的
に
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
へ
の
留
学
、

Ｍ
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
の
業
務
関
連
の
講
義
等
海
外
の

大
学
生
活
の
経
験
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
体
験
を
生
か
し
て
、
母
校
で
あ
る
一
橋
大
学
の
監

事
と
し
て
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
と
願
っ
て
ま
す
。
な
お
、

私
は
如
水
会
の
常
任
理
事
・
財
務
経
理
委
員
長
を
務
め
て
お
り

ま
し
た
関
係
か
ら
、
如
水
会
と
の
一
層
の
連
携
に
も
引
き
続
き

貢
献
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）

◆渡邊　彰（わたなべ・あきら）

1948年生まれ。1971年一橋大学法学部卒業後、同年三菱銀行入行、1975年ミ
シガン大学ロースクール留学、1976年加州三菱銀行出向、1982年同国際金融部
調査役、1994年同商品開発部長、三菱ファイナンスインターナショナル社長、
1996年東京三菱インターナショナル社長、1998年東京三菱銀行シンガポール総
支配人兼シンガポール支店長、1999年同取締役、2000年東京三菱証券常務取締
役、2002年三菱証券常務執行役員エクイティ本部長、2003年日本リバイバル債
権回収株式会社代表取締役社長（現任）、2005年フェニックス・キャピタル株
式会社代表取締役CEO、2008年同取締役（現任）。

新任監事メッセージ

ガバナンスのチェックと
財務基盤の強化

「
大
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新任研究科長・大学院長メッセージ

法
学
部
で
学
ぶ
学
生
の
中
に

は
、
法
科
大
学
院
を
見
据
え
、

法
律
家
を
目
指
す
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン

を
も
っ
た
人
が
多
数
い
ま
す
。
そ
れ

は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
学
生

に
は
、
も
っ
と
視
野
を
広
く
も
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
自
分
の
将
来
像
を
決
め
て

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
何
に
発
展
す

る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
部
分
が
あ

っ
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
。
法
律

家
に
な
る
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
な

け
れ
ば
実
践
の
場
で
は
役
立
ち
ま
せ

ん
。
社
会
を
広
く
と
ら
え
る
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
重
要
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
法
学
研
究
科
の
最

大
の
課
題
は
、
大
学
院
教
育

に
あ
り
ま
す
。
研
究
者
養
成
と
い
う

伝
統
的
な
コ
ー
ス
を
法
科
大
学
院
経

由
と
し
た
こ
と
が
、
研
究
者
志
向
者

の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
修

士
課
程
で
充
足
率
が
６
割
程
度
、
博

士
課
程
で
は
３
割
を
切
っ
て
い
ま

す
。
一
橋
大
学
は
、
法
学
部
、
法
学

研
究
科
、
法
科
大
学
院
の
制
度
設
計

の
中
で
何
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
を
再
度
議
論
す
る
時
期
に
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
教
員
の
配
置
も
変
わ
っ
て
き
ま

す
し
、
目
的
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
学
生
の
定
員
も
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
学
生
に
と
っ
て
は
、
法
科
大
学

院
、
法
学
研
究
科
、
国
際
・
公
共
政

策
大
学
院
と
選
択
の
幅
が
広
が
っ
て

い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
法
学
研
究

科
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う
若
手
研

究
者
た
ち
と
議
論
を
重
ね
な
が
ら
、

法
学
研
究
科
の
新
た
な
方
向
性
を
定

め
る
の
が
私
の
役
割
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。（
談
）

若手研究者との議論から新たな方向性を模索

村岡啓一
Keiichi Muraoka

法学研究科長

言
語
社
会
研
究
科
は
新
し
い
研

究
科
で
す
が
、
干
支
で
い
え

ば
す
で
に
一
回
り
し
て
お
り
、
研

究
・
教
育
と
も
安
定
し
て
き
て
い
ま

す
。
そ
の
間
、
日
本
語
教
育
の
第
２

部
門
づ
く
り
や
他
大
学
と
の
連
携
と

い
っ
た
新
し
い
試
み
を
行
っ
て
い
ま

す
。
先
日
、
第
２
部
門
か
ら
初
め
て

の
博
士
号
取
得
者
も
現
れ
ま
し
た
。

次
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
海
外
と
の
連

携
強
化
。
昨
年
か
ら
、
中
国
、
韓
国
、

台
湾
の
先
生
を
お
呼
び
し
て
授
業
に

参
加
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
単
発
で

は
な
く
チ
ー
ム
を
組
ん
で
一
緒
に
授

業
を
行
う
と
い
っ
た
、
継
続
的
な
交

流
の
試
み
で
す
。
大
学
院
生
も
組
み

込
ん
で
、
院
生
の
研
究
力
向
上
に
も

資
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
一
橋
大
学
の
教
員
も
海
外
の

大
学
に
行
っ
て
同
様
の
取
り
組
み
を

し
よ
う
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

中
・
韓
・
台
と
物
理
的
に
近
い

国
同
士
の
交
流
を
積
極
的
に

行
い
、
と
も
か
く
人
と
会
う
こ
と
が

重
要
で
す
。
足
元
を
見
な
が
ら
、
時

に
は
歴
史
を
遡
っ
て
こ
の
地
域
を
見

て
い
か
な
い
と
、
短
視
眼
で
独
善
的

な
も
の
に
な
り
が
ち
で
す
。
一
過
性

の
も
の
で
は
な
く
、
自
然
な
形
で
交

流
を
進
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

言
語
社
会
研
究
科
は
、
研
究
対

象
の
幅
が
広
く
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
の
が
難
し
い
で
す
が
、
バ
ラ

バ
ラ
に
な
ら
ず
、
固
ま
り
す
ぎ
ず
、

個
々
の
院
生
や
若
手
研
究
者
が
自
由

に
活
動
で
き
る
よ
う
な
場
を
形
成
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
、

原
点
に
戻
っ
て
確
認
し
つ
つ
発
展

さ
せ
る
こ
と
で
、
新
し
い
方
向
性
を

打
ち
出
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。（
談
）

研究科の原点に戻り確認、発展させていく

糟谷啓介
Keisuke Kasuya

言語社会研究科長
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国
際
企
業
戦
略
研
究
科
（
Ｉ
Ｃ

Ｓ
）
で
は
、
次
の
二
つ
に
力

を
入
れ
て
い
き
ま
す
。

一
つ
は
、「Jap

an
in
A
sia

」。

Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、
学
生
の
６
割
以
上
が
ア

ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
で
、
日
本
人
学

生
も
卒
業
後
に
ア
ジ
ア
で
活
躍
す
る

人
が
多
い
こ
と
か
ら
、
次
世
代
の
ア

ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
各
国
は
そ
れ

ぞ
れ
歴
史
や
文
化
、
政
治
形
態
が
違

い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
で
は
、
こ
う
し
た

多
様
性
に
対
応
し
て
活
躍
で
き
る
人

材
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
き
ま

す
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
ア
メ
リ
カ
の

ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
と
は
一
線
を
画

し
て
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ス
タ

イ
ル
で
講
義
運
営
を
し
て
い
ま
す

が
、
中
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
フ
ラ
ン

ス
、
日
本
な
ど
多
様
な
背
景
の
学
生

が
チ
ー
ム
を
組
み
、
１
〜
２
年
に
わ

た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
議

論
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
は
、
ア
ジ
ア

企
業
や
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
い
る
日

本
企
業
、
逆
に
日
本
に
進
出
し
て
い

る
ア
ジ
ア
企
業
な
ど
を
、
さ
ら
に
拡

充
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
日
本
人
が
思
っ
て
い
る
以

上
に
、
ア
ジ
ア
で
は
日
本
の
企
業
は

尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
ト
ヨ
タ
の
サ

ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
を
学
び
、
日
本

の
先
端
技
術
を
知
り
た
い
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
の
焦
点
は
「
今
の
日

本
の
よ
い
と
こ
ろ
」。
日
本

の
最
新
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
は
ポ

ー
タ
ー
賞
が
あ
り
、
新
し
い
日
本
の

企
業
が
受
賞
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

日
本
の
高
齢
化
や
環
境
問
題
へ
の
対

応
に
も
、
ア
ジ
ア
各
国
は
非
常
に
関

心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
っ

と
世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す

ね
。（
談
）

日本とアジアを巡る二つの焦点

クリスティーナ・
アメージャン
Christina Ahmadjian

国際企業戦略研究科長

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
（
Ｉ

Ｐ
Ｐ
）
で
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
な
ど
、
高
度
専
門
職
業
人
を

意
識
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
ア
メ
リ
カ

で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
て
政
策
提
言
を

す
る
と
い
う
政
策
提
言
ツ
ア
ー
な
ど

も
実
施
し
て
い
ま
す
。
現
在
こ
の
ツ

ア
ー
は
公
募
制
で
す
が
、
ゆ
く
ゆ
く

は
正
規
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
発
展
さ
せ

た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
米

中
の
専
門
職
大
学
院
と
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
共
同
開
発
も
計
画
中
で
す
。

最
近
で
は
、
市
民
、
事
業
者
、
行

政
が
と
も
に
担
う
「
新
し
い
公
共
」

と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
い
ま
す

し
、
企
業
の
社
会
的
使
命
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
公
務
員
や
国
際
公

務
員
ば
か
り
で
な
く
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や

シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
一
般
企
業
な
ど
に

も
活
躍
の
場
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

院
生
の
約
４
割
が
留
学
生
で
あ

り
、
そ
れ
も
、
政
府
派
遣
や
国
費
留

学
生
が
高
い
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
て
い

ま
す
か
ら
、
世
界
の
エ
リ
ー
ト
の
卵

と
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う

し
た
人
的
交
流
は
、
こ
れ
か
ら
の
ビ

ジ
ネ
ス
シ
ー
ン
で
大
き
な
財
産
に
な

る
で
し
ょ
う
。
沢
山
の
教
室
で
常
に

英
語
が
飛
び
交
っ
て
お
り
、
将
来
役

立
つ
実
践
的
な
英
語
の
訓
練
に
は
い

い
環
境
と
い
え
ま
す
。

Ｉ
Ｐ
Ｐ
は
実
践
力
・
応
用
力

を
備
え
た
公
共
的
な
人
材

の
育
成
、
と
り
わ
け
公
共
性
の
高

い
ビ
ジ
ネ
ス
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
ら

創
り
出
せ
る
人
材
の
育
成
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
院
生
に
は
、
勉
強
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
国

際
的
な
人
材
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
で

す
ね
。（
談
）

公共性の高いビジネスのチャンスを創り出せる人材の育成

高橋 滋
Shigeru Takahashi

国際・公共政策大学院長
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進化する大学 

の 国際化

一
橋
大
学
は
第
２
期
中
期
目
標
で
、「
世
界
で
通
用
す
る
多
様
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
学
部
・

大
学
院
を
通
じ
て
学
生
の
国
際
交
流
を
推
進
す
る
な
ど
、
教
育
の
国
際
化
を
進
め
る
」
こ
と
を
打
ち

出
し
て
い
ま
す
。

す
で
に
第
１
期
中
期
目
標
期
間
の
う
ち
に
、
学
内
に
は
国
際
戦
略
本
部
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
戦

略
は
練
ら
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。
次
の
中
期
計
画
の
６
年
間
は
、
い
よ
い
よ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
推

進
す
る
時
期
で
す
。
そ
こ
で
２
０
１
０
年
４
月
に
、
国
際
戦
略
本
部
を
、「
国
際
化
推
進
本
部
」（
本

部
長
は
学
長
）
へ
と
改
編
し
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
全
学
一
丸
と
な
っ
て
一
橋
大
学

の
国
際
化
に
加
速
度
を
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
学
長
自
ら
ト
ッ
プ
に
な
る
本
部
事
業

は
、
一
橋
大
学
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
も
の
。
ま
さ
に
、
国
際
化
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
姿

勢
を
内
外
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

従
来
の
国
際
交
流
の
窓
口
は
、
留
学
生
セ
ン
タ
ー
と
留
学
生
課
で
し
た
。
海
外
か
ら
の
留
学
生

や
海
外
留
学
を
希
望
す
る
学
生
は
、
留
学
生
セ
ン
タ
ー
と
留
学
生
課
が
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
単
に
留
学
と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
、「
国
際
的
な
学
生
」
を
育
成
す
る
と

い
う
視
点
で
、
発
想
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
、
外
国
人
を
問
わ
ず
に
国

際
的
な
学
生
に
育
成
す
る
―
―
そ
の
た
め
に
は
、
体
制
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
も
の
に
変
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
留
学
生
セ
ン
タ
ー
を
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
へ
、
留
学
生
課
を

国
際
課
へ
と
改
組
し
た
わ
け
で
す
。

学
長
が
先
頭
に
立
っ
て

国
際
化
を
推
進
す
る
体
制
を
構
築

日
本
人
、
外
国
人
の
別
な
く
国
際
的
な
学
生
を
育
成

「
戦
略
」
を
「
推
進
」
す
る
時
期
が
来
た



加速する一橋大学の

ま
た
、
国
際
化
推
進
本
部
を
下
支
え
す
る
国
際
化
推
進
室
は
国
際
化
担
当
の
理
事
が
室
長
、
企
画

調
査
役
の
服
部
誠
氏
が
総
括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
就
任
し
、
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
、
国
際
課
と
の
連
携

を
深
め
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
外
国
人
留
学
生
の
日
本
語
や
日
本
文
化
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
留
学
生
セ
ン

タ
ー
は
、
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
よ
り
幅
広
い
教
育
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
国
際

化
推
進
の
た
め
、
留
学
生
の
受
け
入
れ
は
も
と
よ
り
、
海
外
の
大
学
と
留
学
生
交
流
協
定
を
結
ぶ

際
に
は
、
送
り
出
す
こ
と
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
組
織
改

編
に
よ
り
、
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
の
留
学
生
受
け
入
れ
、
送
り
出
し
、
さ
ら
に
は
相
互
交
流
を
担

う
機
能
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

国
際
化
の
推
進
を
急
ぐ
背
景
に
は
、
当
然
な
が
ら
時
代
の
要
請
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
一
橋
大
学

は
そ
の
誕
生
の
経
緯
か
ら
い
っ
て
も
国
際
的
な
も
の
を
色
濃
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
、
ビ
ジ
ネ

ス
界
で
は
Ｏ
Ｂ
た
ち
は
世
界
の
最
前
線
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。
国
際
的
と
い
う
の
は

一
橋
大
学
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
留
学
に
消
極

的
な
学
生
が
増
え
て
く
る
な
ど
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
国
際
感
覚
が

育
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
惧
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
学
自
体

も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
後
れ
を
と
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
思
い
出

し
、
そ
れ
を
現
代
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
と

継
承
し
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
と
し

て
本
格
的
な
国
際
化
を
図
っ
て
い
こ
う
と

い
う
わ
け
で
す
。

一
橋
大
学
が
国
際
化
を
急
ぐ
背
景

学長【本部長】 
理事・副学長（研究・国際交流） 
理事・副学長（教育・学生） 
理事・副学長（総務・財務・社会連携） 
副学長（中期計画） 
副学長（募金・事務局改革） 
役員補佐 
企画調査役 
事務局長 
 

理事・副学長（研究・国際交流） 
理事・副学長（教育・学生） 
企画調査役【総括ディレクター】 
役員補佐 
事務局長 
総務部長 
学務部長 

国際化推進本部 

国際化推進室 

国際交流委員会 

連携 

学生国際交流専門委員会 

国際課 

学術国際交流専門委員会 

〔国際化推進体制〕

第2期中期目標で、国際化の加速を打ち出した一橋大学。

国際戦略本部を国際化推進本部へと発展的に衣替えし、杉山学長自ら本部長として陣頭指揮をとることになった。

学内を見渡すと……

各研究科では、すでに国際的な活動の地歩を固めており、さまざまな国際交流を行っている。

教員個人個人のつながりから始まった国際交流が、自然に研究科という組織同士のものに発展。

いま、大学としての意思を持った国際的な交流へと進化を遂げ始めた。
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基
本
的
な
構
想
は
、
ま
ず
学
部
レ
ベ
ル
で
の
交
換
留
学
生
の
数
を
増
や
そ
う
と
い
う
も
の
。
第
２

期
中
期
目
標
期
間
終
了
ま
で
に
、
毎
年
新
た
に
受
け
入
れ
る
留
学
生
、
送
り
出
す
学
生
を
と
も
に
約

３
０
０
名
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
数
値
目
標
で
す
。
全
学
部
で
約
４
０
０
０
名
の
学
生
の
う
ち
約

３
０
０
名
が
常
時
海
外
に
行
っ
て
勉
強
し
、
逆
に
一
橋
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
毎
年
約
３
０
０

名
の
外
国
人
留
学
生
が
新
た
に
や
っ
て
来
る
状
態
を
目
指
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
学
士
課
程
国
際
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
創
設
し
て
、
長
期
留
学
生
の
受
け
入
れ
を
可
能
に
す
る
計
画
で
す
。

大
学
院
レ
ベ
ル
で
は
、
留
学
に
よ
り
一
橋
大
学
と
留
学
先
大
学
の
双
方
の
学
位
を
取
得
す
る
ダ
ブ

ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
制
度
の
検
討
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
界
的
に
増
え
て
い
る
仕
組
み
で
す

か
ら
、
海
外
の
大
学
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
学
部
の
４
年
間
で
国
際
的
な
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
学
生
を
養
成
す
る
こ

と
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
英
語
だ
け
で
授
業
を
受
け
て
学
士
が
取
れ
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
必

要
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
国
際
的
に
優
れ
た
人
材
を
育
て
る
仕
組
み
を
学
部
の
課
程
の
中
に
つ
く
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
共
通
科
目
、
専
門
科
目
と
並
ぶ
「
国
際
交
流
科
目
」
を
つ
く
っ
て

三
本
柱
と
し
ま
し
た
。「
英
語
を
学
ぶ
」
の
で
は
な
く
、「
英
語
で
学
ぶ
」
の
が
国
際
交
流
科
目
の
主
眼

で
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
、
日
本
語
教
育
な
ど
外
国
人
留
学
生
限
定
の
科
目
も
あ
り
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
、
外
国
人
留
学
生
、
日
本
人
学
生
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
学
生
が
履
修
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
協
定
校
か
ら
の
交
流
学
生
に
は
も
ち
ろ
ん
、
一
橋
大
学
海
外
派
遣
留
学
制
度
へ
の
応
募
を

希
望
し
て
い
る
学
生
や
留
学
の
準
備
段
階
に
あ
る
学
生
に
と
っ
て
、
大
い
に
役
立
つ
授
業
科
目
と
な
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
教
育
科
目
と
し
て
約
30
も
の
新
し
い
科
目
群
を
つ
く
っ
た
と
い
う
の
は
、
制
度
的

に
は
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

学
部
の
授
業
を
英
語
で
受
け
る
、
４
年
間
に
１
年
程
度
は
海
外
留
学
を
経
験
す
る
、
毎
年
３
０
０
人

程
度
の
外
国
人
留
学
生
が
新
た
に
や
っ
て
来
る
…
…
こ
う
し
て
学
生
の
マ
イ
ン
ド
を
国
際
化
し
、
学
部

時
代
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
コ
ア
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
将
来
的
に
は
、

大
学
院
レ
ベ
ル
で
は
、
積
極
的
に
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

学
生
・
若
手
研
究
者
の
マ
イ
ン
ド
を
国
際
化
す
る

留
学
生
3
0
0
人
受
け
入
れ
・
送
り
出
し
体
制
を
確
立

加速する一橋大学の国際化
進化する大学 

国際交流担当副学長 
教育担当副学長 
国際教育センター長 
3部門長 
国際課長　　　他 

国際教育センター長 

国際教育センター 国際教育センター専門委員会 

事務体制の強化 

〈国際課〉 

受入れ・派遣 
奨学金・宿舎 
国際交流科目 
学術国際交流 

日本語教育部門 留学生・海外留学相談部門 国際交流科目部門 

〔国際教育センター組織図〕
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う
し
て
育
っ
て
き
た
優
秀
な
学
生
に
よ
っ
て
、
一
橋
大

学
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
時
代
に
合
っ
た
形
に
再
生
し
、
社
会
的

な
存
在
感
を
高
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

な
お
、
日
本
学
術
振
興
会
の
「
組
織
的
な
若
手
研
究

者
等
海
外
派
遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
一
橋
大
学
の
「
社
会
科
学
重
点
大
学
連
携
強
化
に
向
け
た
若
手
研
究

者
派
遣
事
業
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
名
称
の
と
お
り
わ
が
国
の
将
来
を
担
う
広
い
国

際
的
視
野
を
持
っ
た
研
究
者
を
養
成
す
る
の
が
目
的
で
す
。
一
橋
大
学
で
は
、
学
部
学
生
か
ら
、
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
キ
ャ
リ
ア
を
目
指
す
博
士
後
期
課
程
学
生
や
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
ま
で
の
若
手
研
究
者
を
対
象

と
し
て
、
最
長
12
カ
月
の
長
期
海
外
派
遣
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
対
象
は
全
研
究
科
。
こ
の
事
業
に

よ
り
、海
外
の
社
会
科
学
重
点
大
学
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
・
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
と
も
に
、

若
手
研
究
者
に
全
学
レ
ベ
ル
の
統
一
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
お
う
と
い
う
構
想
で
す
。
こ
れ
も
、
一
橋
大

学
の
体
系
的
な
国
際
化
推
進
戦
略
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一橋大学グローバル・スタディ・プログラム 

国際交流科目 

海外からの短期留学生 

日本人学生・正規留学生 

国際交流科目 
〈日本語初級・英語で行う科目〉 

〈英語等で行う科目〉 〈日本語科目等〉 

学部教育科目 全学共通教育科目 

■Sociology 
Development and Social Change in the Global South 
 
■Information and Communication Technology 
Fundamentals of Information Studies 
Language and Virtual Reality 
 
■Academic Skills for International Studies  
Social Science Seminar 
 
■Academic Skills in English 
Academic Writing in English 1 
Academic Writing in English 2 
Presentation Skills in English 1 
Presentation Skills in English 2 
Academic English 
 
■Study Abroad 
Euro-Asia Summer School 
 

■Japanese Language  
Japanese 1(Basic) 
Japanese 2 
Japanese 3  
Japanese 4 
Japanese 5 
Elective Japanese: Kanji 
Elective Japanese: Writing (Introduction) 
Elective Japanese: Reading (Introduction) 
Elective Japanese: Grammar 1 
Elective Japanese: Speaking (Introduction) 
 
■Japanese Affairs 
History of Modern Japan 
Contemporary Japanese Society 
Media and Business 
Reporting on Business and Finance 
Comparative Higher Education 
Intercultural Communication 
Explore Japan Seminar  
 
■Business 
Japanese Business Culture 
International  Financial Cooperation 
International Comparison in Innovation 1 
International Comparison in Innovation 2 
Risk Management and Insurance in a Global Economy 
Money, Banking, Financial Markets, and Monetary Policy 
Business Ethics 
Corporate Governance and Culture in Comparative Perspective 
Japanese Corporate Management 
Comparison of U.S. and Japanese Automobile Industries 
Future of Japan's Electronics Industry 
International Competitiveness of Japan's ICT Industry 
 
■Economics 
Theory and Practice of Social Security Policy 
Strength and Weakness of Japan's Financial System 
International Economics 
Economic Methods of Regional Analysis 
Development Policy in Asian Perspective 
China: Economic Powerhouse 
Language and Economy 
 
 

〔一橋大学グローバル・スタディ・プログラム〕
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加速する一橋大学の国際化
進化する大学 

今
年
の
４
月
16
日
〜
20
日
、
タ
イ
の
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ

ン
大
学
の
修
士
課
程
の
学
生
43
名
が
、
一
橋
大
学
を
訪

問
し
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
学
習
が

目
的
で
、
主
要
訪
問
先
の
一
つ
が
一
橋
大
学
だ
っ
た
の

で
す
。
ほ
か
に
は
、
日
本
企
業
や
デ
パ
ー
ト
の
見
学
を

し
て
い
ま
す
。
ま
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
見
学
し
、
そ
こ

で
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
観
察
し

ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
現
で
き
た
の
は
、
一
橋
大
学

大
学
院
に
留
学
経
験
の
あ
る
ナ
タ
ポ
ー
ル
氏
と
商
学
研

究
科
の
山
下
裕
子
准
教
授
と
の
交
流
が
根
底
に
あ
り
ま

し
た
。
ナ
タ
ポ
ー
ル
氏
は
、「
韓
国
や
ド
バ
イ
な
ど
も
候

補
に
し
て
、
ど
こ
に
研
修
に
行
き
た
い
か
と
学
生
に
投

票
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
日
本
に
行
き
た
い
と
い
う
希
望
が

最
も
多
か
っ
た
の
で
す
。
タ
イ
に
は
日
本
企
業
も
多
い

で
す
し
、
日
本
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
ゲ
ー
ム
産
業
に
も

強
い
関
心
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
健
康
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
な
ど
、
日
本
に
い
い
印
象
を
持
っ
て
い
る
人

が
多
い
の
で
す
」
と
、
研
修
対
象
を
日
本
に
し
た
理
由

を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ナ
タ
ポ
ー
ル
氏
が
教
員
に
な
っ
た
の
に

は
、
理
由
が
あ
り
ま
す
。「
学
部
を
卒
業
し
て
一
橋
大
学

に
留
学
し
た
の
で
す
が
、
学
部
の
学
生
が
統
計
を
使
い

こ
な
し
て
い
る
の
を
見
て
自
分
の
知
識
不
足
を
思
い
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。
タ
イ
の
修
士
課
程
で
も
学
ば
な
い
こ

