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巻頭特集

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
や
北
海
道
を
舞
台
に
し
た
中
国
映
画

『
非
誠
勿
擾

フ
ェ
イ
チ
ェ
ン
ウ
ー
ラ
オ

』（
邦
題
『
狙
っ
た
恋
の
落
と
し
方
。』）
の
大
ヒ
ッ
ト
で
、

北
海
道
は
中
国
や
ア
ジ
ア
各
国
の
人
々
に
と
っ
て
憧
れ
の
地
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
や
観
光
資
源
、

安
全
で
お
い
し
い
食
べ
物
な
ど
、
北
海
道
は
多
く
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

ま
ず
は
、
道
民
自
身
が
そ
の
秘
め
ら
れ
た
魅
力
に
気
づ
く
こ
と
、

そ
し
て
み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
あ
え
ば
、

北
海
道
は
世
界
有
数
の
地
域
へ
と
発
展
で
き
る
、
と
高
橋
知
事
は
語
る
。

一
方
、
大
学
に
と
っ
て
も
蓄
積
さ
れ
た
豊
か
な
資
源
の
見
直
し
は

重
要
な
課
題
で
あ
り
、
推
進
す
べ
き
目
標
で
も
あ
る
。

そ
こ
に
共
通
点
を
見
い
だ
し
た
杉
山
学
長
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
人
材
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
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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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。

高橋はるみ（たかはし・はるみ）

1954年富山県生まれ。1976年一橋大学経済学部卒業後、通商産業省に入

省、1985年大西洋国際問題研究所（在パリ）研究員、1990年中小企業庁

長官官房調査課長、1997年通商産業省貿易局輸入課長、2000年中小企業

庁経営支援部経営支援課長、2001年北海道経済産業局長、2002年経済産

業研修所所長、2003年退官。北海道知事就任（現在２期目）。
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杉
山

国
立
大
学
が
法
人
化
さ
れ
て
６
年
。
国
立
大
学
に
は
、

さ
ら
な
る
活
性
化
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
方
行
政
に
も
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
、

「
元
気
な
北
海
道
！
」
を
つ
く
り
上
げ
る
た
め
に
、
知
事
が
常

日
ご
ろ
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
、
最
初
に
学
生
時
代
の

思
い
出
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
橋

入
学
し
た
１
９
７
２
年
は
、
女
子
学
生
が
増
え
始
め

た
年
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
35
名
く
ら
い
し
か
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
せ
い
か
、
女
子
学
生
同
士
は
と
て
も
仲
が
よ
く
、

み
ん
な
で
誘
い
合
っ
て
学
生
食
堂
に
行
っ
た
も
の
で
す
。
そ

の
中
に
は
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
担
当
）

を
務
め
ら
れ
た
大
田
弘
子
さ
ん
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
卒
業
後

当
時
の
友
人
か
ら
、「
高
橋
は
る
み
は
よ
く
勉
強
し
て
い
た
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
未
だ
に
大

学
を
卒
業
で
き
な
い
と
い
う
夢
を
見
る
の
で
す
。
熱
心
に

通
っ
て
い
た
授
業
と
そ
う
で
は
な
い
授
業
が
あ
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
か
。

高橋はるみ氏
北海道知事

杉山武彦
一橋大学長

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

内なる国際化への対応には、

グローカル・シンキングが欠かせない

×

H
arum

iT
akahashivs

T
akehiko

S
ugiyam

a

大
学
を
卒
業
で
き
な
い
!?

今
で
も
時
折
見
る
怖
い
夢

3



杉
山

大
学
で
学
ん
だ
こ
と
が
、
実
際
の
仕
事
の
場
面
で
活

き
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

高
橋

私
が
北
海
道
と
直
接
的
に
関
わ
っ
た
の
は
、
２
０
０

１
年
に
北
海
道
経
済
産
業
局
長
に
就
任
し
た
時
か
ら
で
す
。
当

時
は
、
橋
本
行
革
で
北
海
道
開
発
庁
が
国
土
交
通
省
の
一
つ
の

局
に
な
っ
て
し
ま
い
、
従
来
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
の
資
金

が
北
海
道
に
投
入
さ
れ
て
い
た
の
と
は
別
の
方
法
で
活
性
化
を

進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
局
長
時
代
に

は
、
ま
ず
北
海
道
を
深
く
知
ろ
う
と
努
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
北
海

道
の
魅
力
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
食
料
自
給
率
２
０
０
％
、
森

林
が
あ
っ
て
水
も
豊
富
、
自
然
環
境
が
す
ば
ら
し
い
な
ど
、
潜

在
力
と
可
能
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
実
感
し
、
北
海
道
に
す
っ
か
り
惚
れ
込
ん
で
し

ま
い
ま
し
た
。
当
時
の
私
の
気
持
ち
は
、「
北
海
道
の
す
ば
ら

し
い
潜
在
力
と
可
能
性
を
磨
き
上
げ
れ
ば
、
全
国
に
、
そ
し
て

世
界
に
打
っ
て
出
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
中
に
は
悲

観
的
な
こ
と
を
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
自
分
で
よ
い
と
思
っ
た

こ
と
に
は
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
迷
い
た
く
な
い
。
そ
し
て
現

実
的
か
つ
具
体
的
な
政
策
へ
と
落
と
し
込
ん
で
い
く
。
こ
の
よ

う
に
発
想
し
、
行
動
で
き
る
そ
の
素
地
は
、
一
橋
大
学
の
ゼ
ミ

で
培
わ
れ
た
も
の
で
す
。

杉
山

す
ば
ら
し
い
話
で
す
ね
。
国
家
公
務
員
と
し
て
組
織

の
一
員
と
な
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
と
き
と
、
知
事
に
な
っ

ト
ッ
プ
と
は
、

た
と
え
ど
ん
な
結
果
で
あ
っ
て
も
、

最
終
的
に
は
、

自
分
が
責
任
を
取
る
覚
悟
が
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

杉
山

講
義
は
と
も
か
く
、
ゼ
ミ
に
は
熱
心
に
出
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。

高
橋

経
済
原
論
の
講
義
を
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
聴
い
て
い

ま
し
た
。
私
と
し
て
は
や
は
り
「
近
代
経
済
学
だ
な
」
と
い
う

気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま
し
た
の
で
、
大
変
な
倍
率
の
中
を
荒
憲

治
郎
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

杉
山

学
生
時
代
に
は
、
Ａ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
ア
イ
セ
ッ
ク
）＊

に
も
所
属
さ
れ
て
い
た
と
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
国
際
的
な
こ

と
に
も
関
心
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

高
橋

国
際
的
な
こ
と
へ
の
関
心
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
他

大
学
の
人
を
含
め
た
人
々
と
の
交
流
に
期
待
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
国
立

く
に
た
ち

は
、
今
と
違
っ
て
も
っ
と
田
舎
で
し
た
か
ら
、

都
心
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
交
流
す
る
の
が

と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

杉
山

一
橋
大
学
で
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

高
橋

一
橋
大
学
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
一
番
印
象

が
強
い
の
は
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
現

象
や
対
象
を
自
分
で
見
て
、
考
え
て
理
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
た
た
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
近
代
経
済

学
に
お
け
る
考
え
方
、
競
争
の
重
要
性
で
す
ね
。
人
間
の
本
質

に
お
い
て
競
争
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
私
自
身
の
考
え
の
柱

の
一
つ
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
時
代
で
す
。

＊AIESEC（アイセック、Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales）

世界最大規模の学生による国際的非営利組織。

主幹事業は海外インターンシップ生の交換事業。
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日
本
一
だ
っ
て
夢
で
は
な
い

北
海
道
の
潜
在
力
に
惚
れ
込
む

ト
ッ
プ
は
最
終
責
任
者

だ
か
ら
こ
そ
自
分
で
決
断
す
る
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て
か
ら
と
で
大
き
く
変
わ
っ
た
部
分
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
す
か
。

高
橋

組
織
の
中
で
仕
事
を
す
る
と
き
は
、
全
体
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
発
想
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
個
人
が
い
か

に
良
い
発
想
を
持
っ
て
い
て
も
、
個
人
の
行
動
力
に
は
限
界
が

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
チ
ー
ム
プ
レ
ー
の
中
で
ど
う
実
現
し

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
組

織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
発
想
が
必
要
で
す
。
潜
在
力
や
可
能
性
に

こ
れ
だ
け
優
れ
て
い
る
の
に
、
今
の
北
海
道
の
厳
し
い
状
況
を

一
人
で
も
多
く
の
道
民
に
お
伝
え
し
、
多
く
の
方
々
に
、
変
え

て
い
こ
う
と
い
う
強
い
意
志
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
先
般
「
米コ
メ

チ
ェ
ン
！
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
い
う
も

の
を
や
り
ま
し
た
。
米
の
生
産
量
で
は
、
北
海
道
は
新
潟
県
と

１
、
２
位
を
争
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
従
来
は
、
道
民
自
身

が
北
海
道
米
を
あ
ま
り
食
べ
て
お
ら
ず
、
道
内
に
お
け
る
北
海

道
米
の
食
率
は
４
割
に
も
満
た
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
新

潟
や
秋
田
な
ど
ほ
か
の
米
ど
こ
ろ
で
は
多
く
の
県
民
が
自
県
の

お
米
を
食
べ
て
い
ま
す
。
道
民
が
自
分
た
ち
の
食
べ
て
い
る
お

米
を
北
海
道
米
に
チ
ェ
ン
ジ
す
る
だ
け
で
、
大
変
な
変
化
で
す
。

関
係
者
を
挙
げ
て
の
努
力
も
あ
っ
て
、
今
で
は
北
海
道
米
の
食

率
は
８
割
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
身
近
な
と
こ

ろ
か
ら
課
題
を
掘
り
起
こ
し
、
道
民
の
意
識
を
変
え
て
い
く
、

そ
う
い
う
こ
と
を
一
つ
一
つ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
強
く
実
感
し
た
の
は
、
自
分
が
最

終
責
任
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
何
が
あ
っ
て
も
自
分
が

責
任
を
取
る
と
い
う
心
構
え
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
あ
る

案
件
で
周
り
が
全
員
Ａ
案
に
反
対
し
て
い
て
も
、
自
分
と
し

て
は
Ａ
案
が
ベ
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
私
は
Ａ
案
を
選
び
ま
す
。

知
事
に
な
っ
た
直
後
は
、
周
り
の
意
見
に
迷
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
本
当
の
主
体
性
を
も
っ
て
責

任
を
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ト
ッ
プ
と
は
、
た
と
え
ど

ん
な
結
果
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
、
自
分
が
責
任
を
取

る
覚
悟
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
判

断
を
信
じ
よ
う
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
学
長
さ
ん
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
。

ト
ッ
プ
に
な
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
覚
悟
も
必
要
だ
し
、
本

当
に
苦
労
も
多
い
の
で
す
が
、
政
治
家
と
し
て
の
喜
び
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
組
織
人
の
と
き
に
は
な
か
っ
た
、
有
権

者
の
声
が
直
接
入
っ
て
く
る
こ
と
で
す
。
女
性
の
声
が
入
っ

て
き
や
す
い
の
は
強
み
で
す
ね
。

杉
山

そ
れ
は
高
橋
知
事
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
入
っ
て
き
や

す
い
よ
う
な
状
況
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

杉
山

こ
の
対
談
の
シ
ョ
ル
ダ
ー
フ
レ
ー
ズ
に
は
、「
世
界

競
争
力
の
あ
る
人
材
と
は
？
」
と
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
む
世
界
に
あ
っ
て
、
今
や
組
織
と
し
て
も
個
人
と
し

て
も
、
競
争
相
手
は
、
国
内
だ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
時

代
に
あ
っ
て
十
分
に
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
、
人
材
に
は

ど
の
よ
う
な
素
養
が
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が

テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
一
橋
大
学
は
、
伝
統
的
に
「
キ
ャ
プ

テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
を
謳
っ
て
き
ま
し
た

が
、
６
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
は
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

と
い
う
表
現
も
使
い
始
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
教
育
と
し

て
は
、
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
や
語
学
、
専
門
領
域
の
ほ
か
に
広

い
教
養
も
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
知

事
と
し
て
は
、
競
争
力
の
あ
る
人
材
と
い
う
と
き
、
ど
の
よ

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
が

渾
然
一
体
と
な
っ
て
き
た
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特
定
の
分
野
で

エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
る
に
は
、

自
分
で
も
の
ご
と
を
考
え
、

自
分
の
力
で

道
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。



り
ま
す
。
付
加
価
値
を
高
め
、
道
内
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
高
め
て
、
豊
か

な
北
海
道
を
築
い
て
い
く
た
め
に
も
、
常
に
新
し
い
発
想
で
考

え
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
挑
戦
す
る
行
動
力
を
有
す
る
人
材
が
今

後
一
層
求
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

杉
山

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
を
機
に
、
北
海
道
で
行
っ
た
Ｇ
８

大
学
サ
ミ
ッ
ト
に
は
14
か
国
35
大
学
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
北
海
道
の
い
い
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
大
学
は
今
、
社
会
貢
献
と
社
会
連
携
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
北
海
道
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

高
橋

道
内
に
は
７
つ
の
国
立
大
学
と
多
く
の
私
立
大
学
が

あ
り
ま
す
。
期
待
し
た
い
の
は
観
光
分
野
を
学
問
的
に
究
め
て
、

実
学
に
活
か
す
こ
と
で
す
。
北
海
道
大
学
に
は
観
光
学
高
等
研

究
セ
ン
タ
ー
（
石
森
秀
三
セ
ン
タ
ー
長
）
が
あ
り
ま
す
が
、
実

践
的
に
さ
ら
に
付
加
価
値
を
高
め
て
い
く
意
味
で
も
、
道
内
の

大
学
に
は
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

杉
山

母
校
で
あ
る
一
橋
大
学
に
期
待
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

高
橋

一
つ
は
語
学
で
す
ね
。
サ
ミ
ッ
ト
の
と
き
に
Ｇ
８
の
首

脳
と
一
緒
に
記
念
植
樹
を
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
５
分
間
ス
ピ