と
を
学
部
で
教
え
て
い
た
の
で
す
。
タ
イ
の
学
生
の
た

め
に
も
自
分
が
も
っ
と
勉
強
し
先
生
に
な
っ
て
、
高
い

レ
ベ
ル
の
内
容
と
指
導
法
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
」。
当
初
は
修
士
修
了
で
就
職
し
よ
う
と
考
え
て
い
た

ナ
タ
ポ
ー
ル
氏
で
し
た
が
、
結
局
、
博
士
課
程
ま
で
進

ん
で
、
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学
で
教
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
、

も
の
づ
く
り
の
日
本
に
対
し
て
、「
タ
イ

で
は
外
国
か
ら
モ
ノ
を
買
っ
て
、
広

報
・
宣
伝
で
売
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

と
い
う
よ
り
広
報
に
力
を
入
れ
て
い
る

の
で
す
」。
そ
ん
な
お
国
柄
の
違
い
も
、
学
問
の
傾
向
の

違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

訪
日
し
た
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
大
学
生
た
ち
の
年
齢
は
、

25
〜
30
歳
で
、
平
日
は
働
い
て
お
り
、
金
曜
日
と
土
曜

日
に
大
学
院
で
学
ん
で
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
目
指
し

て
い
る
人
が
多
い
と
い
い
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
日
本

で
学
ぶ
意
味
は
、
単
な
る
憧
れ
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
タ
イ
に
は
日
系
企
業
が
約
８
０
０
０
社
進
出

し
て
い
て
、
生
産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ハ
ブ
と
な
っ
て
い

ま
す
。
世
界
の
優
良
企
業
が
身
近
に
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
日
本
企
業
が
ど
ん

な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
と
か
ら

め
て
関
心
が
強
い
の
で
す
。

実
は
、
一
橋
大
学
と
タ
イ
国
と
の
交
流
の
歴
史
は
長

く
、
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
と
は
25
年
に
も
わ
た
っ
て
協
定

を
結
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
交
流
か
ら
新
た
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
生
ま
れ
、
近
年
で
は
、
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
の

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｍ
Ｂ
Ａ
の
短
期
研
修
の
受
け
入

れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
２
０
０
９
年
に
は
、
タ
イ
の
学

生
た
ち
は
一
橋
大
学
で
講
義
を
受
け
た
ほ
か
、
ソ
ニ
ー
、

25年にわたるタイの学生受け入れで
蓄積したノウハウが国際化に弾みをつける

チュラロンコン大学

ナタポール氏

25
年
以
上
に
及
ぶ
タ
イ
と
の
交
流
協
定

タ
イ
の
学
生
が
日
本
に
憧
れ
る
理
由
わ

け
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良
品
計
画
の
各
企
業
と
、
タ
イ
大
使
館
を
訪
問
し
ま
し

た
。
今
年
も
７
月
に
同
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

商
学
研
究
科
の
小
川
英
治
研
究
科
長
は
、
国
際
化
の

動
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

「
今
、
一
橋
大
学
で
は
、
大
学
全
体
で
国
際
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
タ
イ
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
英
語
で

授
業
を
行
う
こ
と
は
、
教
員
に
と
っ
て
も
良
い
経
験
に

な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
Ｈ
Ｍ
Ｂ

Ａ
（
経
営
学
修
士
コ
ー
ス
）
の
学
生
と
タ
マ
サ
ー
ト
大

学
の
学
生
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
交
流
会
な
ど

が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
Ｈ
Ｍ
Ｂ
Ａ
の
学
生
た
ち
は
、

よ
り
リ
ア
ル
な
感
覚
で
タ
イ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
学
べ
ま

す
し
、
多
様
な
価
値
観
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
こ
で
体
験
し
た
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
ビ
ジ

ネ
ス
シ
ー
ン
で
も
役
立
つ
と
思
い
ま
す
」。

ま
た
Ｈ
Ｍ
Ｂ
Ａ
で
は
、
外
国
人
学
生
の
受
け
入
れ
だ

け
で
な
く
、
Ｈ
Ｍ
Ｂ
Ａ
の
学
生
を
対
象
と
し
た
海
外
研

修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
金
融
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
２

０
０
８
年
に
は
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
へ
、
２
０
０
９
年
は

香
港
、
上
海
へ
学
生
を
派
遣
す
る
国
際
研
修
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
行
い
ま
し
た
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
、
２
０
０
９
年
に
北
京
、
上
海

に
て
国
際
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
ア
ジ
ア
ば
か
り
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日

本
で
行
う
ユ
ー
ロ
・
ア
ジ
ア
・
サ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
も

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
橋
大
学
と
ベ
ル
ギ
ー

の
ル
ー
ベ
ン
大
学
で
各
１
週
間
研
修
す
る
と
い
う
も
の
。

ル
ー
ベ
ン
大
学
サ
イ
ド
の
研
修
で
は
、
欧
州
委
員
会
を

訪
問
し
ま
す
。
日
本
サ
イ
ド
で
は
、
工
場
見
学
と
秋
葉

原
訪
問
を
実
施
し
ま
す
。
参
加
者
は
日
本
人
学
生
、
ル

ー
ベ
ン
大
学
生
、
韓
国
、
ス
ペ
イ
ン
の
大
学
生
各
10
名

の
合
計
40
名
（
予
定
）。
一
橋
大
学
は
日
本
の
Ｅ
Ｕ
研
究

教
育
拠
点
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
Ｓ
Ｉ
の
幹
事
校
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
活
動
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
日
本
人
学
生
は
一
橋
大
学
の
ほ
か
、

慶
應
義
塾
大
学
、
津
田
塾
大
学
の
学
生
が
参
加
し
ま
す
。

「
山
下
准
教
授
と
ナ
タ
ポ
ー
ル
氏
に
始
ま
っ
た
チ
ュ
ラ

ロ
ン
コ
ン
大
学
と
の
交
流
の
よ
う
に
、
最
初
は
個
人
か

ら
始
ま
っ
た
も
の
で
も
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と

で
、
次
第
に
研
究
科
全
体
の
活
動
へ
と
発
展
し
て
い
き

ま
す
」
と
小
川
研
究
科
長
は
語
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

個
別
に
進
ん
で
い
た
国
際
交
流
が
、
次
第
に

研
究
科
全
体
に
、
さ
ら
に
は
大
学
全
体
へ
と

広
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

タマサート大学の学生たち

は、一橋大学滞在中に日本

文化について学び、商学研

究科の講義を体験します。

また、ＨＭＢＡの学生との

ディスカッションを通して

意見交換も行います。

タ
イ
の
学
生
受
け
入
れ
で
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積

個
か
ら
始
ま
り
組
織
対
応
に
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一
橋
大
学
経
済
研
究
所
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点

「
日
本
お
よ
び
世
界
経
済
の
高
度
実
証
分
析
」
拠
点
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
政

府
統
計
ミ
ク
ロ
デ
ー
タ
の
利
用
環
境
の
整
備
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
国
際
的
な
共

同
研
究
拠
点
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
。
平
成
21
年
度
の
補
正
予
算
で

は
、「
先
端
学
術
研
究
人
材
養
成
事
業
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
海
外

の
著
名
研
究
者
と
若
手
研
究
者
を
招
聘
し
て
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
者
の

指
導
、
監
督
の
も
と
に
若
手
研
究
者
の
育
成
を
図
る
の
が
目
的
で
す
。
同
時
に
、

研
究
環
境
の
さ
ら
な
る
国
際
化
を
図
る
の
が
狙
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

著
名
研
究
者
と
し
て
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
浜
田
宏
一
教
授
と
ペ
ン
シ
ル
バ

ニ
ア
州
立
大
学
の
ク
リ
シ
ナ
（V

ijay
K
rish
n
a

）
教
授
を
招
聘
し
ま
し
た
。
浜

田
先
生
は
日
本
の
「
法
と
経
済
学
会
」
を
設
立
し
た
方
で
、
ク
リ
シ
ナ
先
生
は

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
理
論
の
第
一
人
者
で
す
。
２
人
の
先
生
に
よ
る
講
義
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
は
、
在
学
生
に
よ
い
刺
激
と
な
り
ま
し
た
。

若
手
研
究
者
と
し
て
は
、
丸
山
士
行
（
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
大
学
）、

Y
oungkw

an
K
w
on

（
ヤ
ン
ク
ワ
ン
・
ク
ウ
ォ
ン

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
）、
大

野
由
香
子
（
シ
カ
ゴ
連
邦
準
備
銀
行
）、E

ric
Iversen

（
エ
リ
ッ
ク
・
ア
イ
バ

ー
セ
ン

タ
ス
マ
ニ
ア
大
学
）、T

ina
Shin

-T
ian
K
ao

（
テ
ィ
ー
ナ
・
シ
ン
‐

テ
ィ
ア
ン
・
カ
オ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
）、O

len
a
Iv
u
s

（
オ
レ
ー

ナ
・
イ
ー
ヴ
ァ
ス

プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
大
学
）
の
各
氏
を
招
い

て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
で
海
外
の
若
手
研
究
者
が
学
ぶ
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
青
木
玲
子
教
授
に
簡
単
に
解
説
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
若
手
研
究
者
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
、
カ
ナ
ダ
か
ら
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出

身
の
研
究
者
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
は
台
湾
出
身
の
研
究
者
、
シ
カ
ゴ
か
ら

加速する一橋大学の国際化
進化する大学 

世界の著名学者２名・若手研究者６名が示した

学園グローバル化の必然性
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
に
耐
え
る

い
い
研
究
環
境
づ
く
り
が
不
可
欠
――
青
木
玲
子

国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
者
の
も
と
で

若
手
研
究
者
の
育
成
を
図
る

若手研究者からも、コメントをちょうだいしました。

「専門は、産業組織論など。オーク

ランドでも青木先生に指導してもら

っていました。今も先生と一緒のプ

ロジェクトを行っています」

Tina Shin-Tian Kao
（ティーナ・シン‐ティアン・カオ）さん

「国際貿易と知的財産が専門。一橋

大学の知材研究の先生方とのミーテ

ィングにより、これまで疑問に感じ

ていたことが氷解しました。一橋大

学に来なかったら、日本の直接投資

に関心を持たなかったでしょう」

Olena Ivus
（オレーナ・イーヴァス）さん

若 手 研 究 者 の コ メ ン ト
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は
日
本
出
身
の
研
究
者
が
来
て
い
ま
す
。
研
究
者
に
と
っ
て
国
籍
っ
て
何
だ
ろ

う
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
優
秀
な
研
究
者
は
、
自
分
が
自
国
で
研
究
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
感
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
環
境
の
い
い
と
こ
ろ
が

あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
国

内
の
あ
る
分
野
の
研
究
者
が
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
い
い
研
究
環
境
を
整
え

れ
ば
い
く
ら
で
も
優
秀
な
研
究
者
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

最
近
で
は
研
究
が
細
分
化
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
外
部
か
ら
来
て
も

ら
わ
な
い
と
学
問
の
進
化
に
つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
。
学
問
の
世
界
も
グ
ロ
ー
バ

ル
展
開
は
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
研
究
所
に
は
国
際
的
に
魅
力
の
あ
る
ど
の
よ
う
な
環
境
が
あ
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
例
え
ば
、
計
量
経
済
学
の
最
新
技
術
を
使
っ
て
ミ
ク
ロ

デ
ー
タ
を
分
析
す
る
と
し
ま
す
。
世
界
中
の
人
が
使
い
や
す
い
ア
メ
リ
カ
の
デ

ー
タ
を
使
用
し
て
分
析
し
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
ア
メ
リ
カ
の
デ
ー
タ
は

使
い
尽
く
さ
れ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
長
期
的
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
も

大
切
で
す
が
、
新
し
い
デ
ー
タ
が
つ
ね
に
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

ア
メ
リ
カ
だ
け
の
デ
ー
タ
で
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
特
異
の
も
の
か
、
普
遍
的

な
も
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
と
並
ぶ
経
済
状
況
に
あ
る
日
本
に
は

信
頼
性
の
高
い
デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
こ
と
で

ア
メ
リ
カ
の
特
徴
や
日
本
の
特
徴
、
普
遍
的
な
も
の
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

信
頼
性
の
高
い
政
府
統
計
は
使
用
で
き
る
場
所
が
限
ら
れ
ま
す
が
、
一
橋
大
学

で
は
そ
れ
が
可
能
で
す
。

ま
た
海
外
で
は
手
法
が
確
立
さ
れ
て
い
て
も
、
日
本
で
は
ま
だ
十
分
デ
ー
タ

を
使
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
年
金
の
金
額
が

変
化
す
る
と
対
象
と
な
る
高
齢
者
の
行
動
が
変
わ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を

見
て
い
る
若
者
の
行
動
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
海
外
で
は
、
年
金
制
度
の
設
計

の
際
に
こ
う
し
た
分
析
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
も
も
っ
と
詳
し
く
分
析

す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
出
生
率
の
低
下
が
社
会

的
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
何
を
ど
う
変
え
れ
ば
出
生
率
が
変
わ
る
の
か
、

そ
の
す
べ
て
の
要
因
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ

ま
だ
分
析
の
余
地
が
あ
る
の
で
す
。（
談
）

「経済学研究科岡室先生との共同研

究で、技術協力が中小企業のイノベ

ーションに与える影響を、日本と韓

国を比較するところから始めていま

す。できれば滞在を延ばして調査を

継続したいと考えています」

Youngkwan Kwon
（ヤンクワン・クウォン）さん

「企業の垂直統合に興味があったの

ですが、それが知的財産と接点があ

ることがわかってきました。まだ具

体化していませんが、データとどう

アクセスしてどんな研究が可能か考

えるいい機会ができました」

大野由香子さん
Yukako Ono
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法学研究科准教授 杉山悦子
Etsuko Sugiyama

chat in the den

研 究 室 訪 問

専
門
は
民
事
訴
訟
法
や
倒
産
法
で
す
。
現

在
最
も
興
味
深
く
、
研
究
に
取
り
組
ん
で
い

る
の
が
「
情
報
開
示
」
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

行
政
で
は
情
報
公
開
法
の
整
備
が
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
民
事
訴
訟
の
分
野
で
も

改
正
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
企
業
対
個
人

の
訴
訟
が
典
型
で
す
が
、
相
手
の
手
持
ち
の

情
報
を
入
手
す
る
手
だ
て
が
あ
ま
り
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
日
本
の
民
事
訴
訟
の

問
題
で
、
ア
メ
リ
カ
で
はD

iscov
ery

と
い

っ
て
開
示
請
求
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
、
ア
メ
リ
カ
に
倣
っ
て
制
度
改
正

を
行
っ
て
き
て
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
収
め

て
き
た
の
で
は
あ
り
ま

す
が
、
現
実
に
は
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
訴
訟
の
準

備
の
た
め
に
訴
え
を
提

起
す
る
前
に
、
開
示
請

求
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ

り
ま
す
。
訴
訟
を
起
こ
す
前
に
は
勝
つ
た
め

の
証
拠
を
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本

来
な
ら
、
自
主
的
に
情
報
を
開
示
し
て
、
真

実
に
沿
っ
た
判
決
を
下
し
て
も
ら
う
の
が
い

い
は
ず
で
す
。
そ
の
た
め
、
訴
え
を
提
起
す

る
前
に
も
情
報
の
開
示
請
求
が
で
き
る
よ
う

に
法
を
改
正
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
の
制
度

は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
文

化
的
背
景
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

日
本
の
弁
護
士
は
自
分
の
顧
客
の
た
め
に
大

事
な
情
報
を
隠
す
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
に
強
制

力
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
と
、
弁
護
士
サ
イ

ド
な
ど
か
ら
の
抵
抗
が
強
く
て
作
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。「
制
裁
が
用
意
さ
れ
て
い
な
く

て
も
、
自
分
た
ち
は
積
極
的
に
情
報
開
示
を

し
ま
す
」
と
弁
護
士
は
言
い
ま
す
が
、
い
ざ

と
な
る
と
自
分
の
顧
客
を
勝
た
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
の
か
、
な
か
な
か
開

示
し
て
く
れ
な
い
よ
う
で
す
。
真
実
に
沿
っ

た
裁
判
を
目
指
し
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
弁
護
士
と
し
て
の
使
命
感
と
、

顧
客
に
不
利
な
情
報
は
開
示
し
た
く
な
い
と

い
う
ジ
レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
訴
訟
を
起
こ
せ
ば

す
べ
て
開
示
し
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
ト
ラ
ッ
ク

数
台
分
も
の
資
料
を
出
し
て
く
る
の
で
、
か

え
っ
て
何
が
重
要
な
情
報
な
の
か
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
で
す
。
そ
れ
が
戦

略
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
情
報
開
示
が
定
着

し
て
い
る
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
は
訴
訟
社
会
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

す
べ
て
を
裁
判
で
決
着
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
ど
ん
訴
訟
を
し
ま
す
が
、

情
報
開
示
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
話
し
合
い

で
ま
と
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
。

日
本
で
も
そ
れ
を
目
指
し
て
制
度
を
作
っ
た

の
で
す
が
、
な
か
な
か
周
知
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
徐
々
に
情
報
開
示
の
方
向

に
は
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
最
近
の
最

高
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
金
融
機
関
が
持
っ

て
い
る
顧
客
情
報
な
ど
が
書
か
れ
た
文
書
に

情
報
開
示
を
阻
む
の
は
、

文
化
？

法
律
の
不
備
？

弁
護
士
の
抵
抗
？

情
報
開
示
が

日
本
で
進
ま
な
い
理
由

わ

け

ト
ラ
ッ
ク
数
台
分
も
の

資
料
を
開
示
す
る
ア
メ
リ
カ
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つ
い
て
も
よ
り
積
極
的
に
開
示
を
求
め
る
傾

向
が
見
ら
れ
ま
す
。

日
本
で
情
報
開
示
定
着
の
歩
み
が
遅
い
の

に
は
、
文
化
的
な
面
ば
か
り
で
な
く
法
的
な

側
面
も
あ
り
ま
す
。
諸
外
国
に
は
、
情
報
開

示
を
当
事
者
間
だ
け
の
も
の
と
し
て
一
般
公

開
し
な
い
で
す
む
手
段
が
い
く
つ
も
あ
り
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
公
開
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
の
場
合
は
、
裁
判
に
な
る
と
原

則
と
し
て
す
べ
て
が
開
示
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
紛
争
解
決
の
た
め
に
裁
判
所
と
相
手
方

だ
け
に
情
報
開
示
を
し
て
も
い
い
と
い
う
考

え
は
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
弁
護
士
と
し
て
は
顧
客

を
守
る
意
識
が
強
く
な
り
、
情
報
開
示
に
伴

う
、
真
実
に
沿
っ
た
判
決
が
下
せ
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
、
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
し
て
法
律

の
不
備
な
部
分
を
変
え
る
べ
く
、
今
な
お
検

討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

民
事
訴
訟
法
は
、
明
治
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り

ま
す
。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響
で
ア
メ
リ
カ
的

な
要
素
も
加
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
基
本
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
で
す
。
ド
イ
ツ
で
の
民
事
訴

訟
で
は
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
広
く
情
報
開
示
を
認

め
る
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
日
本
で
は
、
１
９
８
０
年
ご
ろ
か
ら
、
情

報
の
偏
在
化
か
ら
消
費
者
が
企
業
に
敗
訴
す

る
ケ
ー
ス
が
増
え
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
解
釈
に

よ
っ
て
情
報
開
示
請
求
が
で
き
る
よ
う
な
法

律
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
限

界
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
型
が

い
い
と
い
う
方
向
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

１
９
９
０
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
、
民

事
訴
訟
関
連
の
法
律
の
多
く
を
改
正
し
ま
し

た
。
そ
の
際
に
法
制
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
学
者
や
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

学
者
の
意
見
が
と
お
っ
た
部
分
や
と
お
ら
な

か
っ
た
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
て
あ

る
程
度
理
想
と
現
実
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た

わ
け
で
す
。

私
は
も
と
も
と
、
司
法
制
度
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
ど
う
運
用
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か

と
い
っ
た
運
用
論
な
ど
と
絡
め
て
考
え
る
こ

と
の
ほ
う
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

現
状
は
弁
護
士
が
少
な
い
か
ら
ど
う
い
う

問
題
が
生
じ
て
い
る
と
か
、
今
後
弁
護
士
が

増
え
て
い
っ
た
ら
ど
う
変
わ
る
か
。
あ
る
い

は
、
自
己
責
任
と
い
う
方
針
の
も
と
、
弁
護

士
を
選
択
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
な
ど
を
考

え
る
の
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
弁
護
士
を
付
け
な
く
と
も
訴
訟

が
で
き
る
制
度
が
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
は
裁

判
官
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
公
平
性
に
反
し
て
い
な

い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
で
は
、

新
司
法
試
験
に
よ
り
弁
護
士
が
増
え
た
ら
、

こ
の
制
度
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
弁
護
士

を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
か
、
だ

と
す
る
と
付
け
た
く
て
も
付
け
ら
れ
な
い
人

を
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
絡
め
て
法
曹
制
度

の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

弁
護
士
が
増
え
て
く
る
と
、
顧
客
は
自
己

責
任
で
弁
護
士
を
選
び
、
弁
護
士
も
競
争
社

会
に
な
る
こ
と
で
悪
質
な
弁
護
士
や
力
の
な

い
弁
護
士
は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
と
い

う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
１
９
９
９
年
以

来
行
わ
れ
て
き
た
司
法
制
度
改
革
は
、
こ
う

し
た
考
え
に
強
く
影
響
さ
れ
た
と
も
い
え
ま

す
。
弁
護
士
の
選
び
方
を
間
違
え
て
し
ま
っ

て
も
自
己
責
任
で
仕
方
が
な
い
と
い
う
発
想

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
行
き
す
ぎ
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

一
般
市
民
に
は
い
い
弁
護
士
か
悪
い
弁
護

士
か
を
見
分
け
る
手
だ
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。

弁
護
士
の
質
の
低
下
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
の
景
気
悪
化
の
問
題
も
あ
っ
て

か
企
業
内
弁
護
士
も
増
え
て
い
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
立
ち
上
げ
た
と
き

の
前
提
と
な
っ
た
理
想
論
が
崩
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
法
曹
の
姿
の
理
想
と
現
実
を
ふ

ま
え
て
、
民
事
訴
訟
制
度
を
ど
の
よ
う
に
変

え
て
い
く
か
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。（
談
）

法学研究科准教授

杉山悦子（すぎやま・えつこ）

1999年東京大学法学部卒業後、東京大学大

学院法学政治学研究科助手。2002年一橋大

学大学院法学研究科助手、2004年一橋大学

大学院法学研究科専任講師。2007年イェー

ル大学ロースクール卒業。専門分野「民事

手続法」。

杉
山
准
教
授
は
、
日
米
両
国
の
司
法
試
験
に
合
格

し
た
後
に
、研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
か
ら

ア
メ
リ
カ
型
へ
の
転
換

運
用
法
に
絡
め
て

法
曹
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
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研 究 室 訪 問

２
０
１
０
年
４
月
１
日
に
第
一
生
命
保
険
が
相
互
会
社
か
ら
株

式
会
社
へ
と
組
織
変
更
し
、
株
主
１
０
０
万
人
を
超
え
る
日
本
最

大
の
株
主
を
擁
す
る
上
場
株
式
会
社
と
し
て
誕
生
し
、
話
題
に
な

り
ま
し
た
。

私
は
、
ゼ
ミ
で
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引
法
な
ど
を
指
導
し
、

Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
講
座
で
は
、「
Ｍ
＆
Ａ
（M
erg
er
&
A
cq
u
isition

）

法
務
」
を
教
え
て
い
ま
す
。
Ｍ
＆
Ａ
と
は
、「
企
業
の
合
併
と
買
収
」

と
い
う
経
営
戦
略
の
こ
と
で
す
。
私
が
、
弁
護
士
と
し
て
担
当
し

た
案
件
に
、
ブ
ル
ド
ッ
ク
ソ
ー
ス
な
ど
の
買
収
防
衛
や
み
ず
ほ
三

行
統
合
、
伊
勢
丹
と
三
越
の
経
営
統
合
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
証
券
と
モ

ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
の
統
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

第
一
生
命
の
株
式
会
社
化
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス

も
広
義
で
は
Ｍ
＆
Ａ
と
い
え
ま
す
。

Ｍ
＆
Ａ
は
欧
米
で
は
ご
く
普
通
の
企
業
戦
略
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
お
り
、
日
本
で
も
２
０
０
０
年
以
降
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
企
業
の
社
会
的
役
割
は
、
成
長
し
収
益
を

あ
げ
る
こ
と
で
株
主
に
利
益
を
還
元
し
、
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
メ
リ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の

一
つ
が
Ｍ
＆
Ａ
で
す
。

少
子
高
齢
化
が
進
み
市
場
が
成
熟
し
て
い
る

日
本
で
は
、
海
外
市
場
へ
積
極
的
展
開
を
試
み

る
と
い
う
方
法
が
あ
る
一
方
で
、
国
内
で
Ｍ
＆

Ａ
戦
略
を
展
開
し
、
不
採
算
部
門
の
売
却
に
よ

る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
や
買
収
な
ど
に
よ
り
企
業
価

値
を
高
め
、
競
争
力
を
つ
け
て
い
く
と
い
う
選

択
肢
も
あ
り
ま
す
。
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー

効
果
で
、
市
場
占
有
率
の
拡
大
や
製
品
開
発
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

な
ど
を
図
り
、
１
＋
１
を
、
３
に
も
４
に
も
し
て
い
こ
う
と
い
う

戦
略
で
す
。
こ
う
し
て
、
現
在
で
は
日
本
に
お
い
て
も
Ｍ
＆
Ａ
は

し
か
る
べ
き
経
営
戦
略
と
し
て
、
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

Ｍ
＆
Ａ
の
形
態
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
合
併
（
Ｍ
）
の
代
表