ー
チ
の
時
間
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
急
な
こ
と
だ
っ
た
た

め
、
言
い
た
い
こ
と
の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
ゃ
れ

た
フ
レ
ー
ズ
の
一
つ
も
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
…
…
。
そ
こ

で
、
一
橋
大
学
で
は
、
ぜ
ひ
実
用
的
な
英
語
が
身
に
つ
く
よ
う

指
導
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

自
分
で
考
え
る
こ
と
を

積
み
重
ね
て
い
か
な
い
と

実
社
会
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

う
な
こ
と
を
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

高
橋

国
際
競
争
力
の
あ
る
人
材
と
い
う
と
日
本
か
ら
海
外

に
出
て
活
躍
す
る
人
材
の
こ
と
を
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に
田
舎
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
世
界
同
時
不
況
な

ど
が
、
海
の
向
こ
う
の
話
と
思
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
影
響
で
、

最
近
、
地
元
の
洞
爺
湖
温
泉
の
お
客
が
減
っ
て
い
ま
す
。
現
代

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
グ
ロ
ー
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
が
で
き
る
人

材
が
、
国
際
競
争
力
の
あ
る
人
材
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
北

海
道
内
に
、
こ
う
し
た
発
想
が
で
き
る
人
が
一
人
で
も
多
く
な

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

一
昨
年
の
北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
に
は
中
国
の
胡
錦
濤

国
家
主
席
も
お
見
え
に
な
り
、
こ
の
た
び
中
国
か
ら
の
観
光

客
に
対
す
る
ビ
ザ
発
給
条
件
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
２
０
０
９
年
の
２
月
に
は
北
海
道
を
舞
台
に
し
た
中

国
映
画
『
非
誠
勿
擾

フ
ェ
イ
チ
ェ
ン
ウ
ー
ラ
オ』

が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
中
国
の
皆

様
に
と
っ
て
今
や
北
海
道
は
憧
れ
の
存
在
で
、
中
国
か
ら
の
観

光
客
数
は
爆
発
的
に
増
え
て
い
ま
す
。
北
京
を
訪
れ
た
際
、
中

国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
主
席
賈
慶
林

チ
ア
チ
ン
リ
ン

氏
と
話
を

し
ま
し
た
が
、
中
国
に
は
北
海
道
に
関
す
る
ク
イ
ズ
ま
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
う
し
た
環
境
の
変
化
に
あ
っ
て
は
、

旧
来
型
の
対
応
で
は
当
然
不
十
分
で
す
。
地
域
に
立
脚
し
つ

つ
、
国
際
的
な
視
野
を
も
っ
て
発
想
し
、
も
の
ご
と
を
考
え
る

こ
と
の
で
き
る
人
材
が
必
要
な
の
で
す
。

杉
山

す
ば
ら
し
い
環
境
、
お
い
し
い
食
事
…
…
北
海
道
の

も
つ
そ
の
よ
う
な
価
値
を
最
大
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
新
し

い
タ
イ
プ
の
人
材
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

高
橋

そ
う
な
ん
で
す
。
北
海
道
に
は
潜
在
力
は
大
い
に
あ

Harumi Takahashi vs Takehiko Sugiyama

大
学
に
期
待
し
た
い

「
使
え
る
英
語
」
と
「
自
分
で
考
え
る
力
」
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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？

た
。
私
が
望
ん
だ
の
は
、
知
っ
て
い
る
と
か
知
ら
な
い
と
か
で

は
な
く
、
学
生
が
自
分
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仮
に
知

ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
知
識
を
総
動
員

し
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
自
分
で
考
え
る
こ

と
を
積
み
重
ね
て
い
か
な
い
と
実
社
会
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の

こ
と
は
高
橋
知
事
の
経
験
と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

高
橋

「
自
分
で
考
え
る
」
と
い
う
指
導
が
脈
々
と
続
い
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
心
強
い
で
す
ね
。

杉
山

最
後
に
、
学
生
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
ア
ド
バ
イ

ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

高
橋

国
立
大
学
ら
し
か
ら
ぬ
自
由
闊
達
さ
と
実
学
重
視
の

姿
勢
、
動
い
て
い
る
世
の
中
に
対
す
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方

を
若
い
こ
ろ
か
ら
身
に
つ
け
ら
れ
る
…
…
こ
れ
が
一
橋
大
学
の

魅
力
で
あ
り
、
こ
う
し
た
環
境
で
学
べ
る
こ
と
の
幸
せ
を
感
じ

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
払
っ
た
授
業
料
分
は
き
っ
ち
り
と

先
生
方
か
ら
吸
収
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
笑
）。
学
生
数
が

少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
一
橋
ブ
ラ
ン
ド
に
は
希
少
価
値
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
北
海
道
の
同
窓
会
組
織
で
あ
る
北
海
道
如
水

会
も
、
会
員
は
少
な
い
で
す
が
結
束
力
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
。

一
橋
大
学
で
学
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
、
社
会
は
「
あ
あ
、
そ
う

な
ん
だ
」
と
予
断
を
持
っ
て
見
て
も
ら
え
ま
す
。
注
目
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
能
力
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
北
海
道
同
様
に
、
み
な
さ
ん
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
す

ば
ら
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ガ
ン
バ
レ
！
一
橋
生
! !

杉
山

あ
た
た
か
い
エ
ー
ル
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

杉
山

今
年
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
英
語
で
履
修
で
き

る
授
業
を
増
や
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
留
学
生
向
け
に
提

供
し
て
い
た
英
語
に
よ
る
授
業
群
の
科
目
数
を
さ
ら
に
増
や

し
て
一
般
の
学
生
に
も
開
放
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
度
か

ら
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
カ
ウ
ン
シ
ル
と
契
約
し
て
、
学
生
の

英
語
力
を
伸
ば
す
た
め
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る

授
業
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
将
来

的
に
は
、
海
外
留
学
を
卒
業
要
件
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
プ

ラ
ン
も
構
想
中
で
す
。

高
橋

語
学
は
頭
が
柔
ら
か
い
若
い
う
ち
に
た
た
き
込
ん

で
、
反
復
訓
練
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
で
き
る

こ
と
な
ら
社
会
人
向
け
に
実
学
英
語
の
講
座
も
開
い
て
ほ
し

い
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
で
す
。
私
は
、
自
分
で

考
え
る
こ
と
を
一
橋
の
先
生
に
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。
例
え

ば
、
１
年
次
に
学
ぶ
デ
ィ
マ
ン
ド
・
カ
ー
ブ
（
需
要
曲
線
）
と

サ
プ
ラ
イ
・
カ
ー
ブ
（
供
給
曲
線
）。「
ど
ち
ら
が
右
上
が
り
か
、

考
え
た
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
、
確
か
に
価
格
が
上

が
れ
ば
消
費
者
は
買
わ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
純
な
例
で

す
が
、
自
分
で
考
え
、
自
分
が
納
得
し
た
も
の
で
な
い
と
、
自

分
で
発
信
は
で
き
ま
せ
ん
。
特
定
の
分
野
で
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に

な
る
に
は
、
自
分
で
も
の
ご
と
を
考
え
、
自
分
の
力
で
道
を
切

り
開
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

杉
山

以
前
に
、
授
業
を
担
当
し
て
い
た
と
き
に
気
に
な
っ
た

の
は
、
質
問
を
し
て
も
す
ぐ
に
「
わ
か
り
ま
せ

ん
」
と
答
え
て
し
ま
う
学
生
の
多
い
こ
と
で
し

H
arum
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S
ugiyam

a
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進

化

す

る

大

学

新しい国際研究拠点・第3研究館

ゲストハウス群を整備

一橋大学消費生活協同組合設立100周年
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21
世
紀
を
目
前
に
し
た
１
９
９
９
年
６
月
に
開

催
さ
れ
た
ケ
ル
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
で
、「
ケ
ル
ン
憲

章
―
生
涯
学
習
の
目
的
と
希
望
―
」
が
採
択
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
経
済
や
社
会

は
ま
す
ま
す
知
識
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
教
育
と
技
能
は
、
経
済
的
成
功
、
社
会
に
お

け
る
責
任
、
社
会
的
一
体
感
を
実
現
す
る
上
で
不

可
欠
で
あ
る
」「
来
世
紀
は
柔
軟
性
と
変
化
の
世

紀
と
定
義
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
流
動

性
へ
の
要
請
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
高
ま
る
だ
ろ

う
」「
将
来
に
は
、
流
動
性
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、

教
育
と
生
涯
学
習
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
で
す
（
外
務
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
）。

こ
の
憲
章
が
予
言
し
た
と
お
り
、
国
際
的
な
流

動
性
は
高
ま
り
、
学
生
や
研
究
者
の
国
際
交
流
は

ま
す
ま
す
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
は

増
し
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
文
部
科
学
省
は
、（
１
）
優
秀
な
人
材

を
自
国
に
惹
き
つ
け
る
こ
と
、（
２
）
国
際
的
に

活
躍
で
き
る
自
国
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
、（
３
）

国
際
的
な
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
参
画
す
る
こ

と
、（
４
）
特
定
地
域
と
の
重
点
的
な
連
携
を
行

う
こ
と
、（
５
）
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ
と

（「
高
等
教
育
の
国
際
化
に
関
す
る
課
題
の
整
理
及

び
今
後
の
検
討
の
進
め
方
」
よ
り
）
を
目
標
と
し

て
、
わ
が
国
の
高
等
教
育
機
関
の
国
際
競
争
力
の

強
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

社
会
科
学
分
野
に
お
け
る
研
究
ス
タ
イ
ル
も
、

個
人
中
心
型
か
ら
国
際
的
な
人
的
交
流
を
含
め
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
が
主
流
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
環
境
下
に
あ
っ
て
一
橋
大
学
で
は
、

21
世
紀
に
求
め
ら
れ
る
先
端
社
会
科
学
の
研
究
教

育
の
世
界
的
拠
点
と
し
て
、
日
本
、
ア
ジ
ア
及
び

世
界
に
共
通
す
る
重
要
課
題
を
理
論
的
・
実
践
的

に
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

（
ａ
）
新
し
い
社
会
科
学
の
探
求
と
創
造

（
ｂ
）
国
内
・
国
際
社
会
へ
の
知
的
・
実
践
的
貢
献

（
ｃ
）
構
想
力
あ
る
専
門
人
・
理
性
あ
る
革
新
者
・

指
導
力
あ
る
政
治
経
済
人
の
育
成

（
国
際
化
推
進
本
部
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
よ
り
）

の
３
つ
を
使
命
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
実

現
に
向
け
て
、
一
橋
大
学
の
「
知
の
総
力
を
結
集

し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
略
）

を
構
築
」
し
、
外
国
人
研
究
者
や
留
学
生
が
あ
ふ

れ
、
国
際
的
な
マ
イ
ン
ド
が
醸
成
さ
れ
る
「
キ
ャ

ン
パ
ス
の
国
際
化
」
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
研
究
環
境
と
グ
ロ
ー

バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
は
、
研
究
を

担
う
優
秀
な
研
究
者
の
獲
得
が
不
可
欠
で
す
。

一
橋
大
学
を
来
訪
し
た
研
究
者
を
中
心
と
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
こ
れ
ま
で
構
築
し
て
き
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
は
、
教
育
、
研

社会科学の国際研究拠点にふさわしい環境整備進む

第3研究館と国立
く に た ち

国際ゲストハウスが完成

新
し
い
国
際
研
究
拠
点
・
第
3
研
究
館

流
動
性
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
？
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究
面
で
の
国
際
化
を
促
進
す
る
上
で
大
い
に
効

果
的
で
す
。
人
材
の
国
際
的
な
流
動
性
が
高
ま

っ
て
い
る
現
在
で
は
、
優
秀
な
人
材
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
世
界
規
模
で
注
目
が
集
ま
り
ま
す
。

そ
こ
で
計
画
さ
れ
た
の
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

研
究
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
得
る
、
研
究
に
特
化

し
た
第
３
研
究
館
の
建
設
で
す
。

国
立
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、
登
録
有
形
文
化
財

の
兼
松
講
堂
は
じ
め
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
歴

史
的
建
築
物
が
い
く
つ
も
存
在
し
ま
す
。
ま
ず

第
３
研
究
館
を
建
て
る
に
あ
た
り
留
意
し
た
こ

と
は
、
外
観
は
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
と
の
調
和
が

と
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
４
階
建
て
、
床
面

積
約
２
２
６
６
平
方

メ
ー
ト
ル
、
重
厚
な

が
ら
緑
あ
ふ
れ
る
国

立
キ
ャ
ン
パ
ス
に
す

ん
な
り
と
け
込
め
る

格
調
高
い
造
り
と
な

り
ま
し
た
。

当
初
は
、
５
階
建

て
の
フ
ラ
ッ
ト
な
建

物
に
す
る
構
想
や
、

総
ガ
ラ
ス
張
り
と
い
っ
た
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
に

し
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

研
究
を
中
心
と
し
た
建
物
だ
け
に
、
外
観
は
ほ

か
の
建
物
と
調
和
し
た
落
ち
着
い
た
た
た
ず
ま

い
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
で
す
。

第
３
研
究
館
建
設
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
整
理
す

進化する大学 

多目的室

エントランス

研究会議室

コンファレンスルーム

第3研究館：外観



る
と
、（
１
）
研
究
を
中
心
と
す
る
建

物
、（
２
）
周
り
の
建
物
と
調
和
す
る

建
築
様
式
（
外
観
）、（
３
）
内
部
の
研

究
環
境
の
質
の
よ
さ
、
の
３
つ
に
な
り

ま
す
。

し
た
が
っ
て
内
部
は
、
海
外
か
ら
の

長
期
、
短
期
の
研
究
者
が
落
ち
着
い
て

研
究
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
づ
く
り
を
基
本
と
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
若
手
研
究
者
が
よ
い
環
境
の
中