的
な
吸
収
合
併
で
は
一
方
の
企
業
が
吸
収
さ
れ
解
散
し
、
他
方
の

企
業
が
存
続
会
社
と
な
り
ま
す
。
買
収
（
Ａ
）
に
よ
る
も
の
で
は
、

株
式
買
収
、
事
業
譲
渡
等
が
あ
り
ま
す
。
前
者
は
対
象
会
社
の
株

式
を
少
な
く
と
も
過
半
数
保
有
す
る
こ
と
で
経
営
権
を
掌
握
す
る

と
い
う
方
法
で
、
後
者
は
事
業
部
門
を
買
収
す
る
方
法
で
す
。
ほ

か
に
も
会
社
分
割
に
よ
る
新
設
分
割
、
吸
収
分
割
が
あ
り
ま
す
。

新
設
分
割
と
は
、
新
会
社
を
設
立
し
て
事
業
の
一
部
を
継
承
さ
せ

る
方
法
で
、
吸
収
分
割
と
は
、
既
存
の
企
業
に
事
業
の
一
部
を

引
き
継
が
せ
る
方
法
で
す
。

広
義
の
Ｍ
＆
Ａ
に
は
、
資
本
提
携
や
合
弁
事

業
化
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
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第
一
生
命
の
場
合
を
み
る
と
―
―
。
相
互
会
社
で
は
、
保
険
契
約

者
が
社
員
と
し
て
総
代
を
選
ん
で
経
営
し
て
お
り
、
外
部
に
株
主
の

よ
う
な
オ
ー
ナ
ー
が
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
株
式
会
社
化
す

る
こ
と
で
、
株
主
が
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
経
営
者
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
経
営
権
の
変
動
が
伴
っ
て
い
る
組
織
変
更
と
い
う

意
味
で
は
、
広
義
の
意
味
で
Ｍ
＆
Ａ
と
い
え
る
の
で
す
。

私
は
第
一
生
命
の
法
律
顧
問
と
し
て
こ
の
ケ
ー
ス
に
携
わ
り
ま

し
た
。
株
式
会
社
化
の
準
備
が
始
ま
っ
た
の
は
２
年
半
以
上
も
前

の
こ
と
で
す
。
同
社
は
、
少
子
高
齢
化
で
国
内
の
保
険
市
場
は
縮
小

し
て
い
ま
す
か
ら
、
資
本
調
達
し
や
す
く
経
営
の
機
動
性
の
高
い
株

式
会
社
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
成
長
戦
略
の
可
能
性
の
幅

を
広
げ
て
い
こ
う
と
判
断
し
た
わ
け
で
す
。
当
然
、
今
後
の
海
外
展

開
の
加
速
化
や
国
内
外
で
の
Ｍ
＆
Ａ
も
視
野
に
入
っ
て
い
ま
す
。

第
一
生
命
の
組
織
変
更
に
携
わ
っ
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
社
内
だ
け

で
数
百
人
、
関
連
ス
タ
ッ
フ
を
入
れ
る
と
千
人
規
模
に
及
ぶ
と
思

わ
れ
ま
す
。
関
連
法
も
、
保
険
業
法
、
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引

法
、
租
税
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
途
中
で
リ
ー
マ
ン
・
シ

ョ
ッ
ク
が
生
じ
た
た
め
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
全
体
を
調
整
す

る
の
が
大
仕
事
で
し
た
。

日
本
で
も
Ｍ
＆
Ａ
が
ご
く
普
通
の
経
営
戦
略
と
な
っ
て
き
て
い

ま
す
か
ら
、
Ｍ
＆
Ａ
の
実
施
ば
か
り
で
な
く
、
敵
対
的
買
収
な
ど

か
ら
の
企
業
防
衛
も
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
Ｍ
＆
Ａ
が
影

響
を
及
ぼ
す
範
囲
は
、
各
社
の
経
営
企
画
や
法
務
部
門
ば
か
り
で

chat in the den

な
く
、
経
理
、
財
務
、
人
事
な
ど
多
く

の
部
門
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
ど
の
部
門
の
人
材
で
も
Ｍ
＆
Ａ
に
つ
い
て

一
定
の
知
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
Ｍ
＆
Ａ
を
私
は
冗
談
半
分
で
結
婚

の
プ
ロ
セ
ス
に
た
と
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
紹
介
（
お

見
合
い
）
か
ら
始
ま
り
、
調
査
（
人
柄
や
相
性
の
確

認
）、
基
本
合
意
（
結
納
）、
最
終
契
約
（
入
籍
）、
広

報
（
披
露
宴
）
と
続
く
か
ら
で
す
。

私
は
、
弁
護
士
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の

経
営
統
合
案
件
や
、
買
収
防
衛
案
件
な
ど
に
関
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
楽
天
と
Ｔ
Ｂ

Ｓ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
中
立
的
な
第
三
者

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
関
わ
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
18
年
に
わ
た
っ
て
大
学
で
教
え

て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
は
実
務
家
の
教
員
は
少
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
設

立
も
あ
り
、
弁
護
士
教
官
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
Ｍ
＆

Ａ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
実
務
家
の
経
験
が
生

き
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
法
律

家
の
先
輩
と
し
て
、
後
輩
を
指
導
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。（
談
）

国際企業戦略研究科教授

岩倉正和（いわくら・まさかず）

1983年、司法試験合格。1985年東

京大学法学部卒業。1987年最高裁

判所司法研修所卒業後、西村総合

法律事務所（現西村あさひ法律事

務所）入所。1992年立教大学法学

部講師。1993年ニューヨーク州司

法試験合格、ニューヨークのディ

ベボイス・アンド・プリンプトン

法律事務所勤務。1994年ワシント

ンＤ.Ｃ.のアーノルド・アンド・ポ

ーター法律事務所勤務。1996年西

村総合法律事務所パートナー弁護

士（現任）、横浜国立大学大学院国

際経済法学研究科講師。1997年北

海道大学大学院法学研究科講師。

2004年一橋大学法科大学院講師

（現任）。2005年京都大学大学院法

学研究科講師。2006年一橋大学大

学院国際企業戦略研究科教授（現

任）。2007年ハーバード・ロースク

ール（ハーバード大学法科大学院）

客員教授。著書は、『企業法務判例
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株
式
会
社
化
が
Ｍ
＆
Ａ
と
い
え
る
理
由

い
ま
や
Ｍ
＆
Ａ
は
企
業
人
の
必
須
知
識



三
商
大

三
商
大
ゼ
ミ
60
周
年
、

三
商
大
戦
50
周
年
を
記
念
し
て
、

新
た
な
絆
が
生
ま
れ
た
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１
９
２
０
年
〜
１
９
２
９
年
、
大
正
末
期

か
ら
昭
和
初
頭
に
か
け
て
大
学
令
の
も
と
に

３
つ
の
高
等
商
業
学
校
が
大
学
に
昇
格
し
ま

し
た
。
そ
れ
ら
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
か
ら

昇
格
し
た
官
立
東
京
商
科
大
学
（
１
９
２
０

年
昇
格
、
現
一
橋
大
学
）、
大
阪
高
等
商
業
学

校
か
ら
昇
格
し
た
市
立
大
阪
商
科
大
学
（
１
９

２
８
年
昇
格
、
現
大
阪
市
立
大
学
）、
神
戸
高

等
商
業
学
校
か
ら
昇
格
し
た
神
戸
商
業
大
学

（
１
９
２
９
年
昇
格
、
現
神
戸
大
学
）
で
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
１
９
４
９
年
に

新
教
育
制
度
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
の
商

学
、
経
済
学
を
牽
引
す
る
希
少
な
専
門
大
学

と
し
て
伝
統
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
生
ま
れ

も
、
育
ち
も
類
似
し
て
い
た
こ
の
３
つ
の
大

学
は
、
三
商
大
と
呼
ば
れ
、
昭
和
初
期
か
ら

１
９
４
０
年
頃
ま
で
は
、
積
極
的
な
交
流
活

動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
す
。
特
に
、
大
阪

商
科
大
学
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
一
橋
大
学

Ｏ
Ｂ
で
も
あ
る
当
時
の
関
一
市
長
の
大
き
な

貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
す
。
昭
和
初
期
〜
敗
戦
以
前
発
行
の

『
一
橋
新
聞
』
の
中
に
は
、
３
大
学
の
学
長
会

議
の
記
事
掲
載
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
同

会
議
が
ほ
ぼ
恒
例
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
阪
商
科
大
学
が
大
学

昇
格
し
た
年
の
『
一
橋
新
聞
』
は
、「
今
年
の

進
学
年
よ
り
大
阪
高
商
昇
格
と
決
定
す
」
と

見
出
し
が
つ
い
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す

（『
一
橋
新
聞
』
第
65
号
　
１
９
２
８
年
１
月

16
日
発
行
）。
神
戸
商
業
大
学
に
関
し
て
も
昇

格
を
前
に
、「
神
戸
商
大
の
特
徴
」（『
一
橋
新

聞
』
第
81
号

１
９
２
８
年
11
月
５
日
発
行
）

と
題
さ
れ
た
、
高
垣
寅
次
郎
東
京
商
科
大
学

教
授
の
寄
稿
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
１
９
４
２
年
４
月
10
日
発
行
の
『
一

橋
新
聞
』
で
は
、
三
商
大
共
同
で
商
業
教
育

刷
新
案
を
政
府
に
提
出
す
る
な
ど
の
記
述
が

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
記
事
を
見
る
だ
け
で

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
対
す
る
関
心
、
交

流
の
深
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
９
４
０
年
以
前
に
発
行
さ
れ
た
『
一
橋

新
聞
』
の
内
容
と
１
９
４
５
年
以
降
発
行
の
も

の
と
を
見
比
べ
る
と
、
三
商
大
に
対
す
る
扱
い

が
著
し
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
１
９
４
０
年
以
前
、
つ
ま
り
第
二
次
世
界

大
戦
以
前
の
『
一
橋
新
聞
』
の
紙
面
は
、
三
商

大
関
連
の
話
題
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ど
こ
か
目
的
を
共

有
す
る
同
胞
意
識
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ

新
制
大
学
が
継
承
す
る
三
商
大
の
伝
統

２
０
１
０
年
２
月
１
日
、
一
橋
大
学
は
、
旧
三
商
大
と
し
て
伝
統
的
に
交
流
の
あ
る
、

神
戸
大
学
、
大
阪
市
立
大
学
と
、
教
育
交
流
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

今
年
は
、
旧
三
商
大
交
流
の
象
徴
と
も
い
え
る

三
商
大
ゼ
ミ
60
周
年
、
三
商
大
戦
50
周
年
に
あ
た
り
ま
す
。

Ｈ
Ｑ
で
は
、
そ
の
記
念
記
事
と
し
て
、
シ
リ
ー
ズ
で
三
商
大
の
交
流
活
動
を
特
集
し
ま
す
。

第
１
回
目
は
、
三
商
大
ゼ
ミ
と
三
商
大
戦
を
中
心
に
、

三
大
学
の
交
流
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（

）

名
前
や
中
身
が
変
わ
っ
て
も

継
承
さ
れ
る
、

三
商
大
の
伝
統

（

）

大
学
に
昇
格
し
た

3
つ
の
高
等
商
業
学
校
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三

商

大

ス
』（
第
７
号
１
９
５
５
年
発
行
と
第
８
号
１

９
５
６
年
発
行
）
の
中
に
、
手
が
か
り
と
な

る
記
事
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
「
三
大
学
合
同
研
究
発
表
会
」
と

い
う
名
称
の
も
と
に
開
催
報
告
記
事
お
よ
び

一
橋
大
学
生
に
よ
る
発
表
論
文
の
一
部
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
８
号
に
あ
る
報
告
記

事
の
前
書
き
で
は
、
そ
の
年
の
開
催
が
一
橋

大
学
で
あ
る
こ
と
、「
三
大
学
」
が
一
橋
大
学
、

神
戸
大
学
、
大
阪
市
立
大
学
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
発
表
会
の
初
回
は
、
１
９

５
１
年
で
あ
る
こ
と
、
初
回
開
催
は
大
阪
市

立
大
学
で
あ
り
、
以
降
は
当
番
制
で
開
催
さ

れ
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

同
前
書
き
に
よ
る
と
、
第
１
回
目
か
ら
第
４

回
目
ま
で
は
、
発
表
会
の
正
式
名
称
は
、「
三

商
大
発
表
大
会
」
で
あ
り
、
第
５
回
目
か
ら

「
三
大
学
合
同
研
究
発
表
会
」
に
変
更
さ
れ
た

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
確
認
を
必

要
と
す
る
の
は
、『
ヘ
ル
メ
ス
』
に
記
載
さ
れ

て
い
る
２
つ
の
発
表
会
が
、
つ
ま
り
「
通
称

三
商
大
ゼ
ミ
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
で
す
。

そ
れ
を
証
明
す
る
の
が
、
１
９
５
８
年
６
月

30
日
発
行
の
『
一
橋
新
聞
』
で
す
。
第
１
面

に
「
三
商
大
ゼ
ミ
」
の
記
事
掲
載
が
あ
り
、

そ
の
リ
ー
ド
部
分
に
は
、「
第
８
回
三
商
大
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
（
研
究
発
表
会
）」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
、『
ヘ
ル
メ
ス
』
第
８
号
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
「
三
大
学
合
同
研
究
発
表
会
」
と

「
三
商
大
ゼ
ミ
」
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
な
お
、
現
在
の
「
三
商

と
存
在
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
三
商
大
ゼ
ミ
」
と
「
三
商
大
戦
」
は
、
先

に
も
述
べ
た
と
お
り
学
生
が
企
画
し
、
運
営

し
て
い
た
た
め
、
一
橋
大
学
で
は
事
務
的
関

与
が
な
く
、
活
動
記
録
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
当
事
者
で
あ
る
学
生
団
体
も
、「
三
商

大
戦
」（
正
式
名
称
「
三
大
学
体
育
大
会
」）

は
、
体
育
会
総
務
が
窓
口
と
な
り
大
会
を
統

括
し
て
い
た
こ
と
に
留
ま
り
、
こ
こ
に
も
過

去
の
あ
ゆ
み
を
知
る
た
め
の
資
料
は
存
在
し

ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
今
年
度
の
大
会
は
、
開

催
担
当
校
の
大
阪
市
立
大
学
が
運
営
し
、
６

月
25
日
に
開
会
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
開
会

後
は
運
動
部
ご
と
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整

し
、
約
半
年
を
か
け
て
対
抗
戦
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
「
三
商
大
ゼ
ミ
」
は
、
２
０
１
０
年

度
６
月
現
在
、
運
営
団
体
に
よ
る
大
学
へ
の

登
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
想
像
の
域
を
出
ま
せ

ん
が
「
三
商
大
ゼ
ミ
」
は
「
三
商
大
戦
」
と

比
べ
る
と
実
施
期
間
が
短
い
こ
と
に
加
え
、

そ
も
そ
も
ゼ
ミ
間
の
交
流
で
あ
る
た
め
、
特

定
団
体
は
組
織
さ
れ
ず
、
そ
の
都
度
参
加
ゼ

ミ
の
学
生
が
運
営
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
記
録
に
つ
い
て
は
、
一
橋

大
学
生
が
編
集
す
る
学
術
情
報
誌
『
へ
ル
メ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
１
９
４

５
年
以
降
（
終
戦
後
数
年
間
は
、『
一
橋
新
聞
』

の
発
行
は
あ
り
ま
せ
ん
）
発
行
の
記
事
か
ら

は
、
三
商
大
関
連
の
話
題
は
極
端
に
減
り
、

代
わ
っ
て
学
内
情
勢
や
社
会
情
勢
に
関
す
る

記
事
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時
期
、
日

本
は
敗
戦
を
経
験
し
、
大
変
革
を
余
儀
な
く

さ
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
１
９
４
９
年
は
、
教

育
界
に
と
っ
て
歴
史
的
に
大
き
な
意
味
を
持

つ
年
と
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
学
校
教
育
法

の
制
定
に
よ
り
旧
制
度
は
全
撤
廃
さ
れ
、
学

制
が
抜
本
的
に
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の

年
を
境
に
三
商
大
は
、
そ
れ
ま
で
の
か
た
ち

を
失
い
、
学
問
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
そ

れ
ぞ
れ
が
一
橋
大
学
、
神
戸
大
学
、
大
阪
市

立
大
学
と
名
を
変
え
、
組
織
や
性
質
も
大
き

く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
教
育
界

の
状
況
変
化
が
、
三
商
大
間
に
距
離
を
作
っ

た
要
因
の
一
つ
と
も
い
え
そ
う
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
に
あ
っ

て
、
三
商
大
を
冠
し
た
２
つ
の
活
動
「
三
商

大
ゼ
ミ
」（
１
９
５
１
年
）、「
三
商
大
戦
」

（
１
９
６
１
年
）
が
、
学
生
の
手
に
よ
り
復
活

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
学
名
の
変
更
は
、

大
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
大
き
な
影
響

を
与
え
ま
す
。
大
学
が
長
年
に
わ
た
り
培
っ

て
き
た
存
在
意
義
や
個
性
と
い
っ
た
も
の
が
、

外
か
ら
は
見
え
に
く
く
な
る
か
ら
で
す
。
そ

の
意
味
で
も
「
三
商
大
ゼ
ミ
」、「
三
商
大
戦
」

の
活
動
は
、
単
な
る
交
流
活
動
で
は
な
く
、

三
商
大
を
は
じ
め
多
く
の
旧
制
大
学
の
伝
統

大
ゼ
ミ
」
の
正
式
名
称
は
「
三
大
学
学
生
討

論
会
」
で
す
が
、
１
９
６
０
年
時
点
で
、
一
橋

大
学
新
聞
部
に
よ
る
廃
止
論
と
と
も
に
、
現

在
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
ま
す（『
一
橋
新
聞
』

１
９
６
０
年
５
月
30
日
発
行
）。

「
三
商
大
ゼ
ミ
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度

60
周
年
の
源
流
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
し
か
し
、「
三
商
大
戦
」
の
50
年
に

つ
い
て
は
、
運
動
部
の
全
体
を
軸
と
し
て
捉

え
た
時
と
各
運
動
部
を
軸
と
し
て
捉
え
た
時

と
で
は
、
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

昭
和
初
期
に
発
行
さ
れ
た
『
一
橋
新
聞
』
の

記
録
に
よ
る
と
、
運
動
部
に
よ
る
対
抗
戦
の

歴
史
は
長
く
、
神
戸
高
等
商
業
学
校
が
神
戸

商
業
大
学
に
昇
格
し
た
１
９
２
９
年
直
後
か

ら
、
野
球
部
に
よ
る
リ
ー
グ
戦
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
対
抗
戦
の
歴
史
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
３
校
の
つ
な
が
り
は
高
等

商
業
学
校
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
こ
と
と
想

像
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
大
学
昇
格
以
降
の

交
流
に
焦
点
を
当
て
た
い
と
思
い
ま
す
。
引

き
続
き
『
一
橋
新
聞
』
の
記
事
に
戻
り
ま
す

が
、
昭
和
初
期
の
一
橋
大
学
で
は
、
三
商
大

戦
リ
ー
グ
の
具
現
化
に
向
け
て
い
く
つ
か
の

運
動
部
が
積
極
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
１

９
３
１
年
の
段
階
で
は
陸
上
競
技
部
、
弓
道

部
、
水
泳
部
、
柔
道
部
が
対
抗
戦
リ
ー
グ
を

（

）

三
商
大
発
足
直
後
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
対
抗
戦
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を
探
る



商学部

経済学部

法学部

社会学部

設
立
し
、
年
を
追
う
ご
と
に
他
の
運
動
部
の

参
加
が
増
え
て
い
ま
す
（『
一
橋
新
聞
』
１
９

３
１
年
６
月
６
日
発
行
）。
ま
た
、
１
９
４
２

年
に
は
、
初
の
三
商
大
総
合
大
会
開
催
と
い

う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
総
合
大
会
と

し
て
は
初
回
開
催
で
あ
っ
て
も
、
既
に
多
く

の
運
動
部
が
独
自
に
対
抗
戦
リ
ー
グ
を
持
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
対
抗
戦
の
開
催
回
数
は

運
動
部
ご
と
に
異
な
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
（『
一
橋
新
聞
』
１
９
４
２
年
８
月
10
日
発

行
）。「
三
商
大
戦
」
に
は
、
50
年
に
は
到
底

収
ま
り
き
ら
な
い
、
伝
統
の
重
み
が
あ
る
よ

う
で
す
。

先
輩
た
ち
に
よ
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き

た
「
伝
統
」
を
守
る
今
の
学
生
が
い
る
一
方

で
、
移
動
手
段
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手

段
に
限
り
が
あ
る
時
代
に
、
関
東
と
関
西
を

行
き
交
い
な
が
ら
「
伝
統
」
を
育
て
て
き
た

商
大
生
た
ち
が
い
ま
す
。「
伝
統
」
と
い
う
言

葉
に
は
、
理
屈
を
超
え
て
人
を
動
か
す
力
が

あ
る
よ
う
で
す
。

射
撃 

卓
球 

水
上
競
技 

陸
上
競
技 

籠
球
（
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
） 

排
球
（
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
） 

蹴
球
（
サ
ッ
カ
ー
） 

ホ
ッ
ケ
ー 

軟
式
庭
球 

硬
式
庭
球 

野
球 

弓
道 

柔
道 

剣
道 

ラ
グ
ビ
ー 

馬
術 

種
目 

学部

商学研究科

経済学研究科

法学研究科

社会学研究科

言語社会研究科

国際企業戦略研究科

法科大学院

国際・公共政策大学院

大学院

経済研究所

研究所

一橋大学

文学部

国際文化学部

発達科学部

法学部

経済学部

経営学部

理学部

医学部

工学部

農学部

海事科学部

学部

人文学研究科

国際文化学研究科

人間発達環境学研究科

法学研究科（法科大学院）

経済学研究科

経営学研究科（専門職大学院）

理学研究科

医学研究科

保健学研究科

工学研究科

システム情報学研究科

農学研究科

海事科学研究科

国際協力研究科

大学院

経済経営研究所

研究所

神戸大学

商学部

経済学部

法学部

文学部

理学部

工学部

医学部医学科

医学部看護学科

生活科学部

学部

経営学研究科

経済学研究科

法学研究科

文学研究科

理学研究科

工学研究科

医学研究科

看護学研究科

生活科学研究科

創造都市研究科

法科大学院

大学院

大阪市立大学 《
お
断
り
》

「
三
商
大
ゼ
ミ
」、「
三
商
大
戦
」
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
資
料
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
本

号
記
事
へ
の
訂
正
、
補
足
を
含
め
、
詳
し
い
情

報
な
ど
お
わ
か
り
で
し
た
ら
、
Ｈ
Ｑ
編
集
部
ま

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

●初の三商大総合大会の開催種目
（『一橋新聞』1942年8月10日発行より）

旧三商大の今
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三商大の伝統
新制大学が継承する



Captains 連載企画

一橋大学創世記。

そこには、新しい価値を創らんとする力があった。建設者としての誇りと意志があった。

「Captains」それは近代日本の発展に多大なる功績を残した人々のストーリーである。

学問、国、家業、大学運営……有事のたびに求められた人格。

「Captains」第５回では、関 一の足跡を追ってみた。

関

一

第 5 回

石河光哉／作　一橋大学附属図書館所蔵
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関
一
と
日
比
野
実
枝
子
さ
ん
と
は
、
ど
ん
な
関
係
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
集
め
て

い
た
の
は
、
日
比
野
さ
ん
の
母
上
で
あ
る
春
水
さ
ん
で
し

た
。
春
水
さ
ん
の
父
親
で
あ
る
魚
津
要
太
郎
氏
は
、
東
京

高
等
商
業
学
校
（
現
一
橋
大
学
）
本
科
を
１
９
１
１
年
に
、

専
攻
部
を
１
９
１
３
年
に
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
関

は
１
９
０
３
年
に
初
代
端
艇
部
長
に
就
任
以
来
、
一
橋
大

学
の
ボ
ー
ト
道
の
確
立
、
隆
盛
に
情
熱
を
注
い
で
お
り
ま

し
た
。
魚
津
氏
は
端
艇
部
で
エ
イ
ト
（
８
人
漕
ぎ
の
種
目
）

の
選
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
関
か
ら

な
に
か
と
目
を
か
け
て
も
ら
っ
た
と
い
い
ま
す
。
１
９
２

３
年
に
関
が
第
七
代
大
阪
市
長
に
就
任
し
た
際
に
は
、
助

役
に
就
任
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
ほ
ど
、
信
頼
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
魚
津
氏
は
「
お
役
所
勤
め

は
不
向
き
だ
」
と
実
業
家
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。

魚
津
氏
の
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
春
水
さ
ん
が
関
の
資
料
を

収
集
し
保
管
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
枝
子
さ
ん
も
自
然

に
関
に
関
心
を
持
ち
、
関
に
関
す
る
記
事
や
書
籍
を
読
む

よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
現
在
の
大
阪
は
、『
真
冬
の
時
代
』
で
す
。
で
す
が
、