で
研
究
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
と
い
う
狙
い
も

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
研
究
室
の

ほ
か
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
受
け
皿
と
な
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
ル
ー
ム
や
研
究
会
議
室
、
多
目
的
室
を
配

置
し
、
グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
な
ど
へ
の
対
応
も
考
慮
し
て
い
ま
す
。

研
究
室
や
廊
下
境
の
間
仕
切
壁
の
遮
断
性
を
高

め
、
落
ち
着
い
て
研
究
で
き
る
工
夫
を
し
て
い
る

ほ
か
、
福
祉
対
応
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
オ
ス
ト
メ
イ

ト
対
応
の
多
目
的
ト
イ
レ
を
設
置
す
る
な
ど
、
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
情

報
管
理
、
危
機
管
理
と
い
っ
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面

で
も
十
分
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
利
便
性
と
い
い
機

能
性
と
い
い
、
グ
ル
ー
プ
研
究
に
最
適
な
空
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
で
は
、
留
学
生
以
外
に
も
対
象
を
広

げ
た
全
学
オ
ー
プ
ン
ス
タ
イ
ル
の
英
語
に
よ
る
授

業
科
目
群
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
「
キ
ャ

ン
パ
ス
の
国
際
化
」
を
積
極
的
に
進
め
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。

国
際
化
を
推
進
す
る
上
で
、
留
学
生
や
外
国

人
研
究
者
用
の
住
環
境
整
備
は
、
非
常
に
重
要

な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
も
、
小
平

キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
国
際
学
生
宿
舎
及
び
小
平

国
際
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
て
、
留
学
生
及
び
外
国
人

研
究
者
約
４
５
０
人
が
日
本
人
学
生
約
３
５
０
人

と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
各

種
交
流
事
業
や
お
祭
り
、
イ
ベ
ン
ト
の
共
同
開

催
、
日
本
文
化
を
学
ぶ
講
座
な
ど
、
地
域
と
連

携
し
た
交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
国
立
キ

ャ
ン
パ
ス
に
は
、
外
国
人
研
究
者
専
用
の
住
宅

も
完
備
し
て
い
ま
す
。

加
え
て
２
０
１
０
年
４
月
に
は
、
国
立
キ
ャ
ン

パ
ス
近
く
の
国
立
市
東
４
丁
目
に
国
立
国
際
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
を
建
設
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
際
化

が
活
性
化
す
る
中
で
、
海
外
か
ら
招
聘
す
る
研
究

者
の
数
も
年
々
増
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
第
３
研

究
館
の
計
画
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
近
で
は
来

日
す
る
研
究
者
の
滞
在
形
態
が
変
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。
客
員
教
授
の
滞
在
期
間
は
通
常
１
年

間
で
す
が
、
短
期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
来
日
す
る

2009年３月に環境配慮型プロポーザルにて取り組みました第３研究

館は、歴史的な趣のキャンパスに融合

する外観デザインとして周囲との調和

を図りました。エントランスホールや

会議室などの内部は豊かな環境を創造

する空間デザインにより、研究者や学

生などの利用者にアカデミックな環境

の中で快適に研究活動に勤しんでいた

だける建築を目指しました。

一級建築士　小川直樹氏

第3研究館
意匠設計者のコメント

進化する大学 ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
群
を
整
備

第3研究館：多目的室
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海
外
研
修
、
留
学
、
調
査
研
究
、
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
海
外
出
張
…
…
国
際
化
の
進
展

に
は
、
危
険
や
リ
ス
ク
も
と
も
な
っ
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
一
橋
大

学
で
は
、
海
外
で
活
動
す
る
学
生
や
教
職
員
を

安
全
対
策
面
と
法
的
側
面
の
両
面
か
ら
サ
ポ
ー

ト
し
、
教
育
研
究
の
交
流
活
動
で
想
定
さ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
や
危
機
的
な
状
況
へ
の
対

応
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
自
然
災
害

へ
の
対
応
や
異
文
化
適
応
、
個
人
情
報
・
知
的

財
産
権
の
管
理
な
ど
、
危
機
管
理
体
制
を
整
備

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
面

で
は
、
リ
ス
ク
対
応
型
の
発
想
で
、
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
国
際
化
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
新
た
な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
完
成
で
、
国
立

に
３
か
所
、
小
平
に
１
か
所
の
外
国
人
研
究
者
用

住
宅
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
お
隣
の
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
の
大

学
に
外
国
人
研
究
者
用
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
整
備

さ
れ
て
お
り
、
宿
舎
は
か
な
り
充

実
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
メ
リ

カ
で
も
、
郊
外
型
の
大
学
は
キ
ャ

ン
パ
ス
内
に
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
擁

し
て
い
ま
す
。
新
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

の
開
設
に
よ
り
、
一
橋
大
学
の
宿

泊
環
境
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
肩
を
並
べ
た
と
い
え
る

も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

国
立
国
際
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
、
国
立
の
静
か

な
住
宅
街
の
一
角
に
位
置
す
る
だ
け
に
、
周
囲

と
融
合
す
る
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
住
環
境
と
し
て
も
高
品
質
な

快
適
性
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
延
べ
床
面
積
約

８
７
３
平
方
メ
ー
ト
ル
。
約
20

〜
24
平
方
メ
ー
ト
ル
の
単
身
室

８
戸
、
約
41
〜
48
平
方
メ
ー
ト

ル
の
夫
婦
室
３
戸
、
約
64
平
方

メ
ー
ト
ル
の
家
族
室
４
戸
を
整

備
。
各
戸
に
は
家
具
、
エ
ア
コ

ン
、
風
呂
、
住
宅
家
電
、
固
定

電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

が
備
え
付
け
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
家
族
構
成
に
対
応
し
た
造
り

外国人研究者等宿舎は世界各国か

ら集まった研究者が研究プロジ

ェクト単位で滞在するために設計された

施設です。

計画地は文教地区に指定されており周

囲には多くの学校施設があり、閑静な町並

みは住環境としても良好な印象を与えて

おります。本デザインは周囲の環境との調

和を考慮し、シンプルにまとめ高さを抑え

た景観を阻害しない計画としました。

一級建築士　梅澤裕介氏

国立国際ゲストハウス
意匠設計者のコメント

進
展
す
る
国
際
化
に
向
け
て
の
体
制
づ
く
り

単身者向け居室 既婚者向け居室

ファミリー向け居室

国立国際ゲストハウス：外観

エントランス
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「
我
校
に
は
未
だ
寄
宿
舎
等
の
設
備
な
き
を
以
て
、
在

校
生
会
合
し
て
互
に
胸
襟
を
開
く
の
機
会
な
く
、
数
百
の

学
生
々
徒
は
、
朝
に
は
教
室
に
集
ま
り
、
夕
に
は
四
方
に

散
じ
、
各
自
の
間
何
等
意
思
の
疎
通
な
く
、
数
年
の
間
、

校
を
共
に
し
級
を
倶
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遇
々
路

傍
に
会
す
る
も
互
に
語
る
な
く
又
礼
す
る
な
く
、
甚
し
き

に
至
り
て
は
、
其
名
を
聞
く
も
其
人
を
知
ら
ず
、
其
人
を

見
る
も
其
名
を
知
ら
ず
し
て
、
卒
業
す
る
に
至
る
」（『
一

橋
会
雑
誌
』
第
１
号
）

こ
の
一
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
一
橋
大
学

（
東
京
高
等
商
業
学
校
）
で
は
、
学
生
に
よ
る
自
治
組
織

が
な
く
、
そ
の
た
め
に
学
生
間
交
流
が
希
薄
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
大
学
昇
格
を
熱
望
す
る
中
、
学
園
の
現
状
に
危
機

感
を
持
っ
た
学
生
た
ち
は
、
１
９
０
２
年
、
学
生
連
合
の

結
成
を
決
議
し
ま
し
た
。
運
動
部
（
ボ
ー
ト
、
弓
術
、
撃

剣
、
柔
術
）、
学
芸
部
（
英
語
、
研
究
、
編
纂
）
の
２
団

体
を
構
成
員
と
し
、「
一
橋
会
」
が
船
出
を
し
た
の
で
す
。

や
が
て
「
一
橋
会
」
は
活
性
化
し
、
学
生
に
よ
る
活
動
団

体
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
活
動

費
が
不
足
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
会
費
が
上
が
り
、
ひ
い

て
は
会
員
数
の
減
少
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
き
た
の
で

す
。
そ
こ
で
「
一
橋
会
」
の
活
動
費
を
新
た
に
確
保
す
る

必
要
が
生
じ
、
か
ね
て
学
校
側
か
ら
勧
め
ら
れ
て
い
た

「
消
費
組
合
」
設
立
の
機
運
が
学
生
間
に
も
高
ま
り
、
１

９
１
０
年
度
の
第
一
学
期
始
業
式
を
目
前
に
し
た
９
月
９

日
に
「
一
橋
消
費
組
合
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、

同
月
22
日
の
「
一
橋
会
総
会
」
で
「
一
橋
会
」
の
附
属
組

織
と
な
っ
た
の
で
す
。

「
消
費
組
合
」
と
は
１
８
２
０
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
バ

ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
が
、
労
働
者
を
貧
困
か
ら
救
済
す
る

手
段
と
し
て
発
案
し
た
、
経
済
活
動
の
し
く
み
で
す
。

そ
の
後
オ
ウ
エ
ン
の
「
協
同
組
合
思
想
」
は
、
１
８
４
０

年
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
綿
紡
地
帯
ロ
ッ
チ

デ
ー
ル
に
て
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
公
正
先
駆
者
組
合
と
し
て

発
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
の
成

功
は
、
世
界
中
の
評
判
と
な
り
、
日
本
か
ら
も
多
く
の

研
究
者
が
か
の
地
を
視
察
し
、
新
し
い
経
済
活
動
の
方

法
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
消
費
組
合
思
想
を
日
本
に
紹
介

し
た
の
で
す
。
一
橋
大
学
に
お
い
て
も
、
上
田
貞
次
郎

教
授
が
オ
ウ
エ
ン
や
協
同
組
合
に
関
す
る
論
考
を
多
数

発
表
し
、
上
田
の
指
導
を
受
け
た
緒
方
清
教
授
は
、
イ

ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
消
費
組
合
研
究
に
精
力
的
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。（
平
成
17
年
度
一
橋
大
学
附
属
図
書

館
企
画
展
示
・
オ
ウ
エ
ン
か
ら
一
橋
へ：

消
費
組
合
の

設
立
と
展
開

h
ttp
://w

w
w
.lib
.h
it-u
.ac.jp

/serv
-

ice/tenji/ow
en/co-op-jp.htm

l

）

一
方
、
福
田
徳
三
教
授
は
、「
消
費
組
合
」
を
学
生
が

実
践
す
る
格
好
の
最
新
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
と
ら
え
、

設
立
の
必
要
を
訴
え
て
い
ま
す
。「
特
に
我
学
校
に
学
生

た
る
諸
君
は
、
異
日
我
邦
経
済
上
の
枢
機
を
握
る
可
き

も
の
な
る
を
以
て
、
今
日
よ
り
現
在
に
於
け
る
最
も
進

歩
せ
る
経
済
組
織
の
団
結
、
共
同
的
の
経
済
行
為
に
向

て
専
ら
修
養
を
積
ま
る
る
は
、
予
の
最
も
切
望
す
る
所

進化する大学 

大
学
創
立
1
3
5
周
年
、
国
立
移
転
80
周
年
、
三
商
大
ゼ
ミ
60
周
年
、
三
商
大
戦
50
周
年
。

そ
し
て
、一
橋
大
学
消
費
生
活
協
同
組
合
も

設
立
1
0
0
周
年
を
迎
え
ま
し
た

１
９
０
３
年
の
一
橋
会
発
会
式
に
て
福
田
徳
三
教
授
が
消
費
組
合
設
置
の
必
要
を
訴
え
て
か
ら
７
年
後
の
１
９
１
０
年
、

一
橋
大
学
（
東
京
高
等
商
業
学
校
）
内
に
消
費
組
合
が
正
式
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
０
年
に
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
、「
一
橋
消
費
組
合
」
を
前
身
と
す
る
一
橋
大
学
消
費
生
活
協
同
組
合
の
歴
史
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。

大
学
昇
格
に
向
け
て

学
生
生
活
の
充
実
を
求
め
て

一
橋
会
が
発
足
す
る

最
新
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

学
生
が
疑
似
体
験
す
る
場

東京商科大学時代の様子。1923年より独
立会計での運営を始めるが、事業を軌道
に乗せるのは容易なことではなかった。
写真：『東京商科大学卒業記念写真帖』
（1930年）より転載
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な
り
。
彼
の
瑞
西
の
如
き
は
、
国
内
到
る
処
、
商
業
学