2008年10月25日、一橋大学「関西アカデミア」の会場に、日比野実枝子さんがいらっしゃいました。

関 一（せき・はじめ）の写真を一橋大学に託すためです。

それをお預かりしたのが、一橋大学広報誌『ＨＱ』で、

この「Captains」の企画当初からコーディネーターも務めている経済学研究科の大月康弘教授でした。

後日、日比野さんからいただいた資料が大月教授より編集部に提示されたことで、

今回の特集が組まれることとなったのです。

「知るも知らぬも大阪の関」として、大阪では絶大な人気を誇り、

東京市長の後藤新平と並び称される名物市長の関一。

資料を読めば読むほど、これほど「Captains」にふさわしい人物はいないことが浮かび上がってきました。

大
阪
市
民
に
愛
さ
れ
た

学
者
市
長

関
一

理
論
と
実
践
の
融
合
で

近
代
大
阪
の
骨
格
を
つ
く
る

Captains 関 一

大
阪
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
名
市
長
を

母
校
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
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か
つ
て
大
阪
に
は
、
高
等
商
業
学
校
（
現
一
橋
大
学
）

ご
出
身
の
先
生
が
、
大
阪
の
近
代
都
市
へ
の
飛
躍
に
卓

越
さ
れ
た
指
導
力
を
発
揮
さ
れ
ま
し
て
、
有
名
な
蝉
丸

の
『
逢
坂
の
関
』
の
も
じ
り
で
、
こ
れ
や
こ
の
都
市
計

画
の
権
威
者
は
『
知
る
も
知
ら
ぬ
も
大
阪
の
関
』
と
称

え
ら
れ
ま
し
た
名
市
長
が
お
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
関

一
先
生
の
母
校
の
皆
様
に
、
一
般
の
皆
様
に
も
知
っ
て

頂
き
た
い
と
か
ね
て
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
し
た
」（
日
比

野
実
枝
子
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
）

実
際
に
、
関
一
が
助
役
、
つ
い
で
市
長
だ
っ
た
二
十

余
年
間
は
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
活
力
に
溢
れ
て
お
り
、

「
大
阪
の
黄
金
時
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

関
は
１
８
７
３
年
に
静
岡
県
で
旧
幕
臣
の
子
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。
や
が
て
東
京
に
戻
り
、
高
等
商
業
学

校
（
１
９
０
２
年
に
東
京
高
等
商
業
学
校
に
改
称
）
本

科
に
入
学
。
父
親
の
病
死
で
苦
学
を
強
い
ら
れ
な
が
ら

も
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
の
間
に
、
矢
野

二
郎
校
長
排
斥
運
動
に
参
加
し
て
、
放
校
処
分
を
受
け

て
い
ま
す
。
関
の
放
校
処
分
を
心
配
し
た
叔
父
の
高
山

弦
八
郎
は
、
矢
野
校
長
宅
の
門
前
に
何
日
も
座
り
込
ん

で
面
会
し
て
も
ら
い
、
涙
な
が
ら
に
訴
え
た
の
で
す
。

こ
の
涙
の
懇
願
に
よ
っ
て
復
学
を
許
さ
れ
た
関
は
、
卒

業
生
総
代
を
務
め
て
卒
業
し
た
の
で
す
。

母
校
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
１
８
９
７
年
、
24
歳
の
と
き

で
す
。
そ
の
１
年
後
に
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し

ま
し
た
。
一
橋
大
学
に
と
っ
て
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る

「
ベ
ル
リ
ン
宣
言
」＊
の
立
役
者
の
一
人
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
関
が
、な
ぜ
大
阪
市
長
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

１
９
１
４
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
日
本
は
そ

の
特
需
に
よ
り
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ
ま
し
た
。
同
時

に
都
市
の
肥
大
化
が
進
み
、
大
阪
で
も
土
地
不
足
や
道
路
、

交
通
機
関
、
電
気
、
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
不
備
が
問

題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
時
の
市
長
で
あ
る
池
上
四
郎
は
、

「
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
都
市
政
策
の
専
門
家
を
招
聘
す

れ
ば
い
い
」
と
考
え
た
の
で
す
。
相
談
を
受
け
た
の
は
、
京

都
帝
国
大
学
（
現
京
都
大
学
）
の
戸
田
海
市
で
、
彼
は
、
当

時
、
東
京
高
等
商
業
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
関
を
推

薦
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
元
高
等
商
業
学
校
校
長
だ
っ
た

三
十
四
銀
行
（
現
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
）
頭
取
の
小
山

健
三
が
、
そ
の
仲
介
を
頼
ま
れ
た
の
で
す
。
彼
は
高
等
商
業

学
校
時
代
に
校
長
と
し
て
福
田
徳
三
、
佐
野
善
作
、
関
一

な
ど
優
秀
な
若
手
研
究
者
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
ま
す
。

１
９
１
４
年
１
月
15
日
、
関
の
も
と
に
小
山
か
ら
手

紙
が
届
き
ま
す
。
日
記
に
は
、「
去
十
三
日
付
ニ
テ
小
山

氏
ヨ
リ
大
阪
市
助
役
ヲ
引
受
ケ
テ
ハ
如
何
ト
ノ
書
面
至

ル
」
と
あ
り
ま
す
。

関
の
周
り
で
は
、
反
対
論
が
渦
巻
い
て
い
ま
し
た
。

『
一
橋
大
学
百
年
史
』
に
は
、「
学
生
の
間
か
ら
留
任
を
の

ぞ
む
声
が
起
こ
り
、
直
ち
に
委
員
を
あ
げ
て
活
発
な
留
任

運
動
が
展
開
さ
れ
た
」「
教
授
会
で
も
関
教
授
の
辞
任
に

は
反
対
の
意
向
で
あ
り
、
同
窓
会
常
議
会
も
一
致
し
て
反

対
を
決
定
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
関
自
身

が
整
理
し
て
い
た
留
任
要
望
書
の
な
か
に
、
在
阪
Ｏ
Ｂ
か

ら
の
こ
ん
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

「
当
方
高
級
助
役
ハ
社
会
上
ノ
位
置
ニ
於
テ
、
高
等
商

業
学
校
教
授
ニ
及
バ
ザ
ル
コ
ト
遠
シ
、
高
級
助
役
ト
シ
テ

貴
君
ガ
懐
抱
セ
ル
理
想
ヲ
実
行
セ
ン
ト
ス
ル
如
キ
ハ
不
可

能
ナ
リ
」「
母
校
及
同
窓
会
ノ
名
ヲ
辱
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」

当
の
関
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
関
の
日

記
に
は
、「
予
ノ
国
家
ニ
貢
献
ス
ル
ノ
途
ハ
必
ズ
シ
モ
一

橋
ノ
小
天
地
ニ
限
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ヤ
　
自
治
制
又
ハ

実
業
界
ノ
天
地
ニ
自
家
ノ
抱
負
ノ
一
端
ヲ
実
行
セ
ン
ト
ス

ル
モ
亦
国
家
ニ
尽
ス
所
以
ト
云
ウ
ベ
キ
ナ
リ
」
と
あ
り
ま

す
。
ま
た
、「
自
分
の
学
問
は
政
策
の
学
問
で
あ
る
。
政

策
は
畢
竟
実
行
だ
。
研
究
し
た
こ
と
を
自
分
で
実
行
し
て

み
た
い
。ま
た
実
行
し
つ
つ
研
究
を
進
め
て
み
た
い
の
だ
」

と
語
り
、
意
欲
を
示
し
て
い
ま
す
。
大
阪
市
助
役
へ
の
転

身
は
、
あ
る
意
味
で
は
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
実
際
に
、
助
役
、
市
長
に
な
っ
て
か
ら
も
、

多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
小
山
か
ら
打
診
さ
れ
た
同
月
に
は
「
助
役
ノ

地
位
モ
余
リ
望
マ
シ
キ
所
ニ
ア
ラ
ズ
　
過
去
大
阪
市
ノ
状

況
ニ
照
ラ
ス
モ
多
少
ノ
抱
負
ヲ
実
行
シ
ウ
ベ
キ
ヤ
疑
ナ
キ

能
ハ
ズ
」
と
、
手
紙
を
く
れ
た
小
山
に
返
事
を
書
い
て
い

ま
す
。
そ
う
簡
単
に
決
断
で
き
ず
、
悩
ん
で
い
た
様
子
が

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
小
山
の
勧
め
で
池
上
市
長
に
会
っ
た

際
に
、
学
者
が
助
役
に
な
る
意
義
を
説
か
れ
て
、「
略
応

諾
ノ
意
ヲ
漏
シ
タ
リ
」と
助
役
就
任
の
決
意
を
し
ま
し
た
。

「
市
民
の
た
め
の
住
み
心
地
よ
き
都
市
の
建
設
」
と
い

う
の
が
、
関
が
一
貫
し
て
強
調
し
て
い
た
行
政
目
標
で

Captains 関 一

矢
野
二
郎
校
長
排
斥
運
動
に
参
加
し
て

放
校
処
分
を
受
け
る

政
策
は
実
行
だ
と
い
う
思
い
と

大
阪
市
政
に
携
わ
る
ま
で
の
逡
巡

御
堂
筋
、
地
下
鉄
敷
設
、

大
阪
城
天
守
閣
再
建
…

近
代
大
阪
の
骨
格
を
つ
く
り
あ
げ
る

30

＊ヨーロッパ留学中の高等商業学校教員８名によって1901（明治34）年１月末に起草された「商科大学設立ノ必要」。
欧米では大学レベルの商業教育機関を求める動きがあり、日本でも商科大学の設立は「刻下の急務」であるとした。



す
。
１
９
１
８
年
11
月
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
休
戦
条

約
が
結
ば
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
好
況
か
ら
一
転
し
て

不
況
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
で
関
は
、

自
ら
を
委
員
長
と
す
る
都
市
改
良
計
画
大
阪
調
査
会
を

立
ち
上
げ
ま
す
。

大
阪
と
い
え
ば
御
堂
筋
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
第
一
次
都
市
計
画
事
業

に
よ
り
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
す
。
当
時
は
道
幅
６
〜

８
メ
ー
ト
ル
の
貧
弱
な
も
の
で
し
た
。
そ
こ
に
幅
員
24

間
（
43
・
６
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
常
識
外
れ
の
道
路
を

通
そ
う
と
い
う
計
画
で
す
。「
飛
行
場
で
も
つ
く
る
つ
も

り
か
」
と
い
う
嘲
笑
や
、
財
政
問
題
な
ど
湧
き
上
が
る

反
対
論
を
、
関
は
「
大
大
阪
ノ
中
心
街
路
タ
ル
ニ
恥
ジ

ザ
ル
幅
員
ト
体
裁
」
を
と
、
徹
底
的
に
押
さ
え
込
み
ま

す
。
御
堂
筋
に
よ
り
大
阪
の
中
心
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
阪
を
南

北
に
貫
く
風
格
の
あ
る
幹
線
道
路
が

で
き
ま
し
た
。

１
９
２
３
年
11
月
に
市
長
に
就
任
。
大
阪
市
の
市
域

を
拡
張
す
る
「
大
大
阪
」
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
都
市
部
の
環
境
を
整
備
し
て
「
市
民
の
た
め

に
住
み
心
地
よ
き
都
市
の
建
設
」
を
行
う
た
め
で
す
。

そ
の
足
と
な
る
の
が
、
地
下
鉄
で
し
た
。
地
盤
の
悪
い

大
阪
で
あ
る
の
に
加
え
て
昭
和
大
恐
慌
に
よ
る
財
政
難

も
あ
っ
て
苦
難
続
き
で
し
た
が
、
１
９
３
３
年
５
月
に

わ
が
国
初
の
市
営
高
速
鉄
道
が
梅
田
―
心
斎
橋
間
で
開

通
し
ま
し
た
。

１
９
２
８
年
に
は
大
阪
商
科
大
学
（
現
大
阪
市
立
大

大阪城　写真：産経新聞社

御堂筋　
写真：産経新聞社



の
譫
言
（
う
わ
ご
と
）
は
25
日
の
夕
方
頃
よ
り
始
ま
り

26
日
は
意
識
不
明
の
間
は
殆
ん
ど
譫
言
の
み
で
あ
り
ま

し
た
が
、
其
譫
言
は
全
部
役
所
関
係
予
算
関
係
の
こ
と

に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
室
戸
台

風
の
被
害
の
復
旧
予
算
の
こ
と
が
、
病
床
に
あ
っ
て
も

頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
阪
市
は
、
関
の
功
績
に
市
葬
を
も
っ
て
応
え
ま
し

た
。
葬
儀
を
実
況
中
継
し
た
ラ
ジ
オ
で
は
、「
２
７
０
万

市
民
が
父
と
敬
い
師
と
仰
い
だ
我
等
の
市
長
関
さ
ん
は
、

今
や
接
す
る
由
も
な
き
、
呼
べ
ど
答
え
ぬ
、
遠
い
あ
の

世
へ
逝
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
報
じ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
市
長
の
死
を
悲
し
ん
だ
市
民
８
万
人
が
市
葬

に
参
列
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
市
民

に
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

関
一
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
「
一
（
は
じ
め
）」
の
体

現
者
で
あ
り
、
パ
イ
オ
ニ
ア
で
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
苦
学
を
し
な
が
ら
も
総
代
（
一
番
）
で
高
等

商
業
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、「
シ
テ
ィ
・

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
を
「
都
市
計
画
」
と
初
め
て
翻
訳
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
阪
市
立
大
学
の
前

身
で
あ
る
大
阪
商
科
大
学
は
、
全
国
で
初
の
自
治
体
大

学
で
、
日
本
で
唯
一
の
市
政
科
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
大
阪
の
地
下
鉄
は
、
わ
が
国
初
の
市
営

高
速
鉄
道
で
す
。「
市
民
の
た
め
の
住
み
心
地
よ
き
都
市

の
建
設
」
を
目
指
し
て
い
た
関
ら
し
い
の
は
、
日
本
で

最
初
に
大
気
汚
染
の
定
点
観
測
を
行
っ
た
こ
と
で
す
。

な
に
よ
り
も
「
住
み
心
地
よ
き
都
市
」
と
い
う
概
念
自

学
）
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
阪
市
立
高
等
商

業
学
校
が
大
学
に
昇
格
し
た
も
の
。
そ
こ
に
は
、
国
立

大
学
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、「
大
阪
市
を
背
景
と
し
た
学

問
の
創
造
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
明
確
な

理
念
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
当
時
世
界
で
も
珍
し

い
日
本
唯
一
の
「
市
政
科
」
を
設
置
し
た
こ
と
か
ら
も

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

市
民
を
巻
き
込
ん
で
、
大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
大

阪
城
天
守
閣
の
再
建
も
行
っ
て
い
ま
す
。「
市
の
呼
び
か

け
に
、
太
閤
は
ん
の
た
め
や
っ
た
ら
と
全
市
民
が
乏
し

い
ふ
と
こ
ろ
を
探
り
、
巾
着
を
裏
返
し
て
浄
財
を
は
た

い
た
の
で
あ
る
。
誰
が
ア
ホ
な
軍
国
主
義
鼓
吹
の
た
め

に
な
ん
か
金
出
す
か
い
な
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
」

１
９
２
８
年
に
再
建
さ
れ
た
大
阪
城
天
守
閣
の
総
経

費
１
５
０
万
円
は
、
市
民
の
寄
附
に
よ
っ
て
全
額
が
賄

わ
れ
た
の
で
す
（
当
時
は
小
学
校
教
員
の
初
任
給
が
45

円
か
ら
50
円
と
い
う
時
代
で
し
た
）。
同
時
に
関
は
、
住

友
家
か
ら
茶
臼
山
の
寄
附
を
受
け
て
天
王
寺
公
園
の
大

整
備
も
行
い
ま
し
た
。

１
９
３
５
年
１
月
14
日
、
関
は
病
床
に
つ
き
ま
し
た
。

室
戸
台
風
の
復
旧
作
業
の
陣
頭
指
揮
な
ど
で
休
む
間
も

な
く
活
躍
し
疲
労
が
溜
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
正
式
な

診
断
の
結
果
は
、
腸
チ
フ
ス
。
関
市
長
重
体
の
報
が
流

れ
る
と
、
一
般
市
民
か
ら
輸
血
の
申
し
出
が
相
次
ぎ
ま

し
た
。
し
か
し
、
26
日
に
親
族
、
友
人
、
市
関
係
者
ら

が
見
守
る
な
か
で
、
関
は
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。
最

後
を
看
取
っ
た
主
治
医
の
熊
谷
謙
三
郎
は
、「
故
市
長
様

1934年（昭和９年）７月、
貴族院議員選出祝賀会で
撮影された写真。前列中
央が関一。関一の右隣か
ら母よし氏、四女和代氏。
関一左隣は、三男義雄氏。
後方右端は日比野さん祖
父、魚津要太郎氏。
写真提供：日比野実枝子氏

２
７
０
万
市
民
が
父
と
敬
っ
た

関
市
長
逝
く

一（
は
じ
め
）
物
語
に
み
る

関
一
のC

aptainship
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館
な
ど
社
会
事
業
の
創
設
拡
充
に
つ
と
め
ま
し
た
。
美

術
館
の
建
設
に
着
手
し
、
大
阪
城
天
守
閣
を
再
建
し
て
、

文
化
都
市
の
面
目
を
整
え
ま
し
た
。
学
区
を
廃
止
し
て

義
務
教
育
の
機
会
均
等
を
は
か
り
、
商
科
大
学
を
開
設

し
て
市
立
大
学
制
度
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。
ま
た
、

中
央
卸
売
市
場
を
設
け
、
築
港
計
画
を
拡
張
し
、
市
営

バ
ス
を
創
め
る
な
ど
、
お
よ
そ
今
日
の
大
大
阪
に
見
る

市
営
事
業
の
根
幹
は
、
お
お
む
ね
博
士
の
経
綸
に
出
ず

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
御
堂
筋
を
飾
る
い
ち
ょ
う
並
木

の
美
し
さ
も
、
そ
の
下
を
通
る
地
下
鉄
の
便
利
と
を
考

え
て
み
る
だ
け
で
も
、
博
士
の
高
邁
な
る
識
見
と
果
断

な
実
行
の
賜
物
。
今
な
お
生
け
る
が
如
く
市
民
の
眼
前

に
浮
び
あ
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

わ
が
大
阪
が
今
日
の
大
を
な
し
得
た
の
は
、
長
い
歴

史
に
培
わ
れ
た
自
由
の
精
神
と
古
い
伝
統
に
養
わ
れ
た

実
践
力
行
の
美
風
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た

市
民
と
こ
れ
を
代
表
す
る
市
会
の
博
士
に
対
す
る
信
頼

が
市
政
の
運
営
に
不
動
の
基
盤
を
築
い
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

大
阪
市
民
が
そ
の
最
も
必
要
と
す
る
時
期
に
お
い
て

学
徳
と
も
に
優
れ
た
関
市
長
を
得
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
の
喜
び
と
し
て
永
久
に
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
」

体
が
、
驚
く
ほ
ど
先
進
的
な
も
の
と
い
え
ま
す
。
時
代

を
リ
ー
ド
す
る
ま
さ
に
「C

ap
tain
s

」
の
一
人
だ
っ
た

と
い
え
ま
す
。

さ
ら
に
一
（
は
じ
め
）
関
連
で
紹
介
す
れ
ば
、
市
長

と
し
て
の
年
俸
は
総
理
大
臣
を
は
る
か
に
超
え
、
官
公

庁
関
連
で
は
日
本
一
の
高
給
取
り
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
高
給
を
得
て
い
た
関

が
遺
し
た
財
産
は
、
わ
ず
か
一
万
円
足
ら
ず
だ
っ
た
と

い
う
の
で
す
。
麦
飯
に
よ
る
一
汁
二
菜
と
質
素
な
生
活

を
し
て
き
た
関
だ
け
に
、
大
阪
市
の
た
め
に
私
財
を
投

じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
清
貧
さ
に
市
民
は
改

め
て
驚
い
た
と
い
い
ま
す
。

今
な
お
関
は
大
阪
市
民
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
９

５
６
年
に
は
、
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
前
に
偉
業

を
顕
彰
す
る
た
め
に
故
大
阪
市
長
関
一
博
士
遺
徳
顕
彰

会
が
銅
像
を
建
立
し
て
い
ま
す
。
そ
の
碑
文
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
（
句
読
点
加
筆
）。

「
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
の
大
阪
は
、
第
一

次
大
戦
を
機
縁
と
し
て
急
速
な
発
展
を
た
ど
り
、
近
代

都
市
と
し
て
の
態
勢
を
整
う
る
に
絶
好
の
機
会
を
迎
え

ま
し
た
。
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
博
士
の
よ
う
な
明
達
の

士
を
得
て
、
躍
進
す
る
市
勢
に
向
か
う
べ
き
と
こ
ろ
を

示
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
市
民
に
と
っ
て
ま
こ

と
に
仕
合
せ
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

博
士
の
業
績
は
枚
挙
に
い
と
ま
あ
り
ま
せ
ん
。
市
域

の
拡
張
を
断
行
し
、
都
市
計
画
を
樹
立
し
て
、
近
代
都

市
大
阪
の
基
礎
を
つ
く
り
ま
し
た
。
市
民
病
院
、
市
民

1873年（明治６年）

1893年（明治26年）

1896年（明治29年）

1897年（明治30年）

1910年（明治43年）

1914年（大正３年）

1923年（大正12年）

1934年（昭和９年）

1935年（昭和10年）

旧幕臣の小学校教員の家に生まれる。

高等商業学校（現一橋大学）本科卒業。

大蔵省勤務、神戸商業学校（現兵庫県立神戸商業高等学校）教諭。

新潟市立商業学校（現新潟県立新潟商業高等学校）校長。

母校高等商業学校（1902年に「東京高等商業学校」と改称）教授となり、

社会政策論及びその延長として都市計画論を専門とした。

法学博士。

池上四郎市長の補佐として大阪市助役に招かれる。

第７代大阪市長となる。

７月３日貴族院議員。

１月26日永眠。

【
出
所
】

『
関
一
日
記
　
大
正
・
昭
和
初
期
の
大
阪
市
政
』

（
関
一
研
究
会
／
編

東
京
大
学
出
版
会
／
刊

１
９
８
６
年
発
行
）

「
大
阪
１
０
０
年
の
源
流
・
い
ま
な
ぜ
『
関
一
』
か
」

（
加
来
耕
三
／
著
「
産
経
新
聞
」

１
９
８
９
年
９
月
15
日
〜
１
９
９
０
年
３
月
30
日
）

※
本
文
中
、
取
材
協
力
者
以
外
は
敬
称
略
。

※
引
用
中
の
旧
仮
名
づ
か
い
、
旧
漢
字
は
、
現
代
表
記
へ
と
改
め
ま
し
た
。

【関 一 略年譜】

Captains 関 一

今
な
お
愛
さ
れ
続
け
る
関
一

語
り
継
が
れ
る
偉
業
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第26回

山
下

河
口
さ
ん
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
専
門
家
と
し
て
ご
活

躍
で
す
が
、
学
生
時
代
か
ら
そ
う
い
っ
た
方
向
を
目

指
し
て
い
ら
し
た
の
で
す
か
？

河
口

道
程
を
お
話
し
す
る
と
長
く
な
り
ま
す
（
笑
）。

大
学
３
年
の
と
き
、
環
境
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
こ

と
が
、
そ
も
そ
も
の
契
機
。
経
済
学
の
授
業
で
外
部

不
経
済
に
つ
い
て
学
び
、「
何
そ
れ
。
じ
ゃ
あ
公
害
は

ど
う
な
る
の
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
外
部
不
経
済
は

大
雑
把
に
い
う
と
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
ラ
イ
ス
の
な
か

に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
な
い
こ
と
に
し
よ

う
っ
て
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
で
も
、
公
害
は
な
い

こ
と
に
し
て
い
る
う
ち
に
積
み
重
な
り
、
悪
影
響
が

広
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
見
え
る
と
こ
ろ
だ
け
見
る

市
場
理
論
で
は
な
く
て
、
不
経
済
な
部
分
も
ひ
っ
く

る
め
て
説
明
で
き
る
よ
う
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
見
方
は

何
か
、
そ
れ
が
、
原
点
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
下

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
女
性
は
、
現
実
主
義
で
、

嘘
や
ご
ま
か
し
が
嫌
い
で
す
よ
ね
。
男
性
は
、
論
理

的
に
美
し
い
世
界
が
好
き
で
す
が
（
笑
）。

河
口

学
生
時
代
は
、
経
済
学
が
関
心
を
示
さ
な
い

外
部
不
経
済
が
そ
の
う
ち
逆
襲
し
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
大
学
院
で
は
排
出
権
取

引
に
関
す
る
こ
と
な
ど
を
勉
強
し
ま
し
た
が
、
経
済

学
の
範
疇
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
っ
と
思
い
き
り
勉
強
し
た
い
な
と
い
う
思
い
が
あ
っ

て
留
学
を
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
直
前
に
父
が
事
故

に
遭
い
就
職
す
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
大
和
証
券
に

入
社
し
た
の
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
学
ぶ
な
ら
理
論
し
か

な
い
大
学
よ
り
本
物
の
市
場
に
近
い
証
券
会
社
が
い
い

の
で
は
と
思
っ
た
か
ら
で
し
た
。
と
は
い
え
、
当
時
は

修
士
の
女
性
を
と
る
企
業
が
皆
無
に
近
か
っ
た
と
い
う

の
が
大
き
な
理
由
で
し
た
。

各
界
で
ユ
ニ
ー
ク
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
材
が
豊
富
と
評
判
の
一
橋
の
女
性
た
ち
。

そ
の
活
躍
分
野
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

彼
女
た
ち
が
い
か
に
キ
ャ
リ
ア
を
構
築
し
、
ど
の
よ
う
な
人
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
抱
い
て
い
る
の
か
？

第
26
回
は
、
大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
本
社
Ｃ
Ｓ
Ｒ
室
長
の
河
口
真
理
子
さ
ん
で
す
。

聞
き
手
は
、
商
学
研
究
科
准
教
授
の
山
下
裕
子
で
す
。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
両
生
類

大和証券グループ本社
CSR室長

河口真理子氏

商学研究科准教授

山下裕子

Mariko Kawaguchi

Yuko Yamashita

一橋の
女性たち

連 載 企 画

外
部
不
経
済
っ
て

何
そ
れ
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山
下

大
和
証
券
で
は
ど
ん
な
仕
事
を
な
さ
っ
て
い

た
の
で
す
か
？

河
口

最
初
は
支
店
向
け
の
外
国
株
の
営
業
で
し
た
。

私
が
入
社
し
た
１
９
８
６
年
当
時
は
「
い
け
い
け
ど

ん
ど
ん
」
の
時
代
、
夜
の
９
時
10
時
ま
で
の
残
業
は

当
た
り
前
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
も
怪
し
け
れ
ば
ビ

ジ
ネ
ス
は
完
全
に
男
社
会
で
、
私
が
外
線
電
話
に
出

る
と
「
誰
か
男
性
は
い
な
い
の
」（
笑
）。

山
下

そ
の
な
か
で
も
、
環
境
に
関
わ
り
つ
づ
け
て

い
ら
し
た
と
か
。

河
口

ア
フ
タ
ー
５
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
参
加
し
、
リ
オ
サ

ミ
ッ
ト
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。
91
年

に
日
本
株
の
ア
ナ
リ
ス
ト
部
門
に
異
動
し
、
93
年
の

組
織
変
更
で
大
和
総
研
の
翻
訳
チ
ー
ム
に
入
り
ま
し

た
。
上
司
が
理
解
の
あ
る
人
で
、
空
い
て
い
る
時
間

に
環
境
問
題
に
つ
い
て
勉
強
す
る
こ
と
を
許
し
て
く

れ
ま
し
た
。
97
年
に
環
境

経
営
に
つ
い
て
社
内
の
論

文
集
に
書
い
た
の
が
き
っ

か
け
で
注
目
を
浴
び
る
よ

う
に
な
り
、
自
分
の
仕
事

と
し
て
じ
ょ
じ
ょ
に
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
評
価
制
度
づ
く
り
に

関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
や
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
が

社
会
的
な
関
心
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
直
後
か
ら
で
し
た
。
こ
の

時
期
に
育
児
休
暇
で
10
カ
月
程
仕
事
を
離
れ
ま
し
た

が
、
復
帰
後
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
や
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投

資
）
の
調
査
研
究
を
中
心
に
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

山
下

軌
跡
を
伺
う
と
一
本
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。
ご
自
身
の
な
か
で
や
り
た
い
こ
と
を
し
っ

か
り
と
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
た
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

河
口

20
代
の
頃
は
辛
く
て
、
何
度
も
辞
め
よ
う
と

思
い
ま
し
た
が
（
笑
）。
い
ま
振
り
返
る
と
、
仕
事
と

し
て
強
制
さ
れ
な
け
れ
ば
身
に
つ
か
な
か
っ
た
知
識
が

あ
と
か
ら
生
き
て
き
た
。
ま
た
仕
事
を
通
し
て
次
々
に

や
り
た
い
テ
ー
マ
が
出
て
き
た
か
ら
歩
ん
で
こ
ら
れ

た
。
い
ま
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
だ
と
い

う
思
い
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

山
下

女
性
の
働
き
方
に
し
て
も
、
環
境
問
題
に
し

て
も
、
こ
の
20
年
間
で
社
会
の
規
範
は
ガ
ラ
リ
と
変

わ
り
ま
し
た
。
で
も
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
い

き
な
り
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
世
の
中
の
底
流

に
あ
っ
た
も
の
が
、
目
に
見
え
る
流
れ
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
底
流
を
掴
み
大
き
な
流

れ
を
作
り
出
し
た
の
は
河
口
さ
ん
の
よ
う
な
先
駆
者

の
お
力
で
す
ね
。

河
口

い
ま
私
た
ち
は
、
成
長
神
話
か
ら
の
脱
却
を

考
え
る
べ
き
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
迎
え
て

い
ま
す
。
人
類
の
歴
史
で
い
え
ば
、
い
ま
と
い
う
時

代
は
か
つ
て
の
農
耕
革
命
と
産
業
革
命
に
続
く
大
き

な
転
換
点
な
ん
で
す
。
地
球
規
模
で
の
人
口
増
加
、

資
源
の
大
量
消
費
、
自
然
環
境
の
異
変
な
ど
私
た
ち

が
直
面
し
て
い
る
状
況
は
、
も
う
上
に
向
か
っ
て
成

長
や
拡
大
を
目
指
す
の
で
は
な
く
横
軸
へ
、
持
続
的

な
循
環
社
会
へ
と
進
む
べ
き
だ
と
方
向
を
明
確
に
指

し
示
し
て
い
ま
す
ね
。

山
下

ど
ん
ど
ん
経
済
を
発

展
さ
せ
成
長
を
図
る
上
昇
志

向
で
は
、
も
う
限
界
点
が
見

え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
と
は

ベ
ク
ト
ル
を
変
え
、
価
値
観

を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

時
期
が
ま
さ
に
い
ま
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

河
口

で
も
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

に
捉
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
も
の
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
変
わ
り
得
る
ん
で
す
。

例
え
ば
、
日
本
は
少
資
源
国
で
国
土
の
67
％
は
森
林

河口真理子（かわぐち・まりこ）
1986年一橋大学大学院修士課程修了（環境経済）、同年大和証券入社。

1993年より、大和総研にて、企業調査、経営戦略研究部長／主席研究員などを経て、

2010年４月より、大和証券グループ本社CSR室長。担当分野は環境経営・CSR・社会的責任投資。

NPO法人社会的責任投資フォーラム代表理事・事務局長。

サステナビリティ日本フォーラム評議員、環境ビジネスウィメンのメンバー、東京都環境審議会委員など。

や
り
た
い
テ
ー
マ
が

仕
事
に
な
っ
て
い
く

成
長
神
話
か
ら
の
脱
却
を

真
剣
に
考
え
る
時
代
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で
す
。
20
世
紀
の

価
値
観
で
い
え
ば

「
森
し
か
な
い
」
わ

け
で
す
。
だ
け
ど

21
世
紀
の
価
値
観

で
捉
え
直
せ
ば
、

「
森
が
あ
る
」
と
な

る
。
実
際
、
森
は
、

今
後
き
わ
め
て
重

要
に
な
る
豊
富
な

水
や
バ
イ
オ
マ

ス
、
生
物
多
様
性
の
源
泉
で
す
し
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
し
て

も
、
か
つ
て
の
利
益
追
求
型
か
ら
、
社
会
に
対
し
て

い
か
に
価
値
を
生
み
出
す
か
と
、
企
業
価
値
の
転
換

が
軸
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
海
の
な
か
の
生

物
が
陸
へ
上
が
る
時
代
に
と
げ
た
進
化
に
匹
敵
す
る

ほ
ど
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

山
下

い
ま
は
そ
の
過
渡
期
で
あ
る
、
そ
の
時
代
に

立
ち
会
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す

（
笑
）。
価
値
観
の
軸
そ
の
も
の
が
変
わ
れ
ば
求
め
ら

れ
る
知
恵
も
変
化
し
て
き
ま
す
ね
。

河
口

あ
ら
ゆ
る
事
業
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
多
様
化

す
る
で
し
ょ
う
し
、
技
術
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き

ま
す
ね
。
私
は
仕
事
柄
、
環
境
に
対
応
し
た
新
し
い

技
術
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
多
い
ん
で
す
が
、

こ
れ
は
す
ご
い
な
と
思
う
技
術
も
次
々
と
開
発
さ
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
建
設
会
社
で
は
、
段
ボ

ー
ル
に
ア
ル
ミ
を
貼
り
付
け
た
組
立
式
の
ダ
ク
ト
を

開
発
し
ま
し
た
。
従
来
の
ス
チ
ー
ル
製
と
違
っ
て
現

場
で
組
み
立
て
ら
れ
ま
す
か
ら
輸
送
時
のC

O
2

も
大

幅
に
削
減
さ
れ
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
耐
火
性
で
は

ス
チ
ー
ル
よ
り
低
い
け
れ
ど
、
ト
ー
タ
ル
で
考
え
、

こ
う
し
た
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
を
選
択
す
る
と
い
う
の

も
、
大
事
な
知
恵
だ
と
思
い
ま
す
。

山
下

横
に
行
く
知
恵
と
は
、
ど
う
し
た
ら
み
ん
な

が
幸
せ
に
な
る
か
と
い
う
共
生
型
の
価
値
観
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
の
意
味
で
は
、
女
性
の
方
が
適
合

性
が
高
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

河
口

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
女
性
は
も
と
も
と
男

た
ち
が
狩
り
に
出
て
い
る
間
に
子
ど
も
を
生
み
育
て

集
落
で
共
存
し
て
き
ま
し
た
。
男
性
に
比
べ
て
柔
軟

だ
し
、
多
面
的
な
視
点
を
持
ち
や
す
い
と
脳
科
学
の

研
究
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
女
性
は
企
業
社
会
で

は
辺
境
に
長
く
置
か
れ
て
い
た
か
ら
逆
に
冷
静
に
俯

瞰
で
き
る
し
、
組
織
と
一
体
に
な
っ
て
頑
張
る
と
い

う
価
値
観
も
持
ち
づ
ら
か
っ
た
。
傍
流
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
が
、
ど
の
会
社

も
Ｃ
Ｓ
Ｒ
部
門
に
女

性
が
多
い
と
い
う
の

も
偶
然
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
男
性
も

も
う
企
業
戦
士
オ
ン

リ
ー
の
視
点
を
外
し

て
い
く
べ
き
時
期
で

す
ね
。
企
業
人
で
あ

る
と
同
時
に
生
活
者

で
あ
り
地
域
住
民
な
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
マ

ル
チ
な
自
分
へ
と
目
を
向
け
る
と
い
い
。
閉
塞
感
の

あ
る
時
代
を
元
気
に
生
き
ら
れ
る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

「あら～。それ、ナバホ族の？」

部屋に入るなり、私の人差し指の指輪に目を止めた河

口先輩である。不意打ちにあってたじろぐ私に、「あの

ね、この前、素敵なネイティブアメリカン・ジュエリー

のお店を見つけたの～。ほらほら、この店」と、何やら

名刺入れをごそごそ。パワーストーン話に話が膨らんで

いく……。いや、今日は、ＣＳＲ、ＣＳＲ。

しかし、河口先輩って、こんなに、ミーハーでしたっ

け……。

学生時代、河口先輩は、とびきりのキレモノとして、

後輩一同から畏れられていた。涼やかなお顔立ちに、

クールな物言い、そして、どこか、遠くを見るような

眼差しがとても大人びていらっしゃった。さらりと経

済学研究科の大学院に進学されたかと思うと、ひらり

と実務の世界へ。

環境問題からＣＳＲまでのキャリアの軌跡は、思慮深

謀の結果と思っていたけれど、どうもそうではなく、

「あ、これ、面白そう」という直観と、「誰もやってない

ことをやる」、という開拓精神のなせる技のようである。

社会が騒ぎ出すころには、もう、次のテーマに関心が移

っている。

一橋の女性の先輩方は、本当に個性的で独立心旺盛だ

と思う。東大にだって進学できる成績だったけど、一橋

が好きで進学し、自分でテーマを見つけて、どんどん突

っ走る。単なるお勉強ができる優等生とは、一味も二味

も違うのである。もしかしたらそのような知のあり方こ

そ、一橋を、体現しているものではないかしら……。

聞けば、ご家族、まさに一橋一家。お父様のみならず、

お母様も一橋のご出身なのだそうだ。それに妹さんま

で！河口先輩は、唯一無二にして、一日にしてならず。

ナバホ族のジュエリーへの造詣から、ネイティブアメ

リカンの環境思想の話へ、「アバター」、グローバル天然

資源戦略、森林管理と水資源など、話が尽きない。学問

の領域を超え、実学と研究の境界もするりと超える。大

人と子供が入り交じり、真剣とお茶目が交差する。

エコ素材で織られた桜色の衣に身を包み、柔らかく、

すべてを包み込むような柔和な表情が天女のよう。携帯

電話の待受画面には、何と、普賢菩薩の像。ヘルメス智っ

て、東洋では菩薩界なのかもしれないな。 （山下裕子）

普賢菩薩は、観自在

対 談 を 終 え て

一橋の女性たち
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作
・
編
曲
家

長
谷
部
徹
氏

Toru Hasebe

One and On l y One
個性は主張する連

載

企

画

第27話
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「
紆
余
曲
折
」
と
は
。
岩
波
国
語
辞
典
（
第

三
版
）
に
は
「
遠
ま
わ
り
で
曲
が
り
く
ね
っ

て
い
る
こ
と
」
と
あ
る
。
人
生
に
即
し
て
い

う
な
ら
、「
変
化
を
繰
り
返
す
た
め
、
す
ん
な

り
い
か
な
い
」
場
合
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ

る
言
葉
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
の
人
生
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
紆
余
曲
折
す
る
も
の
だ
が
、

長
谷
部
徹
さ
ん
の
そ
れ
は
、
か
な
り
極
端
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

現
在
、
長
谷
部
さ
ん
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や

映
画
の
音
楽
―
―
業
界
で
は
劇
伴
奏
音
楽

（
劇
伴
）
と
い
う
―
―
の
作
曲
家
・
編
曲
家
と

し
て
活
躍
中
だ
。『
白
い
影
』『
ブ
ラ
ッ
ク
ジ

ャ
ッ
ク
に
よ
ろ
し
く
』『
逃
亡
者
』『
嫌
わ
れ

作
・
編
曲
家
長
谷
部
徹
氏
の

「
紆
余
曲
折
」

「
紆
余
曲
折
」の
始
ま
り

38



松
子
の
一
生
』（
以
上
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
）、
土
曜

時
代
劇
『
ま
っ
つ
ぐ
〜
鎌
倉
河
岸
捕
物
控
〜
』

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）、『
20
世
紀
少
年
３
部
作
』（
東
宝

系
映
画
）
…
…
。
こ
う
し
た
作
品
で
、
長
谷

部
さ
ん
の
楽
曲
に
触
れ
た
方
も
多
い
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
長
谷
部
さ
ん
の
音
楽
家
人
生
、

最
初
か
ら
「
す
ん
な
り
い
っ
た
」
わ
け
で
は

な
い
。

長
谷
部
さ
ん
は
、
１
９
５
５
年
３
月
６
日
、

東
京
都
中
野
区
で
生
を
受
け
た
。
小
学
校
４

年
に
進
級
す
る
と
き
千
葉
に
引
っ
越
し
た
。

中
学
は
千
葉
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
、

高
校
は
千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校
。
現
役
で

一
橋
大
学
経
済
学
部
に
入
学
し
た
。

一
橋
大
学
を
選
択
し
た
理
由
―
―
。

「
理
科
が
あ
ま
り
得
意
で
は
な
く
、
文
系
学

部
を
志
望
し
ま
し
た
。
東
大
と
京
大
を
受
験

す
る
に
は
、
文
系
学
部
で
も
理
科
を
２
科
目

選
択
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
数
学
Ⅲ
ま
で
カ
バ
ー
す
る
必
要

が
あ
り
、
こ
れ
は
難
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

理
科
が
１
科
目
、
数
学
も
Ⅱ
Ｂ
で
よ
い
国
立

大
学
。
そ
の
条
件
で
受
験
で
き
る
一
橋
に
し

た
わ
け
で
す
。
父
親
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
ま

た
、
高
校
時
代
は
高
度
経
済
成
長
期
で
し
た

か
ら
、
よ
い
大
学
を
出
て
い
わ
ゆ
る
大
企
業

に
就
職
し
て
出
世
す
る
と
い
う
の
が
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
家
庭
に
育
っ
た
高
校
生
に
と
っ
て
、

ご
く
一
般
的
な
志
向
で
し
た
。
ぼ
く
も
そ
の

程
度
の
意
識
し
か
な
く
、
一
橋
は
ご
く
単
純

な
選
択
肢
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

長
谷
部
さ
ん
が
高
校
に
通
っ
た
の
は
、
１

９
７
０
年
４
月
か
ら
１
９
７
３
年
３
月
。
高

度
経
済
成
長
の
最
盛
期
か
ら
末
期
に
あ
た
る

時
代
で
あ
る
。
入
学
の
年
に
は
大
阪
万
博
が

開
催
さ
れ
、
卒
業
し
て
一
橋
大
学
に
入
学
し

た
年
の
10
月
に
は
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
が
起
こ
り
高
度
経
済
成
長
は
幕
を
閉
じ
た
。

た
だ
、
一
橋
大
学
卒
で
あ
れ
ば
、
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
後
の
不
況
時
で
あ
っ
て
も
、
大
企
業

へ
の
就
職
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。

一
橋
大
学
は
、
商
学
部
、
経
済
学
部
、
法

学
部
、
社
会
学
部
の
４
学
部
を
擁
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
経
済
学
部
を
選
択
し
た
理
由
―
―
。

「
ぼ
く
に
と
っ
て
身
近
な
社
会
人
の
モ
デ
ル

は
、
ほ
ぼ
父
親
一
人
だ
け
。
周
囲
に
法
曹
関

係
者
が
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
法

学
部
は
積
極
的
な
選
択
肢
に
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
社
会
学
部
は
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て

い
る
の
か
、
内
容
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か

っ
た
。
商
学
部
か
経
済
学
部
か
。
商
学
部
は

実
利
一
点
張
り
で
、
経
済
学
部
は
天
下
国
家

を
広
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
感
じ

が
し
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
イ
メ

ー
ジ
だ
け
の
こ
と
で
、
商
学
部
と
経
済
学
部

の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
き
ち
ん
と
理
解

し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
わ

か
ら
な
い
ま
ま
経
済
学
部
を
受
け
た
と
い
う

の
が
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
で
す
ね
」

ど
う
や
ら
、
一
橋
大
学
入
学
あ
た
り
か
ら
、

長
谷
部
さ
ん
の
紆
余
曲
折
は
始
ま
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

長
谷
部
さ
ん
の
紆
余
曲
折
に
は
、『
底
流
』

が
あ
る
。
ド
ラ
マ
風
に
表
現
す
る
な
ら
『
伏

線
』
と
い
っ
て
も
よ
い
。

伏
線
の
１
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
ピ
ア
ノ
。

「
ピ
ア
ノ
は
、
小
学
校
１
年
か
ら
始
め
ま
し

た
。
あ
の
こ
ろ
は
、
幼
稚
園
か
ら
ピ
ア
ノ
か

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
う
子
が
多
か
っ
た
。
ぼ
く

も
ピ
ア
ノ
を
や
り
た
い
と
親
に
ね
だ
り
、
近
所

の
ピ
ア
ノ
教
室
に
通
い
ま
し
た
。
ピ
ア
ノ
は
千

葉
に
引
っ
越
し
て
か
ら
も
続
け
、
中
学
校
３
年

の
夏
休
み
が
終
わ
る
ま
で
習
い
ま
し
た
」

長
谷
部
さ
ん
が
つ
い
た
小
保
内
恭
子

お
ぼ
な
い
き
ょ
う
こ

さ
ん

は
、
当
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
に

伴
奏
者
と
し
て
頻
繁
に
出
演
し
て
い
た
ピ
ア

ニ
ス
ト
で
、
門
下
生
に
は
芸
大
志
望
の
子
供

も
多
か
っ
た
と
い
う
。

「
男
の
子
は
４
年
生
、
５
年
生
に
な
る
と
か

な
り
減
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
ぼ
く
は
続

け
て
い
た
の
で
、
先
生
か
ら
『
芸
大
を
受
け

る
つ
も
り
は
な
い
の
？
』
と
い
わ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
芸
大
を
目
指
す
、
そ
し
て
プ

ロ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
志
す
た
め
に
は
、
１
日

に
５
時
間
、
６
時
間
、
い
や
そ
れ
以
上
の
時

心の支えは、祖父の波瀾に富んだ生き方と、
祖母からの「人間、何をやっても何とか食べていけるものだよ」というひと言だった。

One and Only One

「
紆
余
曲
折
」の
底
流
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う
一
つ
の
趣
味
で
あ
っ
た
絵
の
道
か
も
し
れ

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
芸
術
表
現
を
志
向

す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
生
き
方
の
多
様
性
」

と
も
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
よ
い
大
学
を
出
て
、
大
企
業
に
入
社
し
出

世
す
る
」
と
い
う
当
初
の
選
択
理
由
は
、
も

と
も
と
長
谷
部
さ
ん
に
と
っ
て
あ
ま
り
魅
力

を
感
じ
る
生
き
方
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

「
入
学
後
、
勤
め
人
と
し
て
生
き
る
よ
り
学

問
で
生
き
ら
れ
た
ら
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
面
白

い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、
経
済
学
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
に

あ
ま
り
心
は
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
で
す
ね
」

一
橋
大
学
で
は
、
３
年
次
か
ら
ゼ
ミ
に
所

属
す
る
こ
と
に
な
る
。
長
谷
部
さ
ん
は
、
の

ち
に
学
長
と
な
っ
た
種
瀬
茂
教
授
の
ゼ
ミ
に

入
っ
た
の
だ
が
、
四
六
時
中
マ
ル
ク
ス
の

『
資
本
論
』
を
読
む
と
い
う
講
義
内
容
に
な
じ

め
な
か
っ
た
。

「
３
年
の
夏
休
み
に
フ
ロ
イ
ト
を
読
ん
で
い

た
ら
、
マ
ル
ク
ス
と
似
て
い
る
と
思
い
ま
し

た
。
ど
ち
ら
も
ユ
ダ
ヤ
人
だ
か
ら
な
の
か
、

フ
ロ
イ
ト
と
マ
ル
ク
ス
に
は
通
底
す
る
も
の

が
あ
る
、
つ
ま
り
共
通
性
が
あ
る
と
感
じ
た

の
で
す
。
そ
こ
で
興
味
が
湧
い
た
の
が
、
戦

前
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
生
ま
れ

た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
。
簡
単
に
い
う
と
、

マ
ル
ク
ス
の
理
論
と
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

学
な
ど
を
結
び
付
け
て
社
会
に
か
ん
す
る
批

判
的
理
論
を
展
開
す
る
学
問
で
す
。
こ
の
あ

た
り
を
論
文
の
テ
ー
マ
に
し
た
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

し
か
し
、
現
在
の
ゼ
ミ
で
そ
れ
が
許
容
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
種
瀬
教
授
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
「
や
っ
て
も
ら
っ
て
か
ま
わ
な
い
」

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
、
結
局
、
社
会

学
部
の
南
博
教
授
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。

「
社
会
心
理
学
の
大
学
院
へ
進
も
う
と
し
た

の
で
す
が
、
受
か
ら
な
か
っ
た
。
留
年
で
す
。

翌
年
、
一
橋
よ
り
先
に
東
大
の
大
学
院
の
試

験
が
あ
り
ま
し
た
。
医
学
系
の
中
で
精
神
衛

生
学
を
研
究
す
る
大
学
院
に
受
か
り
、
そ
ち

ら
へ
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」

指
導
教
官
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
ロ

ン
グ
セ
ラ
ー
で
も
あ
る
著
書
『「
甘
え
」
の
構

造
』
で
著
名
な
、
土
居
健
郎
教
授
。
精
神
衛

生
学
教
室
で
は
、
病
院
で
の
実
習
や
保
健
所

へ
行
っ
て
精
神
に
疾
患
を
抱
え
る
人
た
ち
に

接
す
る
な
ど
、
現
場
で
の
勉
強
や
研
究
が
中

心
で
あ
っ
た
。
現
在
も
そ
う
だ
が
、
精
神
疾

患
の
治
療
理
論
や
手
法
に
定
ま
っ
た
も
の
は

あ
ま
り
な
く
、
独
自
の
理
論
を
打
ち
立
て
る

研
究
者
が
多
数
い
た
。
ま
た
、
長
谷
部
さ
ん

が
携
っ
た
現
場
で
も
、
自
分
の
や
っ
て
い
る

こ
と
が
有
効
な
の
か
ど
う
か
疑
問
を
感
じ
る

場
面
に
し
ば
し
ば
遭
遇
し
た
。

「
博
士
課
程
進
学
に
失
敗
し
た
あ
と
、
土
居

の
材
木
店
で
は
な
く
、
千
葉
の
田
舎
の
山
を

丸
ご
と
買
い
取
り
、
材
木
を
伐
り
出
し
販
売

す
る
と
い
う
商
売
で
す
。
終
戦
後
の
資
材
不

足
の
お
か
げ
で
か
な
り
儲
か
っ
た
よ
う
で
す
」

も
っ
と
も
、
長
谷
部
さ
ん
の
祖
父
は
金
銭

に
淡
白
な
人
だ
っ
た
ら
し
く
、
40
代
で
隠
居

し
て
し
ま
い
、
悠
々
自
適
の
後
半
生
を
送
っ

た
と
い
う
。

「
祖
父
の
影
響
は
あ
ま
り
受
け
て
は
い
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
波
瀾
万
丈
の
人
生
を
知
る