校
学
生
の
経
営
に
成
れ
る
消
費
組
合
を
見
ざ
る
な
し
」

（『
一
橋
会
雑
誌
』
第
１
号
）

こ
う
し
て
１
９
１
０
年
に
設
立
さ
れ
た
一
橋
大
学
の

「
消
費
組
合
」
は
、
学
長
を
会
長
と
し
、
学
生
が
主
体
的

に
組
織
す
る
自
治
体
、『
一
橋
会
』
の
財
源
確
保
の
た
め

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
１
０
０
年
の
歩
み

は
、
け
っ
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

１
９
２
３
年
に
は
一
橋
会
の
会
計
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も

の
の
、
業
績
不
振
の
問
題
や
社
会
情
勢
の
変
化
か
ら
組

織
解
体
の
危
機
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、「
一

橋
大
学
消
費
生
活
協
同
組
合
」
へ
改
称
し
、
教
職
員
と

学
生
を
組
合
員
と
す
る
生
活
協
同
組
合
定
款
を
定
め
ま

し
た
。
１
９
５
７
年
に
は
法
人
格
を
取
得
し
、
現
在
に

至
り
ま
す
。

こ
こ
で
明
治
期
の
「
消
費
組
合
」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
興
味
深
い
の
は
、

学
生
が
中
心
と
な
っ
て
経
営
を
行
う
組
合
が
、
日
々
の
業

務
に
携
わ
る
専
任
の
職
員
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

１
９
１
２
年
発
行
の
『
一
橋
会
雑
誌
』
第
79
号
に
は
、

当
時
の
職
員
の
様
子
が
う
か
が
え
る
投
書
が
あ
り
ま
す
。

「
吾
人
が
第
一
に
不
快
に
感
ず
る
の
は
小
僧
＊
１

教
練
の
甚

だ
不
充
分
な
点
だ
。
場
内
に
入
っ
て
も
小
僧
は
隅
の
方

に
居
て
見
向
き
も
し
な
い
」。
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
か

ら
で
し
ょ
う
か
、
職
員
の
教
育
に
ま
で
は
ま
だ
ま
だ
手
が

回
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
一
橋
会
雑
誌
に
投
書

内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
か
ら
「
消
費

組
合
」
に
は
、
消
費
者
の
声
を
吸
い
上
げ
経
営
に
活
か
そ

う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
ま
す
。
ま
た
、「
消
費
組
合
」

は
、
大
学
の
有
事

の
際
や
時
代
の
混

乱
期
に
活
躍
し
て

い
る
と
い
う
記
録

も
残
っ
て
い
ま

す
。
１
９
３
１
年

に
起
こ
っ
た
籠
城

事
件
＊
２
の
際
に
、

会
計
部
に
所
属

す
る
一
橋
消
費

組
合
食
堂
部
が

中
心
と
な
り
、

籠
城
の
た
め
の
食
事
寝
具
等
の
兵
站
業
務
を
担
当
し
て
い

ま
す
。（
依
光
良
馨
『
大
学
昇
格
と
籠
城
事
件
』
／
如
水

会
刊
）
ま
た
戦
後
の
食
糧
難
の
際
に
は
、
い
ち
早
く
消
費

組
合
活
動
を
再
開
し
た
と
い
う
記
事
が
一
橋
新
聞
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
平
成
17
年
度
一
橋
大
学
附
属
図

書
館
企
画
展
示
・
オ
ウ
エ
ン
か
ら
一
橋
へ：

消
費
組
合

の
設
立
と
展
開

http://w
w
w
.lib.hit-u.ac.jp/serv-

ice/tenji/ow
en/co-op-jp.htm

l

）

「
消
費
組
合
」
が
設
立
さ
れ
た
当
初
、
組
合
の
主
機
能

は
衣
類
や
文
具
、
雑
貨
な
ど
学
生
が
必
要
と
す
る
物
品
の

販
売
で
し
た
。
21
世
紀
を
迎
え
、
私
た
ち
の
消
費
行
動
は

１
０
０
年
前
に
比
べ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
世
の

中
は
モ
ノ
で
溢
れ
、
商
品
の
多
様
化
が
進
ん
で
お
り
、
学

生
に
と
っ
て
の
「
必
要
」
も
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
一
橋
大
学
消
費
生
活
協
同
組
合
で
も
、
広
が
る
学

生
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
物
販
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
中
に

は
収
益
金
の
一
部
を
国
内
外
で
研
究
発
表
を
行
う
大
学
院

生
の
渡
航
費
に
充
当
す
る
、
学
部
生
の
奨
学
金
に
活
用
す

る
な
ど
、
学
生
支
援
に
も
広
く
貢
献
し
て
い
る
の
で
す
。

学
生
活
動
の
財
源
を
確
保
す
る
と
い
う
１
０
０
年
前
に
設

定
さ
れ
た
目
的
が
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
一
橋
大
学
消
費
生
活
協
同
組
合
の
活
動
を
支

え
て
い
る
の
が
、
教
員
、
職
員
と
学
生
が
一
体
と
な
り
運

営
す
る
理
事
会
で
す
。
現
在
の
理
事
会
は
総
数
19
名
で

構
成
さ
れ
、
１
名
の
専
門
職
員
を
除
く
全
員
が
教
職
員
、

学
部
生
、
大
学
院
生
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
月
に
一
度
の
定
例
理
事
会
を
開

催
し
、
組
合
員
か
ら
の
要
望
や
事
業
計

画
に
つ
い
て
、
立
場
や
年
齢
を
超
え
て

自
由
に
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
ま
す
。

理
事
会
と
は
つ
ま
り
、
消
費
者
ニ
ー
ズ

を
吸
収
す
る
場
で
あ
り
、
経
営
の
課
題

を
解
決
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る

の
で
す
。
現
在
全
国
に
は
、
２
０
０
を

超
え
る
大
学
生
協
が
あ
り
、
全
て
が
独

立
し
た
組
織
と
し
て
同
様
の
形
態
で
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
、
経
営
状

態
が
順
調
と
は
い
え
な
い
組
合
も
あ
る

そ
う
で
す
が
、
事
業
成
功
の
カ
ギ
は
理

事
会
の
生
協
に
対
す
る
強
力
な
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
が
握
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

＊
２

籠
城
事
件
（
１
９
３
１
年
）
／
東
京
高
等
商
業
学
校
は
１
９
２
０
年
に
大

学
に
昇
格
し
、
東
京
商
科
大
学
（
現
一
橋
大
学
）
と
な
り
ま
す
。
大
学
昇
格
当

時
の
東
京
商
科
大
学
は
大
学
本
科
に
加
え
、
予
科
、
専
門
部
、
教
員
養
成
所
を

有
す
る
大
学
で
し
た
。
し
か
し
１
９
３
１
年
、
政
府
は
緊
縮
財
政
の
一
環
と
し

て
、
予
科
と
専
門
部
、
養
成
所
廃
止
を
企
図
す
る
方
針
を
発
表
し
ま
し
た
。
籠

城
事
件
と
は
、
政
府
の
こ
う
し
た
方
針
に
反
発
し
た
学
生
が
大
学
内
に
籠
城
し
、

抗
議
を
行
っ
た
事
件
で
す
。

＊
１

歴
史
的
な
表
現
で
あ
る
た
め
、
引
用
元
の
ま
ま
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も