に
つ
け
、
生
き
方
に
は
多
様
性
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
祖

父
が
亡
く
な
っ
た
の

は
、
中
学
２
年
の
と

き
で
す
」

「
生
き
方
の
多
様

性
」
と
い
う
こ
と
で

は
、
祖
母
の
存
在
も

見
逃
せ
な
い
。

「
高
校
２
年
の
と
き
で
し
た
。
進
路
選
択
の

こ
と
で
『
芸
大
を
受
け
よ
う
か
と
思
っ
た
の

だ
け
ど
』
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
祖
母
の
返
事

は
『
人
間
、
何
を
や
っ
て
も
何
と
か
食
べ
て

い
け
る
も
の
だ
よ
』
と
い
う
返
事
で
し
た
。

祖
父
と
波
瀾
の
人
生
を
共
に
し
た
祖
母
な
ら

で
は
の
人
生
観
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

さ
て
、
前
述
の
「
あ
ま
り
」
で
あ
る
。
祖

母
と
の
や
り
取
り
で
も
わ
か
る
が
、
少
な
く

と
も
長
谷
部
さ
ん
は
、
高
校
２
年
の
時
点
で

芸
大
受
験
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

音
楽
の
道
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
も

間
を
練
習
に
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
ぼ
く
は
、
練
習
の
た
め
30
分
、
１
時

間
程
度
で
も
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
っ
て
い
る
の

が
苦
痛
で
し
た
か
ら
、
芸
大
受
験
は
あ
ま
り

考
え
な
か
っ
た
で
す
ね
」

「
芸
大
受
験
は
あ
ま
り
考
え
な
か
っ
た
」
の

「
あ
ま
り
」
は
、
伏
線
の
２
に
関
係
す
る
の
で
、

記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、
長
谷
部
さ
ん
は
、
中
学
３
年

の
９
月
に
ピ
ア
ノ
教
室
を
や
め
た
。

伏
線
の
２
は
、
明
治
生
ま
れ
の
母
方
の
祖

父
母
の
存
在
。

「
祖
父
は
、
自
分
の

生
き
た
い
よ
う
に
人

生
を
生
き
た
人
で
し

た
。
実
家
は
九
十
九

里
浜
の
地
主
。
し
か

し
、
地
主
の
暮
ら
し

が
肌
に
合
わ
な
か
っ

た
よ
う
で
、
曽
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
大
正
の

終
わ
り
ご
ろ
、
海
外
か
ら
オ
ー
ト
バ
イ
を
買

っ
て
乗
り
回
し
、
あ
れ
や
こ
れ
や
壮
大
に
遊

び
ま
く
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
身
代
を

つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
画
家
に
な

り
た
く
て
東
京
へ
出
て
き
た
も
の
の
、
絵
で

は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
の
初
め
で
す
か

ら
、
自
動
車
の
運
転
免
許
所
有
者
は
珍
し
く
、

バ
ス
の
運
転
手
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
な
り

に
稼
い
だ
の
で
し
ょ
う
、
次
に
建
売
住
宅
の

仕
事
を
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
資
金
を
作
り
、

材
木
業
に
転
進
。
材
木
業
と
い
っ
て
も
町
場

強したければ他学部のゼミでも受け入れてくれます。

「
紆
余
曲
折
」の
道
程
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先
生
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
へ
の
留
学
を

す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
は
ほ

ん
と
う
に
今
の
学
問
を
続
け
た
い
の
だ
ろ
う

か
と
疑
問
を
抱
き
、
悩
ん
だ
末
に
留
学
を
や

め
ま
し
た
」

留
学
を
や
め
た
長
谷
部
さ
ん
は
、
ど
う
し

た
の
か
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
に
入

っ
た
の
で
あ
る
。
学
者
へ
の
道
を
断
念
し
た

わ
け
だ
。

「
一
橋
は
『
自
由
な
大
学
』
で
し
た
。
勉
強

し
た
け
れ
ば
他
学
部
の
ゼ
ミ
で
も
受
け
入
れ

て
く
れ
ま
す
。
好
き
な
こ
と
を
好
き
な
だ
け

学
べ
る
環
境
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
文
系

な
の
で
比
較
的
自
由
に
使
え
る
時
間
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
東
大
は
理
系
だ
っ

た
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
、
研
究
に
対
し

て
ス
ト
イ
ッ
ク
な
学
生
が
多
か
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
一
橋
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で

動
い
て
い
る
大
学
。
大
学
院
の
２
年
間
で
そ

う
感
じ
ま
し
た
。

高
校
時
代
は
勉
強
に
明
け
暮
れ
て
い
た
の

で
、
不
健
康
な
生
活
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
大
学
で
は
運

動
部
に
入
り
、
身
体
を
鍛
え
青
春
を
謳
歌
し

た
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
『
ち
ゃ
ん
と
し
た
大

学
生
に
な
ろ
う
』
と
し
た
わ
け
で
す
。
運
動

部
は
、
漠
然
と
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
ッ
ケ
ー
が
面

白
い
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
入
学

式
の
と
き
防
具
に
身
を
包
み

ス
テ
ィ
ッ
ク
を
持
っ
た
ア
イ

ス
・
ホ
ッ
ケ
ー
部
の
人
に
勧

誘
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
人
は
、

高
校
で
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
ッ
ケ

ー
を
や
っ
て
い
た
と
の
こ
と

で
し
た
。『
グ
ラ
ン
ド
・
ホ

ッ
ケ
ー
よ
り
ス
ピ
ー
ド
が
あ

る
し
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
絶

対
に
面
白
い
』
と
熱
を
込
め

て
語
り
ま
す
。
そ
の
セ
ー
ル

ス
ト
ー
ク
に
魅
か
れ
、
ス
ケ

ー
ト
を
や
っ
た
こ
と
も
な
い

の
に
入
部
を
決
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
体
調

を
崩
し
ア
イ
ス
・
ホ
ッ
ケ
ー
部
は
１
年
で
や

め
た
の
で
す
が
、
部
員
と
は
仲
が
よ
か
っ
た

の
で
以
後
も
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
よ
う
な
形
で

付
き
合
い
を
続
け
ま
し
た
。

一
橋
で
は
、
国
立
文
化
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
、
古
き
よ
き
時
代
の
大
学
生
の
時
間
の

過
ご
し
方
が
で
き
ま
し
た
。
楽
し
い
大
学
生

活
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

現
在
の
一
橋
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究

セ
ン
タ
ー
長
で
あ
る
米
倉
誠
一
郎
教
授
と
は
、

大
学
院
時
代
の
思
い
出
が
あ
る
。

「
大
学
院
の
こ
ろ
、
米
倉
君
と
一
緒
に
バ
ン

ド
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
高
校
時
代
か

ら
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
て
お
り
、
ギ
タ
ー
、

ベ
ー
ス
、
ピ
ア
ノ
も
で
き
る
マ
ル
チ
プ
レ
ー

ヤ
ー
。
歌
も
歌
え
ま
す
。
ぼ
く
は
ベ
ー
ス
で

彼
の
バ
ン
ド
に
入
り
ま
し
た
。
ぼ
く
の
ベ
ー

ス
を
聴
い
た
米
倉
君
が
、『
長
谷
部
、
う
ま
い

じ
ゃ
な
い
か
』
と
評
価
し
て
く
れ
ま
し
た
。

彼
に
そ
う
い
わ
れ
、
ぼ
く
も
『
も
し
か
し
た

ら
う
ま
い
の
か
な
』
と
。
で
も
、
こ
れ
は
勘

違
い
で
し
た
ね
」

長
谷
部
さ
ん
が
『
勘
違
い
』
に
気
づ
い
た

の
は
、「
ア
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
コ
ン
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
（
現
・
ア

ン
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
）」
に
入
っ

た
直
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
東
大
の
修
士
課
程

One and Only One

一橋は『自由な大学』でした。勉

「
紆
余
曲
折
」の
終
焉

断
章
「
一
橋
大
学
に
つ
い
て
」
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を
終
え
た
の
は
、
１
９

８
０
年
の
３
月
。
博
士

課
程
へ
の
進
学
に
つ
ま

ず
き
、
ア
メ
リ
カ
へ
の

留
学
も
や
め
た
長
谷
部

さ
ん
は
、
同
年
10
月
、

ア
ン
の
生
徒
と
し
て
ベ

ー
ス
科
に
籍
を
置
い
た
。

「
米
倉
君
に
ほ
め
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
ち
ゃ

ん
と
勉
強
し
て
も
っ
と

う
ま
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
に

な
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

ぼ
く
よ
り
う
ま
い
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

こ
と
に
現
在
、
ベ
ー
シ
ス
ト
、
ア
レ
ン
ジ
ャ

ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
有
賀
啓
雄
君
な
ど

は
、
ぼ
く
よ
り
か
な
り
年
が
下
な
の
に
、
最

初
か
ら
『
何
を
習
い
に
来
る
ん
だ
よ
』
と
い

う
く
ら
い
う
ま
か
っ
た
。
他
に
も
す
で
に
プ

ロ
活
動
を
行
っ
て
い
る
ベ
ー
シ
ス
ト
も
多
く
、

ぼ
く
程
度
の
技
量
で
は
ダ
メ
だ
な
と
い
う
の

が
実
感
で
し
た
」

し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
悲
観
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
よ
う
で
、
ギ
タ
ー
や
ド
ラ
ム
ス
な
ど

他
の
ク
ラ
ス
の
友
人
た
ち
と
組
ん
だ
バ
ン
ド

で
ア
ン
主
催
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
参
加
し
た
と

こ
ろ
、
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
。
演
奏
し
た
の

は
、
長
谷
部
さ
ん
の
自
作
曲
で
あ
っ
た
。

「
ア
ン
で
は
、
メ
ン
バ
ー
全
員

を
、
ど
の
科
目
を
受
講
し
て
も
無

料
と
い
う
特
待
生
に
し
て
く
れ
ま

し
た
。

ぼ
く
は
、
ア
レ
ン
ジ
科
を
選
び

ま
し
た
。
ア
レ
ン
ジ
を
習
う
こ
と

に
つ
い
て
こ
れ
と
い
っ
た
ビ
ジ
ョ

ン
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、や
ら

な
い
よ
り
は
や
っ
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
で
し
た
ね
」

長
谷
部
さ
ん
は
そ
う
い
う
も
の

の
、
こ
の
選
択
は
、
紆
余
曲
折
終

焉
へ
の
道
へ
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ア
レ
ン
ジ
科
の
講
師
は
、
小
六
禮
次
郎
さ

ん
。
す
で
に
一
流
の
作
曲
家
・
編
曲
家
と
し

て
名
を
成
し
て
い
る
先
生
で
し
た
。
小
六
さ

ん
は
、
講
義
の
た
び
に
学
生
へ
宿
題
を
出
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
や
っ
て
来
な
い
学
生

は
講
義
に
出
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
。
人
数

が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
、
最
後
の
週
に
な

る
と
残
っ
て
い
た
の
は
ぼ
く
１
人
だ
け
で
し

た
。
す
る
と
小
六
さ
ん
は
、『
ア
シ
ス
タ
ン
ト

を
や
っ
て
み
な
い
か
』
と
い
っ
て
く
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
世
界
に
足
を
踏
み
入

れ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
」

長
谷
部
さ
ん
は
、
１
９
８
４
年
か
ら
１
９

８
７
年
ま
で
の
３
年
間
、
小
六
さ
ん
の
ア
シ

ス
タ
ン
ト
を
務
め
た
。
そ
し
て
独
立
。
も
ち

ろ
ん
、
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
仕
事
も
収
入
も
不
安
定
な

時
期
は
、
90
年
代
初
頭
ま
で
続
い
た
。

「
90
年
に
映
画
の
音
楽
を
や
り
、
そ
の
印
税

が
91
年
か
ら
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

92
年
か
ら
連
ド
ラ
を
担
当
。
そ
れ
が
ビ
デ
オ

化
さ
れ
印
税
が
入
り
、
サ
ン
ト
ラ
も
出
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
、
Ｃ
Ｄ
も
出
た
。
仕

事
と
収
入
の
両
面
で
格
好
が
つ
く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
94
年
ご
ろ
で
し
ょ
う
か
。
ぼ
く

は
39
歳
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」

こ
の
年
を
、
紆
余
曲
折
の
終
焉
、
つ
ま
り

音
楽
家
と
し
て
「
身
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
が

定
ま
っ
た
年
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
ダ
メ
な
20
代
、
30
代
だ
っ
た
か
ら
、『
こ

の
ま
ま
で
オ
レ
は
大
丈
夫
な
の
か
』
と
い
つ

も
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
祖
父
の
生

き
方
や
祖
母
か
ら
の
『
人
間
、
何
を
や
っ
て

も
何
と
か
食
べ
て
い
け
る

も
の
だ
よ
』
と
い
う
ひ
と

言
の
お
か
げ
で
、
辛
い
時

期
で
も
過
度
に
ス
ト
レ
ス

を
た
め
る
こ
と
な
く
自
分

を
保
っ
て
や
っ
て
こ
ら
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

取
材
者
も
、
長
谷
部
さ

ん
の
こ
の
言
葉
に
う
な
ず

い
た
。

One and Only One◆長谷部 徹（はせべ・とおる）
作・編曲家。

1955年東京都中野区生まれ。

1977年一橋大学経済学部卒業。

1980年東京大学大学院医学系研究科

（精神衛生学教室）修士課程修了。

「劇伴は、注文に応じて曲を作ります。ど

んな注文にも対応できるプロフェッショナル

でなければ仕事にならない。その一方でぼく

は、メロディであったりアレンジの仕上がり

だったりと、細かいところが気になります。

そうしたところを手抜きせず、自分が満足で

きるまで丁寧に作る。それによってぼくらし

い曲が生まれ、ひいては作品として評価され

ることになるのだと思います」
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長谷部氏自らが

ジャケットのデザインを手がけたアルバム

『STRAIGHT 2 HEAVEN』
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タイトルを格好よくガーデニングとはしてみたものの、

それほどのこだわりがあるわけではなく、要するに実態

としては土いじりか草むしりといったほうが正しい。

18歳で上京し一人暮らしをはじめてからずっと集合住

宅暮らしであった。それが数年前から戸建に住むことに

なり、小さいながらも地面に囲まれる生活となった。そ

の直後、予期していなかった問題に直面した。雑草が生

えるのである。当初は「雑草の生命力の強いことよ」と

悠長に構えていたが、放っておくと際限なく生えてくる。

やむなく草むしりをすることにした。これが、始めてみ

ると想像するよりもずっと楽しい。手を土ま

みれにしながら雑草と格闘していると、雑

念でいっぱいの頭が真っ白になり、集中力

が高まってくるのがわかる。長時間続けて

いると腰が痛くなるのが欠点ではあるが、

他にこれといった趣味もない私にとって、こ

れは格好の気分転換となることがわかった。

こうして時間を見つけては草むしりに精を出すように

なり、雑草の問題は解決した。しかし、格闘す

べき雑草が減ってしまうと逆に物足りなさを

感じるようになった。そこで目をつけたのが

植わっている草木の手入れである。幸いなこ

とに、わが家には木蓮、金木犀、

紫陽花、木香薔薇、椿などの木が

ところ狭しと並んでいる。すべて前の

住人が植え、そのまま残っているもの

である。これが季節ごとに美しい花

を咲かせる。また、水仙、ムスカリ、

百合といった球根ものも何も手入れを

しなくとも毎年花をつける。ただ、長

らくほったらかしであったため、枝は伸

び放題に伸び、球根ものも栄養不足でどう

にかこうにか生き延びているという感じであった。

せっかくだし、これを手入れしようと思い立っ

たわけである。まずは木の枝を剪定し、土に

肥料を混ぜた。しかし、何

の知識もなく、季節も考

えずに枝を好き放題に切り落とし

た結果、次の時期の花は激減してしまった。その反省か

ら、少しずつ各植物についての情報を集め、その特性に

応じた手入れをするようになった。今ではようやく以前

と同様に花を咲かせるようになった。

こうなると、前の住人の趣味で植えたものだけでなく、

自分好みの植物も植えたくなる。目をつけたのが薔薇で

ある。昨年の春先、ホームセンターで薔薇の苗木を、プ

ランター用のミニ薔薇とあわせて何本か買ってきて植え

た。しかし、薔薇を選んだのは失敗であった。手入れが

大変なのである。しばらく放っておくとすぐに虫がつい

て葉を食い荒らされる。肥料も適切な量を適切な時期に

与える必要がある。病気にもなりやすい。手がかかるの

には閉口したが、逆に手をかければそのぶんだけ応えて

くれるのがいいところでもある。春から夏にかけて、毎

朝カーテンを開けた瞬間にたくさんの薔薇の花が目に飛

び込んでくると、何ともいえない爽快感を感じる。

加えて最近熱心に取り組むようになっ

たのがトマトの栽培である。トマト

は誰にでも簡単に育てられる。お

いしいトマトをつくるには水

をやりすぎてはいけない。

しょっちゅう水やりを忘れ

る私にとってこれほど好都合

なことはない。しおれ始めたとこ

ろを見計らって少しやればよい。トマト好きのわが

家にとっては実益も兼ねられる。また、苗から大きくな

り、花をつけ、実がなるまでのプロセスを観察し、その

結果を最後に食卓で味わうのは、普段スーパーに並んだ

野菜しか見ない小学生の娘にとっても貴重な経験である。

今後他の野菜にも手を出そうかと思案している。

面倒くさがりで、こだわりがなく、飽きっぽい私にと

っては、家のまわりを取り囲む植物たちとこれくらいの

距離感で付き合うのがちょうどよい。

ガーデニング

無秩序な手入れは草木を痛めつける

過保護な薔薇と放任主義のトマト

草むしりは格好の気分転換
福川裕徳 
商学研究科准教授 

���� �� ��	
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ガーデニング 

記事中の写真は、福川准教授が自宅で
栽培した花々を自ら撮影したものです。



私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
に
、
南
北
戦
争
前
後
の
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
〈
国
民
〉
の
境
界
を
め
ぐ
る

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
分
析
が
あ
る
。奴
隷
解
放
が
実
現
し
、

あ
ら
ゆ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
国
民
化
の
可
能
性
が
生
ま

れ
た
激
動
の
時
代
。
こ
の
時
代
に
自
由
や
人
種
平
等
を

希
求
し
た
共
和
党
の
政
治
家
や
市
井
の
人
々
の
足
跡
を

追
い
か
け
て
、
十
年
以
上
が
た
つ
。
一
五
○
年
前
の
さ

ま
ざ
ま
な
史
料
を
渉
猟
す
る
作
業
の
な
か
で
運
命
的
に

出
会
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
絵
入

り
新
聞
、H

arp
er's

W
eek
ly

（
以
後
、
Ｈ
Ｗ
）
と
、

同
紙
で
活
躍
す
る
画
家
ナ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

一
八
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
Ｈ
Ｗ
は
、
反
奴
隷
制
・

親
共
和
党
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
政
治
的
主
張
で
他
紙

を
圧
倒
し
、
Ａ
３
サ
イ
ズ
の
大
き
な
政
治
風
刺
画
が
ト

ッ
プ
を
飾
る
斬
新
な
紙
面
構
成
に
よ
っ
て
、
再
建
期
の

時
代
の
息
吹
を
伝
え
る
中
心

的
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
当

時
、
中
国
人
移
民
へ
の
排
斥

運
動
を
研
究
し
て
い
た
私
に

と
っ
て
、
Ｈ
Ｗ
に
掲
載
さ
れ

た
『
ア
ン
ク
ル
・
サ
ム
家
の

感
謝
祭
の
晩
餐
』
は
、
衝
撃
的
だ
っ
た
。
こ
の
画
で
は
、

黒
人
や
先
住
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
人
も
国
民

の
輪
の
中
に
加
え
ら
れ
て
、
人
種
平
等
の
ア
メ
リ
カ
社

会
が
夢
想
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
画
を
描
い

た
の
は
一
体
誰
な
の
か
。
そ
の
作
者
の
生
い
立
ち
を
調

べ
、
ほ
か
の
作
品
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
う
ち
、
私
は
す
ぐ

に
そ
の
作
家
の
虜
と
な
っ
た
。

ナ
ス
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
政
治
風
刺
画
家

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
共
和
主
義
の
激
動
の
時
代

に
オ
ノ
レ
・
ド
ー
ミ
エ
が
誕
生
し
た
よ
う
に
、
南
北
戦

争
と
再
建
の
時
代
に
ナ
ス
ト
は
宿
命
的
に
生
ま
れ
た
。

文
字
の
読
め
な
い
民
衆
に
も
、
彼
の
漫
画
は
生
き
生
き

と
共
和
党
急
進
派
の
政
治
理
念
を
伝
え
、
サ
ン
タ
ク
ロ

ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
共
和
党
の
象
、
民
主
党
の

ロ
バ
、
ア
ン
ク
ル
・
サ
ム
に
ミ
ス
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
、

数
々
の
政
治
シ
ン
ボ
ル
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
生
み
だ
し

定
着
さ
せ
て
い
っ
た
。

私
は
い
つ
し
か
、
再
建
期
研
究
の
文
脈
か
ら
は
離
れ

て
、
ナ
ス
ト
の
作
品
を
集
め
始
め
て
い
た
。
前
任
校
で

同
僚
だ
っ
た
西
洋
美
術
史
の
故
・
若
桑
み
ど
り
さ
ん

が
、
私
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
面
白
が
っ
て
く
れ
た
の
を

懐
か
し
く
思
い
出
す
。

刊
行
さ
れ
た
一
八
五
七
年
か
ら
九
九
年
ま
で
の
四
三

年
間
分
、
総
頁
に
し
て
四
万
二
八
八
○
頁
の
紙
面
を
一

枚
一
枚
め
く
り
な
が
ら
、
ナ
ス
ト
作
品
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
す
る
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
。
途
中
め
げ
そ
う

に
も
な
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立
図
書
館
で
ナ
ス

ト
の
妻
サ
ラ
が
作
成
し
た
ナ
ス
ト
の
作
品
リ
ス
ト
が
見

つ
か
っ
た
の
も
励
み
に
な
っ
た
。
だ
が
、
数
え
間
違
い

が
あ
っ
た
り
、
晩
年
の
作
品
が
調
査
対
象
外
に
な
っ
て

い
た
の
で
、結
局
は
全
部
自
力
で
調
べ
る
こ
と
に
な
り
、

最
終
的
に
二
一
八
八
点
の
作
品
リ
ス
ト
を
作
っ
た
。
サ

ラ
の
リ
ス
ト
が
二
一
二
○
な
の
で
、
六
八
作
品
が
追
加

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
に
あ
る
ト

マ
ス
・
ナ
ス
ト
協
会
に
こ
の
作
品
リ
ス
ト
を
提
出
し
、

協
会
か
ら
感
謝
状
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
数
年
前
の
こ

と
。
リ
ン
カ
ン
や
グ
ラ
ン
ト
ら
政
治
家
と
も
親
交
が
深

く
、
最
後
は
エ
ク
ア
ド
ル
領
事
と
し
て
黄
熱
病
の
た
め

赴
任
地
で
亡
く
な

る
こ
の
画
家
の
波

瀾
万
丈
の
生
涯
に

つ
い
て
、
い
ず
れ

ま
と
め
て
み
た
い

と
い
う
の
が
マ
ニ

ア
と
し
て
の
私
の

願
い
で
あ
る
。

���� �� ��	
���

風刺画  

貴堂嘉之 
社会学研究科教授 

風
刺
画
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
て

数
年
前
の
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
誕
生
秘
話
に
つ
い
て

某
新
聞
社
か
ら
取
材
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
や
ら
私
が
、

ア
メ
リ
カ
で
あ
の
太
っ
た
サ
ン
タ
を
誕
生
さ
せ
た
風
刺
画
家
の
作
品
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が

ば
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
画
家
の
名
前
は
、
ト
マ
ス
・
ナ
ス
ト
（T

ho
m
as
N
ast：

一
八
四
○
―
一
九
○
二
）。

私
は
お
そ
ら
く
世
界
中
の
誰
よ
り
も
、
そ
の
風
刺
画
全
作
品
を
完
璧
に
収
集
し
整
理
し
て
い
る
マ
ニ
ア
な
の
で
あ
る
。

今
回
は
、
私
が
迂
闊
に
も
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
画
家
と
そ
の
風
刺
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
話
を
し
よ
う
。

全
精
力
を
傾
け
て
作
っ
た

二
一
八
八
点
の
リ
ス
ト

政
治
風
刺
画
家
ナ
ス
ト
と
の
出
会
い

トマス・ナスト自画像、
Harper's Weekly,
December 2, 1876.

『アンクル・サム家の感謝祭の晩餐』
Harper's Weekly, November 20, 1869.

(Dis)“Honors are easy,”
--- Now both parties have 
something to hang on. 
Harper's Weekly, May 20, 1882.

Merry Old Santa Claus
Harper's Weekly, January 1, 1881.
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ここ10年ほどスラヴォイ・ジジェクという哲学者の本を翻

訳する仕事をしている。その人気の高さから彼には様々な

称号が与えられてきた。有名なのは「文化理論のエルヴィ

ス」だが、わたしが好きなのは「直感に反した洞察の達人」

である。言い得て妙だとおもう。たとえば映画『サウンド・

オブ・ミュージック』について、彼はこんなことをいってい

る。この映画はナチスに対するオーストリアの抵抗の物語で

あるとされているが、そのイメージ構成に注意してみれば、

ファシスト的なのはむしろオーストリア（トラップ家）のほ

うであり（規律、大地に根付いた生活……）、ナチスには逆に

（反ユダヤ主義がしばしばユダ

ヤ人に負わせた）コスモポリ

タン的なデカダンスのイメー

ジ（高級煙草、口髭……）が

与えられている。明示的メッ

セージとそれを裏返す暗示的

メッセージ。この映画は、見

た目以上に反動的である……。

「あなたにとってもっともや

ましい快楽は？」という問い

に、ジジェクが「『サウンド・オブ・ミュージック』のよう

な、当惑するほど感傷的な映画をみることです」と答えたの

も納得がいく。

「感傷的」といえば、まっさきに思い出されるのは、トラッ

プ家の家庭教師をやめて女子修道院に戻ってきたマリアに向

かって、修道院長が「すべての山に登れ」（トラップ大佐のこ

とが好きならその気持ちに正直に生きなさい！）と歌う場面

だろう。この場面の奇妙さに気づかせてくれたのもジジェク

だった。ここでは、禁欲と自制を説いているとおもわれた人

物が、実は欲望に忠実に行動せよと主張する人物であること

が判明するのである。この修道院長のふるまいについては、

次のような、皮肉のきいた批評があるらしい（これを教えて

くれたのもジジェクである）。『サウンド・オブ・ミュージッ

ク』は、愚かな修道女をめぐる映画である。女子修道院長が

彼女を部屋に呼び、あなたはすべての山に登らねばならない

などとヒステリカルに歌い上げたりしなかったら、彼女は幸

せな修道院生活を続けていけただろう……。

『サウンド・オブ・ミュージック』のもつこうした「猥褻な

裏面」については、わたしにも思いつく例がある。注目した

いのは、大佐の長女リーズルと電報配達人ロルフとの逢引の

場面。われわれはここで、コミュニケーションの相手が互い

に否定しあう二つの異なるレベルのメッセージを表明する事

態、グレゴリー・ベイトソン

のいう「ダブル・バインド」

の状況に出会っていないか。

あるいは、ロラン・バルトの

『恋愛のディスクール・断章』

に出てくる「恋するわたしは

狂っている、そういえるわたし

は狂っていない」というパラ

ドクスと同型のパラドクスに

直面していないか。「ぼくは17

才、もうすぐ18才、きみの面倒をみてあげる」と申し出るロ

ルフに、リーズルは「わたしは16才、もうすぐ17才、だから

あなたが頼りよ」と初々しく応じる。しかし、この場面もよく

みるとおかしい。リーズルは「わたしって無垢なの」「男のひと

のことなんてなにも知らない」と歌うが、そのときの彼女は、

男の扱い方を心得た女以外のなにものでもない。彼女は肩を

くねらせ、流し目を送り、ロルフの腕に指を這わせ、彼の頭

を撫でまわす……。矛盾しあう言葉と身振り。彼女は、いっ

ていることとは別のことをやっている。そもそも「無垢」と

いう言葉を使えるひと、その言葉の意味が分かるひとは、無

垢でないことがなにを意味するか分かっているひとであって、

その意味でそのひとはもはや本当に無垢とはいえない。われわ

れはリーズルに向かってこういってみたい誘惑にかられる。

「わたしは無垢である、そういえるあなたは無垢ではない」。

� � � �
� � � � ��

中山  徹 
言語社会研究科准教授 

『大義を忘れるな　
革命・テロ・反資本主義』
スラヴォイ・ジジェク／著　
中山徹、鈴木英明／訳 青土社刊　
定価：5,040円（税込）
2010年3月10日発行

『操り人形と小人
キリスト教の倒錯的な核』
スラヴォイ・ジジェク／著　
中山徹／訳　青土社刊　
定価：2,520円（税込）
2004年11月15日発行

『オペラは二度死ぬ』
スラヴォイ・ジジェク、
ムラデン・ドラー／著　
中山徹／訳　青土社刊　
定価：2,940円（税込）
2003年6月10日発行

『全体主義　
観念の（誤）使用について』
スラヴォイ・ジジェク／著　
中山徹、清水知子／訳 青土社刊
定価：2,940円（税込）
2002年6月10日発行
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愚かな修道女のストーリー

無垢の意味を知る人は、すでに無垢ではない

スラヴォイ・ジジェクの快楽

「直感に反した洞察の達人」に見る洞察の妙



地
球
の
風

地
域
の
風

in Ishikawa

蔵のご神木である
樹齢約300年のクスノキが生える庭。



本
能
寺
の
変
が
あ
っ
た
翌
年
の
１
５
８
３
年
（
天
正
11
年
）

に
、
前
田
利
家
公
の
お
国
替
え
の
お
供
を
し
て
尾
張
の
国
か
ら

加
賀
の
国
へ
移
住
し
て
き
た
の
が
、
神
谷
家
の
先
祖
で
あ
る

神
谷
内
屋
仁
右
衛
門

か
み
や
ち
や
じ
ん
う
え
も
ん

で
し
た
。
神
谷
内
屋
と
い
う
名
乗
り
か
ら

前
身
は
武
士
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
４
２
０
年
以

上
前
に
殿
様
専
用
の
酒
造
り
を
す
る
職
人
と
し
て
金
沢
に
や
っ

て
き
た
の
で
す
。
尾
張
の
国
か
ら
加
賀
へ
は
多
く
の
職
人
が
移

住
し
て
お
り
、
金
沢
城
の
そ
ば
に
「
尾
張
町
」
と
い
う
地
名
が

残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

当
時
は
、
神
谷
内
屋
と
い
う
屋
号
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
３
９

０
年
ほ
ど
前
に
前
田
家
３
代
目
の
殿
様
で
あ
る
前
田
利
常
公
か
ら

「
谷
内
屋

や

ち

や

」
と
い
う
屋
号
と
、
加
賀
の
国
の
「
加
賀
」
と
お
め
で

た
い
「
鶴
」
を
併
せ
た
「
加
賀
鶴
」
と
い
う
酒
銘
を
拝
受
し
ま
し

た
。
以
来
、
時
の
当
主
で
あ
る
谷
内
屋
孫
兵
衛
を
「
や
ち
や
酒
造
」

の
初
代
蔵
元
と
し
て
、「
加
賀
鶴
」
を
造
り
続
け
て
い
る
わ
け
で

す
。
前
田
利
常
公
は
学
問
や
学
芸
に
心
血
を
注
ぎ
ま
し
た
か
ら
、

金
沢
の
伝
統
文
化
が
こ
こ
か
ら
萌
芽
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
伴
っ
て
お
酒
の
消
費
量
も
増
え
、
当
時
の
金
沢
城
下
に
は
、

１
０
０
軒
以
上
の
酒
蔵
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
１
８
１
５
年
（
文
化
12
年
）
に
大
衆
免

だ
い
し
ゅ
う
め
ん

大
火
と
呼
ば

れ
る
大
火
が
あ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
前
の
詳
し
い
資
料
類

の
す
べ
て
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
火
の
後
に

加
賀
藩
12
代
目
藩
主
の
前
田
齊
泰

な
り
や
す

公
よ
り
拝
領
し
た
揮
毫
は
残
っ

て
お
り
、
前
田
家
と
の
緊
密
な
関
係
が
偲
ば
れ
ま
す
。
前
田
家
は

現
在
18
代
目
の
前
田
利
祐

と
し
や
す

氏
が
ご
当
主
で
親
し
く
交
流
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
私
も
神
谷
内
屋
か
ら
数
え
る
と
同
じ
18
代
目

に
当
た
り
ま
す
。
な
お
、
庭
に
あ
る
ご
神
木
の
ク
ス
ノ
キ
の
大
木

は
樹
齢
約
３
０
０
年
で
、
石
川
県
で
も
三
本
の
指
に
入
る
巨
樹
だ

そ
う
で
す
。
ク
ス
ノ
キ
が
生
息
す
る
北
限
に
近
い
金
沢
の
地
で
火

災
に
も
負
け
ず
に
、
よ
く
大
き
く
育
っ
た
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
香
り
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
の
が
、
再
建
さ
れ

た
酒
蔵
で
す
。
カ
ン
ナ
跡
が
力
強
く
残
る
「
ち
ょ
ん
な
削
り
」

と
い
わ
れ
る
独
特
の
表
面
仕
上
げ
が
特
徴
で
、
母
屋
も
典
型
的

な
商
家
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
金
沢
ら
し
い
建
築
物
と
し

て
文
化
庁
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
環
境
で
生
ま
れ
育
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
何
と
な

く
で
は
あ
り
ま
す
が
ゆ
く
ゆ
く
は
家
業
を
継
ぐ
も
の
と
考
え
て

い
ま
し
た
。

商
売
を
や
る
の
な
ら
一
橋
大
学
が
い
い
。
こ
ん
な
ふ
う
に
思

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
高
校
の
先
生
が
そ
ん
な
こ
と
を
話

し
て
い
る
の
が
頭
の
片
隅
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
受

験
雑
誌
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
建
物
や
緑
豊
か
な
一
橋
大
学
の

キ
ャ
ン
パ
ス
の
写
真
を
見
て
、「
大
学
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
…
…
」

伝
統
と
は
革
新
の
連
続
だ
！

3
9
0
年
の
歴
史
を
誇
る

蔵
元
の
結
論

やちや酒造株式会社
代表取締役社長

神谷昌利氏

一
橋
大
学
の

ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
建
物
に
惹
か
れ
る

そ
れ
は
本
能
寺
の
変
の
翌
年
だ
っ
た
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と
大
感
激
。
夢
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
受
験
戦
線
に
参
入
し
ま
し
た
。

高
校
２
年
生
の
と
き
の
こ
と
で
し
た
。

一
橋
大
学
の
入
学
試
験
で
は
記
述
式
の
問
題
が
多
い
の
で
、

２
年
時
か
ら
そ
れ
を
意
識
し
て
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
１
次
試

験
は
英
語
と
数
学
。
２
次
試
験
は
５
教
科
で
す
が
、
１
次
試
験

に
受
か
ら
な
け
れ
ば
、「
せ
っ
か
く
の
勉
強
が
無
駄
に
な
っ
て
し

ま
う
」
と
思
っ
て
、
あ
ま
り
得
意
で
は
な
か
っ
た
英
語
力
の
強

化
に
励
み
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
１
次
試
験
に
合
格
し
た
と

き
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
も
の
で
す
。

母
親
が
先
代
社
長
で
、
私
は
４
人
姉
弟
の
末
っ
子
長
男
。
３

人
の
姉
は
１
人
が
大
阪
、
２
人
が
東
京
の
大
学
に
行
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
私
が
東
京
に
出
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
人
は
周
り

に
ま
っ
た
く
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、
東
京
に
越
し
た
当

初
は
、
２
人
の
姉
と
同
居
し
て
い
ま
し
た
。

学
生
時
代
は
一
応
真
面
目
な
学
生
で
し
た
。
ゼ
ミ
は
、
中
村

忠
先
生
の
会
計
学
ゼ
ミ
。
定
員
が
15
名
の
と
こ
ろ
に
応
募
者
が

30
名
で
し
た
か
ら
、
面
接
で
は
緊
張
し
ま
し
た
。
部
活
は
将
棋

部
と
ゴ
ル
フ
部
。
将
棋
部
で
日
本
武
道
館
の
大
会
に
参
加
し
た

の
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
大
学
に
行
く
！
」
と
言

っ
て
は
、
雀
荘
に
よ
く
行
っ
た
も
の
で
す
。
雀
荘
の
名
前
が

「
大
学
」
だ
っ
た
の
で
す
。
お
酒
は
？
と
い
う
と
酒
屋
の
息
子
で

す
か
ら
飲
め
な
い
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
せ
子
供
の
こ
ろ

の
お
や
つ
は
、
酒
粕
を
焼
い
て
食
べ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

い
ざ
就
職
を
考
え
る
と
い
う
時
期
に
な
る
と
、
世
界
を
相
手

に
仕
事
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
家
業
を
継
ぐ
と
い
う
考
え

と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
局
は
卒
業
後

に
商
社
に
就
職
し
ま
し
た
。

人
事
課
時
代
に
採
用
し
た
２
名
の
一
橋
大
学
出
身
者
は
、
現

在
常
務
執
行
役
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｏ
Ｂ
と
し
て
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
会
社
と
し
て
も
一
橋
大
学
生
を
高
く
評
価
し
て
い

た
の
で
す
。
退
職
を
決
め
た
25
年
前
に
は
、
女
性
ス
タ
ッ
フ
と

２
人
で
年
商
60
億
円
ぐ
ら
い
あ
げ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
会
社
を
辞
め
て
家

業
に
就
く
の
に
未
練
が
な
か
っ
た
と

い
っ
た
ら
嘘
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な

思
い
を
振
り
切
っ
て
の
帰
郷
で
し
た
。

１
５
９
８
年
（
慶
長
３
年
）
の
醍
醐
の
花
見
で
は
、
豊
臣
秀

吉
公
が
全
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
銘
酒
の
な
か
で
加
賀
の
酒
を
第

一
番
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
日
本
酒
に

は
厳
し
い
時
代
が
続
い
て
い
ま
す
。
赤
ワ
イ
ン
ブ
ー
ム
、
焼
酎

ブ
ー
ム
と
続
い
て
大
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
か
つ
て
は
金
沢
酒

造
組
合
に
23
蔵
が
所
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
金
沢
周

辺
を
含
め
て
５
つ
、
市
内
に
３
つ
し
か
酒
蔵
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
、
日
本
酒
は
見
直
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

私
は
、
焼
酎
が
流
行
っ
た
こ
ろ
に
実
家
に
戻
り
ま
し
た
。
日

本
酒
に
と
っ
て
は
、
逆
境
そ
の
も
の
だ
っ
た
時
期
で
す
。
や
が

て
バ
ブ
ル
期
に
な
っ
て
業
績
が
回
復
。
今
度
は
一
転
し
て
人
手

不
足
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
県
外
へ
の
進
出
が
思
う
よ
う

に
い
か
ず
苦
労
し
た
も
の
で
す
。
現
在
は
全
国
に
進
出
し
て
い
ま

す
が
、
小
さ
な
蔵
で
す
か
ら
生
産
量
は
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
少
し
ず
つ
で
す
が
、
海
外
へ
も
輸
出
し
て
い
ま
す
。

家
業
を
継
い
で
思
う
の
は
「
伝
統
と
は
革
新
の
連
続
だ
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
企
業
30
年
説
が
あ
り
ま
す
が
、
ゴ
ー
イ
ン

グ
・
コ
ン
サ
ー
ン
た
る
に
は
、
革
新
が
不
可
欠
な
の
で
す
。
や

ち
や
酒
造
で
は
、
20
年
前
に
純
米
酒
製
造
へ
と
舵
を
切
り
ま
し

た
。
日
本
酒
が
、
特
級
、
１
級
、
２
級
と
分
類
さ
れ
て
い
た
時

代
に
、
純
米
酒
製
造
に
力
を
入
れ
始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
に
よ

地 球 の 風
地 域 の 風

in Ishikawa

観
光
都
市
金
沢
の

地
の
利
を
生
か
し
た

新
し
い
試
み
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る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。
杜
氏
が
酒
を
造
り
や
す
い

よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
私
の
役
割
と
い
え
ま
す
。
ち
な

み
に
昔
は
、
杜
氏
は
季
節
限
り
の
出
稼
ぎ
職
人
で
し
た
。

経
営
効
率
や
費
用
対
効
果
で
い
え
ば
優
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
で
は
酒
造
の
根
幹
と

な
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
現
在

で
は
、
杜
氏
も
社
員
に
し
て
い
ま
す
。
酒
造
り
は
冬
場

の
仕
事
で
す
か
ら
、
杜
氏
は
夏
に
は
暇
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
酒
造
り
体
験
や
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
酒
造
は
、

夏
場
の
仕
事
づ
く
り
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

お
酒
の
味
は
、
か
つ
て
は
淡
麗
辛
口
が
流
行
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
と
焼
酎
と
の
差
別
化
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
最
近
で
は
そ
の
反
動
か
ら
か
味
の
あ
る
日
本
酒
が
、
評
価

さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
読
み

な
が
ら
、
次
の
年
の
売
れ
筋
を
予
測
し
て
冬
場
に
日
本
酒
を
仕

込
む
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
酒
造
り
は
難
し
い
の
で
す
。
ま
た
、

酒
造
り
は
米
作
り
で
決
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
近
隣
の
農
家
に

「
三
谷
や
ち
や
部
会
」
を
結
成
し
て
も
ら
い
、
酒
造
好
適
米
「
五

百
万
石
」「
石
川
門
」
を
栽
培
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
酒
米
の

磨
き
加
減
は
磨
き
過
ぎ
ず
味
わ
い
が
残
る
、
ほ
ど
よ
い
磨
き
加

減
が
重
要
で
す
。
や
り
が
い
は
、
や
は
り
「
美
味
し
い
」
と
飲

ん
だ
人
が
言
っ
て
く
れ
る
の
を
聞
く
こ
と
で
す
。

日
本
酒
の
新
し
い
飲
み
方
も
提
唱
し
て
い
ま
す
。
10
年
前
に

ホ
テ
ル
で
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
ビ

ー
ル
で
乾
杯
を
し
た
後
で
、
私
は
当
然
日
本
酒
を
頼
み
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
周
り
の
人
は
、
み
ん
な
焼
酎
を
飲
ん
で
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
酒
を
つ
ぎ
に
回
り
な
が
ら
理
由
を
聞
く
と
、「
日
本

酒
は
度
数
が
高
い
」「
翌
日
残
る
」
と
い
う
人
が
か
な
り
い
ま
し

っ
て
、
販
路
も
拡
大
し
ま
し
た
。
今
後
も
純
米
酒
を
中
心
に
据

え
て
や
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
酒
に
関
心
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
酒
蔵
見
学
、
酒
造
り
体
験
、
オ
ー
ダ

ー
メ
イ
ド
の
酒
造
り
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
ひ
ら
め

い
た
の
は
、
２
０
０
０
年
（
平
成
12
年
）
の
こ
と
で
す
。
金
沢

は
観
光
の
町
で
す
か
ら
、
築
２
０
０
年
の
古
く
て
特
徴
の
あ
る

建
物
を
生
か
し
て
酒
蔵
も
観
光
地
化
を
進
め
た
ら
い
い
と
思
っ

た
の
で
す
。

酒
蔵
見
学
は
、
文
字
ど
お
り
酒
造
工
程
を
見
学
し
、

き
酒

コ
ー
ナ
ー
で
試
飲
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
海
外
か
ら
の
見
学
は

ア
メ
リ
カ
人
だ
け
で
、
年
間
70
回
以
上
、
約
１
０
０
０
人
に
の

ぼ
り
ま
す
。
ほ
か
に
フ
ラ
ン
ス
人
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
見

学
者
は
多
い
で
す
が
、
案
外
ア
ジ
ア
人
は
少
な
い
で
す
。

夏
場
に
も
酒
造
り
体
験
が
で
き
る
よ
う
に
、
大
き
な
冷
蔵
庫
の

よ
う
な
「
ミ
ニ
酒
蔵
」
を
作
り
ま
し
た
。
酒
造
り
の
一
連
の
工
程

を
１
日
で
体
験
し
、
３
週
間
後
に
日
本
酒
が
で
き
上
が
り
、
絞
り

た
て
の
お
酒
を
お
飲
み
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ミ
ニ
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
酒
造
で
は
、「
原
料
米
と
精
製
歩
合
」

「
使
用
酵
母
」、
純
米
酒
、
大
吟
醸
な
ど
の
「
お
酒
の
種
類
」、
旨
口
、

辛
口
な
ど
の
「
お
酒
の
味
」
な
ど
を
自
分
で
選
べ
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
オ
リ
ジ
ナ
ル
ラ
ベ
ル
も
作
れ
ま
す
。
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
は
１
０
０
リ
ッ
ト
ル
タ
ン
ク
を
使
用
し
、
一
升
ビ
ン
換
算

で
約
30
本
と
通
常
の
50
分
の
１
の
ス
ケ
ー
ル
で
す
。
こ
れ
が
手
頃

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
祝
い
事
な
ど
の
際
に
注
文
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
試
験
場
か
ら
の
新
し
い
品

種
の
米
や
酵
母
に
よ
る
試
験
醸
造
の
依
頼
も
多
い
で
す
が
…
…
。

お
酒
は
生
き
物
で
す
か
ら
、
同
品
質
の
も
の
を
安
定
供
給
す

地 球 の 風
地 域 の 風

in Ishikawa

前田家13代当主

前田齊泰公

自筆の書。

杜
氏
を
社
員
に
す
る
こ
と
で

酒
造
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積

日
本
酒
と
き
ど
き
水

神谷氏は、日本酒離れを防ぐ活動

の一環として、体に良い日本酒の

飲み方「和らぎ水」の普及活動を

行っている。写真下は海外からの

観光客向けに行っている酒蔵見学

のチケット。

き酒コーナーでは、

ここで造るすべての酒が試飲できる。

酒蔵に隣接するショップでは、

やちや酒造の銘酒と酒を楽し

むための器類を販売している。
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た
。
確
か
に
、
日
本
酒
よ
り
ア
ル
コ
ー
ル
度
が
高
い
焼
酎
は
お

湯
割
り
、
水
割
り
と
い
っ
た
飲
み
方
を
し
ま
す
か
ら
、
実
質
度

数
は
低
く
な
り
ま
す
。

あ
る
時
、
茶
屋
の
女
将
さ
ん
に
「
あ
な
た
は
日
本
酒
を
よ
く

飲
む
か
ら
、
お
水
も
飲
み
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
、
日
本
酒
と
水
を
交
互
に

飲
む
と
い
う
飲
み
方
が
ひ
ら
め
い
た
の
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、

洋
酒
に
は
チ
ェ
イ
サ
ー
が
あ
り
ま
す
。

実
際
に
は
ど
う
な
の
か
？
自
分
で
人
体
実
験
（
？
）
を
し
て

み
ま
し
た
。
日
本
酒
を
飲
ん
で
か
ら
水
を
飲
む
と
、
口
の
中
が

洗
わ
れ
て
改
め
て
美
味
し
く
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
よ
り

も
、
翌
朝
の
食
事
を
美
味
し
く
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

水
を
飲
む
こ
と
で
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
度
が
下
が
り
、
酔
い
の
速

度
が
緩
や
か
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
普
段
よ
り
多
く
飲
ん
で

も
翌
日
は
あ
ま
り
残
り
ま
せ
ん
。
美
味
し
く
お
酒
を
飲
み
な
が

ら
、
深
酔
い
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
印
象
的
で
し
た
。

こ
れ
に
力
を
得
て
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
一
般
公
募
で
こ
の
水
を
挟
む
飲
み
方
を
「
和や

わ

ら
ぎ
水み

ず

」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
日
本
酒
造
組
合
中
央
会
で
は
、「
和
ら

ぎ
水
」
の
す
す
め
と
し
て
、「
日
本
酒
と
き
ど
き
水
が
上
手
な
飲

み
方
。
気
分
ス
ッ
キ
リ
、
深
酔
い
し
ま
せ
ん
。」
と
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
ま
す
。

現
代
は
ス
ト
レ
ス
時
代
で
す
。
病
気
の
原
因
・
起
因
も
ス
ト

レ
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。「
酒
は
百
薬
の
長
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ス
ト
レ
ス
緩
和
や
食
欲
増
進
、
栄
養
効
果
な
ど
の
ほ
か
に
、

適
度
の
飲
酒
は
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
飲
ん
だ
人
が
健
康
に
な
る
よ
う
な
酒
造
り
を
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

変
革
を
続
け
て
い
く
の
に
重
要
な
の
は
、
世
の
中
に
ア
ン
テ
ナ

を
張
り
巡
ら
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
も
同
業
者
ば
か
り
で
な

く
他
業
界
の
人
と
も
積
極
的
に
接
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
デ
フ
レ
時
代
に
ど
う
改
革

を
進
め
て
い
く
か
？
今
、
次

の
一
手
を
模
索
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
当
面
は
、
日
本
酒
の

品
数
を
整
理
し
て
、
蔵
元
と
し

て
の
ピ
ン
ト
が
は
っ
き
り
す
る

よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

な
お
、
新
し
い
試
み
と
し
て

は
、
日
本
酒
や
ブ
ラ
ン
デ
ー
で

造
っ
た
梅
酒
な
ど
の
商
品
を
ラ

イ
ン
ナ
ッ
プ
し
ま
し
た
。
今
後

は
、
輸
出
に
も
力
を
入
れ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
し
、

ネ
ッ
ト
活
用
の
新
商
売
展
開
も

面
白
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
中

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
先
を
読
む
楽
し
さ

が
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
地
方
に
い
る
と

一
橋
大
学
の
顔
が
見
え
て
き
ま

せ
ん
。
高
校
生
を
含
め
て
も
っ

と
地
方
の
人
た
ち
に
一
橋
大
学

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
目
に
触
れ
る
機
会

が
少
な
い
大
学
に
は
、
高
校
生

も
受
験
し
よ
う
と
い
う
気
に
は

な
り
ま
せ
ん
か
ら
…
…
。

◆神谷昌利（かみや・まさとし）
1977年商学部卒業。約６年間の商社勤務を経て、家業を継承する。

石川県酒造組合連合会副会長、石川県産酒米「石川門」を使った酒造りを推進する「酒米石川門の会」の副会長などを務める。

2010年如水会金沢支部長に就任。

世
の
中
の
流
れ
を
感
じ
、

先
を
読
む
楽
し
さ

51



小久保雅正　様

小島康夫　　様

小西直也　　様

小林昭夫　　様

小林一貴　　様

小林博一　　様

小林正直　　様

小林芳男　　様

小松美枝　　様

小峰　隆　　様

斎藤英一　　様

齋藤誠一郎　様

斎藤英秋　　様

斎藤元英　　様

佐伯　進　　様

酒井孝平　　様

坂神孝明　　様

坂元清信　　様

阪本久大　　様

櫻井邦昭　　様

佐々木一成　様

佐々木房吉　様

佐瀬　夫　　様

佐藤恵美子　様

佐藤安紀　　様

澤登正樹　　様

椎名幸司　　様

塩田和弘　　様

篠田健三　　様

篠宮　清　　様

四分一　直　様

澁谷榮介　　様

志水三輪子　様

寿福未来　　様

荘　雅行　　様

白井敏三　　様

白築忠明　　様

末延幸辰　　様

杉野雄次郎　様

杉山元章　　様

菅　裕一　　様

鈴木公郎　　様

鈴木眞吾　　様

鈴木隆史　　様

鈴木俊之　　様

鈴木　仁　　様

鈴木正元　　様

鈴木亮介　　様

住田邦亜　　様

清野　謙　　様

瀬川哲郎　　様

関根敏正　　様

高井二矢　　様

瀬博之　　様

野　博　　様

高橋哲雄　　様

高橋信行　　様

橋正明　　様

高見沢昌彦　様

滝沢　豊　　様

竹内敏男　　様

武田晴雄　　様

竹村恭輔　　様

武本宜久　　様

橘　弘眞　　様

建部克史　　様

田所亮子　　様

田中慎造　　様

田中敏夫　　様

田中正昭　　様

田辺大地　　様

田畑　正　　様

玉川越三　　様

玉木　勝　　様

田村啓一郎　様

多和田　満　様

千葉金助　　様

塚本眞索　　様

辻岡公夫　　様

土屋　久　　様

鶴来谷　勲　様

鶴田剛平　　様

鶴田雅男　　様

手塚広一郎　様

徳田誠一　　様

戸倉敏雄　　様

渡仲匡史　　様

冨谷時義　　様

富安弘毅　　様

豊本信一　　様

鳥越干城　　様

内藤忠顕　　様

中田協三　　様

永田永寿　　様

中戸川　勉　様

永利新一　　様

中西洋一　　様

中野俊彦　　様

中村恒雄　　様

中村友紀　　様

中村英剛　　様

中村　一　　様

中本甚太郎　様

中安雅文　　様

中山晴之　　様

永山　壽　　様

那須俊彦　　様

並木育朗　　様

成田竜也　　様

西川敏明　　様

西永健三　　様

西野　安　　様

西村行功　　様

新田信行　　様

入道正久　　様

丹羽達哉　　様

沼田勝意　　様

根崎修一　　様

野口達司　　様

野口英彦　　様

野々垣　勇　様

野間弘之　　様

橋田隆雄　　様

羽柴　駿　　様

長谷川　晨　様

長谷川正義　様

秦　哲也　　様

籏崎孝文　　様

籏野友夫　　様

服部みどり　様

花木亮二　　様

花田一憲　　様

馬場　昭　　様

馬場佳一郎　様

馬場　肇　　様

林　義光　　様

原　達也　　様

比嘉理恵　　様

久田　修　　様

平岡哲朗　　様

平賀茂孝　　様

平松重宏　　様

廣島昭三　　様

広瀬郁夫　　様

廣瀬信幸　　様

廣田守慶　　様

福田茂則　　様

福田實男　　様

福田潤弥　　様

福田達夫　　様

藤永　晋　　様

藤目琴実　　様

二木英一　　様

渕上玲子　　様

船越賢哉　　様

船崎　裕　　様

古川敬之　　様

古川道夫　　様

古澤　宏　　様

古谷昌彦　　様

古谷九八郎　様

北條　潔　　様

穂刈　公　　様

堀田武靖　　様

堀田博司　　様

本城和紀　　様

真家琢治　　様

増渕義典　　様

松下樹博　　様

松島誠一　　様

松田健志　　様

松本　卓　　様

松本　毅　　様

松山雅胤　　様

萬納宏俊　　様

三浦　博　　様

三浦義樹　　様

三上　魁　　様

三上幸彦　　様

三神正博　　様

三崎洋一郎　様

水野隆喜　　様

溝越清隆　　様

三橋秀方　　様

峯村敏裕　　様

三村秀樹　　様

宮内英貴　　様

宮川　康　　様

宮澤吉彦　　様

宮本清彦　　様

村上英志　　様

村瀬　眞　　様

邑田清志　　様

村山拓士　　様

室　孝幸　　様

守口　毅　　様

森田房雄　　様

八木修治　　様

八木政幸　　様

安岡正文　　様

Campus Information

柳沢真人　　様

八幡太郎　　様

山内喜彦　　様

山口恒男　　様

山口利夫　　様

山　一寛　　様

山田成人　　様

山田達也　　様

山田雄一　　様

山本　誠　　様

山本倫弘　　様

山本悠一郎　様

山本由夫　　様

横澤祐介　　様

横須賀俊六　様

横田希代子　様

横山昇一　　様

横山尚佳　　様

吉田篤司　　様

吉田和司　　様

吉田　満　　様

吉田幸夫　　様

吉田陽吾　　様

吉本清志　　様

米谷憲一　　様

米山司理　　様

元春　　様

若岡邦和　　様

若菜重一　　様

渡辺吉郎　　様

渡辺淳平　　様

渡辺佳夫　　様

綿村　惇　　様

詠帰会　　　　　　　 様

一紫会

（昭和17年予科入学）様

昭和37年　悠々会　　 様

昭和37年卒

Ｓクラス有志　　　 様

昭和37年卒Ｔ組　　　 様

市原昌三郎先生を偲ぶ会

事務局　　　　　　 様

他66名

稲葉千恵　　様

大石圭太　　様

岡本政廣　　様

岡本正善　　様

尾野勝美　　様

尾見仁一　　様

柏本雄幸　　様

河崎信敏　　様

白井保二　　様

須釜清治　　様

田浦政孝　　様

月森博基・直子　様

在学生の保護者

27名（1,530,000円）

佐々木なつ子様

中村智子　　様

岡崎健一　　様

卒業生のご家族・一般の方

6名（5,513,000円）

本学役職員

29名（3,254,000円）

アイティシージャパン株式会社　　　　様

ＥＡＥ株式会社　　　　　　　　　　　様

カトウエアシステム株式会社　　　　　様

サントリーホールディングス株式会社　様

ＪＦＥホールディングス株式会社　　　様

社団法人如水会　　　　　　　　　　　様

新日鉄ソリューションズ株式会社　　　様

住友ゴム工業株式会社　　　　　　　　様

ゼネラルエンジニアリング株式会社　　様

社団法人全国信用金庫協会　　　　　　様

ソニー株式会社　　　　　　　　　　　様

大成建設株式会社　　　　　　　　　　様

武田薬品工業株式会社　　　　　　　　様

株式会社円谷エンターテインメント　　様

株式会社東京會舘　　　　　　　　　　様

東京官書普及株式会社　　　　　　　　様

トータル建設株式会社　　　　　　　　様

株式会社日本総合研究所　　　　　　　様

農林中央金庫　　　　　　　　　　　　様

有限会社羽鳥電気商会　　　　　　　　様

一橋大学消費生活協同組合　　　　　　様

富士通株式会社　　　　　　　　　　　様

Berge y Compania S.A. 様

堀内電機株式会社　　　　　　　　　　様

森ビル株式会社　　　　　　　　　　　様

他２団体

企業・法人等

27団体（124,844,000円）

戸塚　修　　様

永田浩司　　様

古澤俊之　　様

松尾全人　　様

水内啓司　　様

水野陽介　　様

宮　　潔　　様

茂木秀之　　様

山田秀司　　様

山ノ上利充　様

吉村　学　　様

他４名

岡部洋平　　様

後藤　勲　　様

他１名
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一橋大学基金へのご協力、
心より御礼申し上げます。
卒業生、在学生の保護者・ご家族の方をはじめとした

皆様からご寄付をいただき、2010年５月末現在で、総額

約28億8,000万円（入金済分）に達しました（うち２億

円は、創立125周年記念募金より繰り入れ）。この場を

お借りし、皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。

ご寄付をいただきました方々へ感謝の意を込め、こ

こにご芳名を掲載させていただきます。

今号では、2010年２月１日から2010年５月末日まで

の間にご入金を確認させていただいた方を公表させて

いただきます。公開不可の方、本学役職員につきまして

は掲載しておりません。また、ご寄付者で万が一お名前

がもれている場合につきましては、誠に恐縮でござい

ますが、基金事務局までご連絡ください。

ご寄付をいただいた方すべての皆様を「一橋大学基

金寄付者芳名録」に記し、一橋大学の歴史に末永く留

めさせていただきます。また、30万

円以上（法人100万円以上）のご寄

付に関しましては、ご芳名を本館設

置の「一橋大学基金寄付者銘板」に

記させていただきます。

なお、募金目標額は100億円とな

っております。皆様の一層のご支援

を賜りたくお願い申し上げます。

［お問い合せ先］

一橋大学基金事務局

〒186-8601 東京都国立市中2-1

TEL：042-580-8888
FAX：042-580-8889

E-mail：kikin@ad.hit-u.ac.jp

●お手紙・ファックスまたはお電話で、ご住所とお名前

をお知らせください。基金事務局より、ご案内、寄付申

込書および払込用紙をお送りいたします。

●一橋大学基金ホームページより、クレジットカードに

よるお申し込みも受け付けております。トップページ上

方の「ご寄付のお申込み」メニューからお進みください。

一橋大学基金ホームページ

http://www.kikin.ad.hit-u.ac.jp/

ご寄付のお申し込みについて

一橋大学基金では（社）如水会と連携し、如水会会員

証カードによる分割ご寄付の受け付けをしております。

お申し込みいただきますと、如水会会員証カードから

定期的に自動払い込みにてご寄付を頂戴することとな

り、お振込の手間を省くことができます。

また、ご寄付の回数は、年１回（２月または８月）と

年２回（２月および８月）よりお選びいただけます。

如水会会員証カードをお持ちの卒業生の方はぜひご検

討ください。

詳しくは、ホームページをご参照いただくか、下記ま

でお問い合せください。

如水会会員証カードを
お持ちの卒業生の皆様へ
分割ご寄付のご案内

有吉　弘　　様

小形滋彦　　様

川口恭弘　　様

小原　順　　様

鈴木　茂　　様

鈴木崇司　　様

住田笛雄　　様

立原俊助　　様

土山常男　　様

羽賀昭雄　　様

土方　覚　　様

堀地史郎　　様

巻島佳男　　様

溝口俊一　　様

宮島信明　　様

宮本克彦　　様

三好正晴　　様

山之内茂樹　様

和田　彰　　様

昭和31年入学Ｎ組喜久会（二木会）様

他１名

飯田秀郷　　様

奥村一郎　　様

川崎正己　　様

櫻井　榮　　様

櫻井安彦　　様

鈴木道郎　　様

寺田佳正　　様

松永正大　　様

宮田雄幸　　様

若松第一　　様

他２名

青木貞男　　様

浅野　徹　　様

莇　勇二　　様

阿字地　譲　様

東川　洋　　様

麻生照夫　　様

阿部源次郎　様

天野　正　　様

雨宮愼吾　　様

鮎川眞昭　　様

新井浩之　　様

新井　誠　　様

有賀英樹　　様

有賀　盈　　様

安藤秀男　　様

飯尾文郎　　様

飯田達也　　様

五十嵐誠二　様

池田義治　　様

石井　徹　　様

石川　威　　様

石榑昌樹　　様

石下志郎　　様

石田敏博　　様

石田宏樹　　様

石田政明　　様

石附　弘　　様

石橋一雄　　様

礒　　幸　　様

市川康夫　　様

市毛　茂　　様

伊藤　彰　　様

伊藤一昭　　様

伊藤　均　　様

稲葉四郎　　様

井ノ川　朗　様

井橋清一　　様

伊原　巖　　様

井元義夫　　様

岩渕正明　　様

岩本文夫　　様

上田英一　　様

上原敏夫　　様

植松省自　　様

宇佐川直幸　様

歌川　毅　　様

内田清人　　様

内野将治　　様

内海和之　　様

浦沢武士　　様

江川　正　　様

江口一元　　様

江口　隆　　様

江藤修治　　様

遠藤勝己　　様

遠藤三夫　　様

大石克洋　　様

大神宜也　　様

大坂一義　　様

太田道彦　　様

大塚康雄　　様

大貫俊一　　様

大堀一充　　様

岡本敬一　　様

岡本　正　　様

荻野隆史　　様

荻原勝年　　様

落合大祐　　様

小野隆史　　様

尾身幸次　　様

風岡　明　　様

片山研一　　様

加藤幹雄　　様

金井文彦　　様

金子一郎　　様

金子恵美　　様

金子博臣　　様

兼田武剛　　様

上内義人　　様

上柳好孝　　様

蒲原国弘　　様

川井啓史　　様

川井　俊　　様

川口　卓　　様

川口　均　　様

河西幸穂　　様

川端　茂　　様

菊池明雄　　様

北村俊裕　　様

木村洋一　　様

熊谷寿雄　　様

熊谷靖公　　様

熊野順祥　　様

熊本康二郎　様

粂田直行　　様

栗田正樹　　様

小泉　璋　　様

高着敦史　　様

古賀暢之　　様

五ヶ山　淳　様

100万円以上

卒業生

431名・7団体（56,286,291円）

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。

20名・1団体

50万円以上
100万円未満

12名

50万円未満

399名・6団体

ご寄付金額（累計）

銘板色

【ブロンズ】
個人：30万円以上
法人：100万円以上
【シルバー】
個人：100万円以上
法人：500万円以上
【ゴールド】
個人：1,000万円以上
法人：5,000万円以上
【プラチナ】
個人：3,000万円以上
法人：1億円以上

（金額は累計）
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平成22年度
一橋大学附属図書館・慶應義塾図書館

共同企画展示のお知らせ

附
属
図
書
館
で
は
、
本
学
の
さ
ま
ざ

ま
な
所
蔵
資
料
を
公
開
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
平
成
13
（
２
０
０
１
）
年

に
公
開
展
示
室
を
開
設
し
ま
し
た
。
以

来
、
常
設
展
示
に
て
本
学
の
歴
史
や
所

蔵
資
料
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
毎
年

11
月
の
一
橋
祭
の
時
期
に
企
画
展
示

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
の
企
画
展
示
は
、
慶
應
義
塾

図
書
館
と
の
共
催
に
よ
り
開
催
す
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。「
大
江
戸
商
売
繁

盛
記
―
所
蔵
貴
重
資
料
か
ら
―
」
と

題
し
、
一
橋
大
学
附
属
図
書
館
・
慶
應

義
塾
図
書
館
が
所
蔵
す
る
日
本
の
商
業

史
・
経
済
史
に
関
す
る
貴
重
資
料
を
皆

様
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
本
学
の
誇

る
札
差
関
係
資
料
や
大
伝
馬
町
長
谷
川

木
綿
店
古
帳
の
ほ
か
、
米
の
流
通
や
海

運
に
関
す
る
資
料
、
古
地
図
な
ど
、
普

段
は
展
示
に
供
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
資

料
が
一
堂
に
会
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
期
間
中
に
講
演
会
と
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
の
開
催
も
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

日
時
・
会
場
等
は
下
記
の
と
お
り
で

す
。
皆
様
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

平成22年度一橋大学附属図書館・慶應義塾図書館共同企画展示

「大江戸商売繁盛記―所蔵貴重資料から―」

期間：平成22年11月4日（木）～11月19日（金）

※11月13日（土）は閉室

入場：9時30分 ～16時30分（閉室17時） 入場無料

会場：一橋大学附属図書館公開展示室

（西キャンパス 時計台棟１階）

主催：一橋大学附属図書館・慶應義塾図書館

なお、内容・日時等に変更が生じる場合がありますが、

その他詳細と併せ、附属図書館のウェブサイト

（http://www.lib.hit-u.ac.jp/pr/tenji）にて

随時ご案内申し上げます。

お問い合わせ先：学術情報課 学術・企画主担当

（Email：kikaku@www.lib.hit-u.ac.jp

Tel：042-580-8252  Fax：042-580-8232）

新版浮絵江戸日本橋市中之図
（慶應義塾図書館所蔵）

『指引帳』
木綿問屋仲間に発生した重要
事項を記録した史料。17世紀
後半から19世紀前半に至るま
で、行司（当番）が交替で書
き継いだ。

仙台蔵米切手
諸藩は売却した蔵米の保管証書と
して蔵米切手を発行した。この切
手の場合、
所持人は
仙台藩か
ら米20俵
を受け取
ることが
できた。

『江戸買物独案内』（文政７年〈1824年〉刊）
江戸の商店を職種別に分類し、商人の名前や所在地を掲載した
江戸時代の買物ガイドブック。

札差仲間の文書類を保管した箱
火事など不測の事態が生じ
た際に持ち出せるよう、背
負える構造になっている。
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2010年６月３日佐野書院にて調印式が行われ、

「国立シンフォニカー」と一橋大学が協定を締結。

「一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ」が誕生することになりました。

2010年は一橋大学創立135周年、国立移転80周年の年にあたります。

この記念すべき年に「一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ」による

第１回のクラシックコンサートを開催するはこびとなりました。

兼
松
講
堂
に
レ
ジ
デ
ン
ト
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
誕
生
。

10
月
24
日
、
初
め
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す

一橋大学の象徴的な建物である兼松講

堂は、2003年４月から2004年３月にかけ

て、本学の同窓会組織である社団法人如

水会の働きかけによる募金で大改修工事

が行われ、77年ぶりに本来の美しさを取

り戻しました。国の登録有形文化財にも

指定されている兼松講堂は、“隠れた”名

コンサートホールとしても親しまれてお

り、これまで多くの本格的なクラシック

コンサートが

開催されてい

ます。

一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ 国立シンフォニカー 創立記念コンサート

開催日：2010年10月24日（日）

開　場：13：15

開　演：14：00

ゲストピアニスト：オリビエ・トリエンドル

演奏曲：ブラームス「大学祝典」序曲 op.80

シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54

ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 op.68

料金（税込）：P席（プレミア）6,500円／S席 4,500円／A席 3,000円／B席 2,000円

チケットのお求め・お問い合わせ：高輪プリンツヒェンガルテン

03－3443－1521（10：00～20：00／月曜定休）

コンサートホールとしての
兼松講堂

一橋大学管弦楽団

ＯＢである宮城敬雄氏

は、卒業後会社勤めを

経て、経営者となりま

した。結婚式場、クリ

スマスショップ事業を

成功へと導いた宮城氏

は、子供のころからの夢が忘れられず50歳にして一念

発起、プロの指揮者を目指しました。1996年には自前

の楽団を創設して指揮者デビュー、2000年からはヨー

ロッパ各国を代表する楽団を指揮してきました。

「国立シンフォニカ－」は、指揮者宮城敬雄氏のも

と結成されたオーケストラです。東京フィルハーモニ

ー交響楽団に在籍するメンバーの首席奏者18人が核

となり、2007年より活動を開始しています。

宮城敬雄氏と
国立シンフォニカー
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※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
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2010年8月15日 BS日テレにて、
一橋大学を紹介する番組を放映します

一橋大学では、大学の活動を全国のみなさまに幅広く知っていただくために、

紹介番組を放映することになりました。

番組は、ＢＳ日テレの「大学を知ろう～知の道しるべ～」というシリーズで、

本学は８月15日（日）午前11：00～11：30の回で放映されます（初回放送７月18日の再放送です）。

番組では、大学の概要や同窓会組織である如水会の紹介のほか、

本学の教育の特長の一つであるゼミナールを取り上げ、

社会で活躍する卒業生と当時の指導教員の対談を交えながら、

ゼミナールに真剣に取り組む学生たちの様子などをドキュメンタリー形式で描いています。

ぜひご覧ください。

番組Webサイト　http://www.bs4.jp/guide/entame/daigaku2/

２
０
１
０
年
開
催
の
卒
業
式
、

入
学
式
、
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
で
は
、

「
一
橋
大
学
公
式
記
念
焼
き
菓
子
」
の

販
売
を
行
い
ま
し
た
。

２
０
１
０
年
８
月
に
開
催
さ
れ
る

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
、

同
商
品
の
販
売
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

パ
ッ
ケ
ー
ジ
は

一
橋
大
学
の
ロ
ゴ
で
飾
ら
れ
、

中
身
は
、
地
元
国
立
が
誇
る

フ
ラ
ン
ス
菓
子
の
名
店

「
レ
・
ア
ン
ト
ル
メ
国
立
」
の

高
級
焼
き
菓
子
の
セ
ッ
ト
で
す
。

1,000円セット：焼き菓子5種
1,500円セット：焼き菓子7種 2つのセットを販売しました。

「
一
橋
大
学
公
式
記
念
焼
き
菓
子
」の

販
売
を
実
施
し
ま
し
た
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〈編集部員〉
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〈お問い合せ先〉

一橋大学企画・広報室広報担当

〒186-8601 東京都国立市中2-1

Tel：042-580-8032 Fax：042-580-8016

http://www.hit-u.ac.jp/

koho@ad.hit-u.ac.jp

※ご意見をお寄せください。

一橋大学企画・広報室広報担当　koho@ad.hit-u.ac.jp

※本誌掲載の文章・記事・写真等の

無断転載はお断りします。

一橋大学広報誌「HQ」

●広告掲載お問い合せ先
一橋大学企画・広報室広報担当
TEL：042-580-8032

怪
物
の
卵
に
も
、

異
星
人
の
乗
り
物
に
も
似
た
物
体
が
、

天
井
か
ら
降
り
て
く
る
。

合
図
と
と
も
に
、
天
井
裏
に
備
え
付
け
ら
れ
た

ワ
イ
ヤ
ー
リ
ー
ル
が
回
り
だ
す
。

緩
衝
材
の
毛
布
の
上
へ
、
静
か
に
着
地
す
る
。

兼
松
講
堂
で
は
、
２
年
に
１
度

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
電
球
交
換
が
行
わ
れ
ま
す
。

カ
プ
セ
ル
状
の
ド
ー
ム
の
中
央
に
２
つ
、
ア
ー
ム
の
先
端
に
５
つ
、

計
７
つ
の
水
銀
電
球
が
一
体
と
な
っ
て
、

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
輝
き
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
化
粧
直
し

普
段
見
な
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
、
見
た
こ
と
の
な
い
、
知
ら
な
い
風
景
が
あ
り
ま
す
。

大
学
の
中
で
見
落
と
し
て
し
ま
い
が
ち
な
、
あ
る
い
は
見
る
機
会
が
な
い
風
景
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
２
回
は
、
兼
松
講
堂
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
で
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の

知
ら
な
い
風
景
第2回

総勢3名で約半
日を費やして、
電球交換作業
は行われる。

大電球は下方を、
中電球は側面を照らす。

舞台用ダウンライトの
隙間から見える講堂内。

屋根裏へと続く梯子。

シャンデリアを吊る
ワイヤーリール。
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編 集 部 か ら

最近「ヨジラー」とか「ゴジラー」という言

葉が流行っていると聞いた。朝４時とか５時に

起きて、午前中から精力的に仕事を片付けてし

まう人達のことらしい。さすがに４時とまでは

いかないが、最近は朝型の生活スタイルに変わ

りつつある。まあ、何のことはない。歳をとっ

たので、朝早く目が覚めてしまうだけのことで

ある。「年寄りは朝が早い」とは昔から聞かされ

てきたが、その立場になって初めて「なるほど

こういうことか」と分かった。これがもう見事

にぱっちりと目が覚めるのである。目覚まし時

計など必要ない。最初は少々とまどっていたの

だが、結局開き直って仕事を夜から朝へシフト

することにした。しかし、いざやってみると、

太陽が昇るのとともに次々仕事を片付けていく

のは実に快適である。思えば、小学生の頃から

ときおり挑戦してはみたものの、一度も達成で

きなかった「早起き」生活だ。こんな形で手に

入れるとは思わなかった。歳をとるのも悪くな

いものだ。（大猫）
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第6回 一橋大学関西アカデミア
シンポジウム

日 時
会 場

パネリスト

司 会

：2010年10月9日（土）13時30分開演（13時開場）
：ザ・フェニックスホール
〒530－0047 大阪市北区西天満4－15－10 TEL：06－6363－0311

：辻井　喬　　詩人・作家
佐々木雅幸　大阪市立大学都市研究プラザ所長
水内俊雄　　大阪市立大学都市研究プラザ副所長
田　宣義　　一橋大学名誉教授・大学院社会学研究科特任教授
町村敬志　　一橋大学大学院社会学研究科教授

：林　大樹　　一橋大学大学院社会学研究科教授

講演前に入試説明会をします。
（1）日　時：2010年10月9日（土）10時～12時　場所：同上
（2）内　容：個別相談、大学案内DVD上映、大学案内等配付
（3）対象者：関西地区の高等学校の進路指導教員、予備校関係者、高校生及びその保護者　等

都市の創造性

関西アカデミアは9月27日（月）までに
中部アカデミアは10月18日（月）までに
EメールまたはFAXでお申込みください。
【関西アカデミア】E-mail：academia1009@ad.hit-u.ac.jp
【中部アカデミア】E-mail：academia1030@ad.hit-u.ac.jp
FAX：042－580－8050（関西アカデミア・中部アカデミア共通）

一橋大学研究・社会連携推進課　TEL：042－580－8058

※詳細は大学HPをご覧ください。
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2010/0915.html（関西アカデミア）
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2010/1006.html（中部アカデミア）

ご参加

お問い合わせ先

第1回 一橋大学中部アカデミア

日 時
会 場

パネリスト

司 会

：2010年10月30日（土）14時開演（13時30分開場）
：ミッドランドホール
〒450－6205 名古屋市中村区名駅4－7－1 TEL：052－527－8500

：沼上　幹　　一橋大学大学院商学研究科教授
伊藤勝康　　リゾートトラスト株式会社代表取締役社長
西浦道明　　株式会社アタックス代表取締役社長
磯輪英之　　株式会社ISOWA代表取締役社長
：大西幹弘　　名城大学経営学部教授

（1）日　時：2010年10月30日（土）10時～14時　場所：同上
（2）内　容：個別相談、大学案内DVD上映、大学案内等配付
（3）対象者：中部地区の高等学校の進路指導教員、予備校関係者、高校生及びその保護者　等

シンポジウム今、中部企業に求められる戦略

講演前に入試説明会をします。