独
立
組
織
と
し
て
歩
む

教
員
、
職
員
、
学
生
が
議
論
を
重
ね
、

必
要
と
さ
れ
る
生
協
の
姿
を
模
索
す
る

籠城事件の際、学生は統制の利いた組織だった抗議活動を展開
した。「一橋消費組合」は兵站部門で貢献した。
写真：『籠城事件写真帖』（1961年）より転載

定例理事会では、一橋ならではの事情に沿った施策、
一橋らしさを活かした商品・サービスを検討していく。
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Masayoshi Matsunaga

chat in the den

研 究 室 訪 問

大
学
で
は
学
園
紛
争
、
中
国
で
は
文
化
大

革
命
の
最
中
で
あ
る
１
９
６
８
年
に
中
国
語

中
国
文
学
科
に
入
学
し
ま
し
た
。
中
国
に
つ

い
て
考
え
る
に
は
日
本
と
の
関
係
を
抜
き
に

は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
い
く

に
は
侵
略
の
原
点
で
あ
る
台
湾
統
治
に
つ
い

て
も
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
思
っ
て

い
る
と
き
に
、
戴
國
　
さ
ん
に
出
会
っ
て
、

台
湾
研
究
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
台
湾
で
民
主
化
運
動

が
活
発
に
な
っ
て
き
た
時
期
で
し
た
。
こ
う

し
て
関
心
が
民
主
化
運
動
に
移
っ
て
い
き
、

自
然
と
関
連
性
が
深
い
台
湾
の
現
代
文
学
に

興
味
を
持
ち
始
め
た
わ
け
で
す
。

不
思
議
な
こ
と
に
当
時
、
と
り
わ
け
中
国
研

究
者
に
と
っ
て
台
湾
研
究
は
タ
ブ
ー
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
80
年
代
以
降
ア
ジ
ア

に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
89
年
の
天
安
門

事
件
で
の
大
陸
中
国
に
対
す
る
幻
滅
感
、
台

湾
の
民
主
化
運
動
に
対
す
る
関
心
な
ど
か
ら
、

次
第
に
台
湾
研
究
者
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

70
年
代
の
台
湾
研
究
は
、
国
民
党
研
究
と

ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
し
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
の

民
衆
が
何
を
考
え
て
い
る
か
と
い
っ
た
視
点

が
欠
如
し
て
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

民
主
化
運
動
の
進
展
が
、
研
究
者
を
引
き
付

け
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ち
な
み

に
、
80
年
代
に
私
た
ち
が
台
湾
小
説
を
翻
訳

す
る
ま
で
、
台
湾
小
説
は
ほ
と
ん
ど
日
本
に

入
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
般
的
に
は
、
台
湾
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
と
い

っ
た
映
画
の
文
脈
で
知
ら
れ
て
い
た
程
度
で

す
。
そ
れ
も
作
家
・
映
画
研
究
家
の
田
村
志

津
枝
氏
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
マ
ニ
ア
向
け

の
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
90
年
代
に
な
っ

て
、『
悲
情
城
市

ひ
じ
ょ
う
じ
ょ
う
し

』
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
国
民
党
政
府
に
よ
る
「
台
湾
大
虐

殺
」
２
・
２
８
事
件
（
１
９
４
７
年
）
を
映

画
で
初
め
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
す
。
民
主

化
運
動
の
成
功
の
う
え
に
立
っ
た
作
品
で
あ

り
、
87
年
の
戒
厳
令
解
除
後
の
社
会
の
自
由

化
を
反
映
し
て
い
る
作
品
と
い
え
ま
す
。
こ

台
湾
を
考
え
る
こ
と
は
、

東
ア
ジ
ア
百
年
の
歴
史
を

考
え
る
こ
と
だ

台
湾
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
で

台
湾
に
関
心
を
持
ち
だ
し
た
日
本
人

タ
ブ
ー
だ
っ
た
台
湾
研
究
に

私
が
取
り
組
ん
だ
き
っ
か
け

『多桑――父さん』
1994年公開作品（発売終了）

『童年往事』
（邦題「時の流れ」）
1988年公開作品
（発売終了）
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う
し
た
映
画
を
入
り
口
と
し
て
、
台
湾
に
関

心
を
持
つ
日
本
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

世
界
華
文
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り

ま
す
。
台
湾
や
香
港
な
ど
、
中
国
本
土
と
は

別
の
領
域
だ
が
中
国
が
領
有
権
を
主
張
し
て

い
る
、
主
権
の
あ
り
方
が
中
国
本
土
と
は
異

な
る
地
域
の
文
学
。
東
南
ア
ジ
ア
の
華
僑
・

華
人
社
会
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア

な
ど
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
明
確
な
な
か
で

華
人
系
と
し
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
文

学
。
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ど
に
移
民
と
し
て
入
っ
て
い
っ
た
人
た
ち
の

文
学
…
…
中
国
系
の
人
た
ち
は
数
多
く
集
ま

る
と
な
る
と
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
持

ち
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
独
自
の
文
学
が
生
ま

れ
ま
す
。

彼
ら
が
中
国
語
で
綴
る
文
学
は
、
華
文
文

学
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
な
ど

英
語
圏
で
は
、
地
域
に
定
着
し
て
２
世
、
３

世
と
な
り
、
日
常
的
に
は
英
語
を
使
い
ま
す
。

英
語
で
書
い
た
と
き
は
、
華
人
文
学
で
は
あ

り
ま
す
が
、
華
文
文
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

80
年
代
に
は
留
学
生
文
学
が
流
行
り
ま
し

た
。
海
外
に
留
学
し
て
い
る
と
き
は
、
華
文

文
学
で
、
中
国
に
帰
る
と
中
国
文
学
の
な
か

の
留
学
生
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
な
る
わ

け
で
す
。
さ
ら
に
、
各
国
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
違
い
ま
す
。
混
沌
と
し
て
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
複
雑
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
あ
り
か
た
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
な
ど
で
華
文
文
学
が
盛
ん
で
す
。

そ
こ
で
は
、
各
国
の
な
か
で
、
華
人
系
住
民

と
し
て
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
り
ま
す
。
大
陸
中
国
に
は
世
界
華

文
文
学
学
会
が
あ
り
、
華
文
文
学
は
中
国
文

化
を
基
盤
と
し
た
文
学
で
あ
る
と
し
て
、
そ

の
共
通
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

マ
レ
ー
シ
ア
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
文
学
を
中

国
文
学
の
支
流
と
見
な
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
80
年
代
初
め
に
東
南
ア
ジ

ア
の
人
た
ち
が
中
国
文
学
と
は
違
う
独
自
の

文
学
で
あ
る
と
異
議
申
し
立
て
を
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
主
張
が
で
き
る
の

は
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
で
は
戦
後
独
立
し
た

際
に
、
華
人
は
国
に
残
る
か
中
国
に
帰
る
か

の
選
択
を
強
い
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
か
つ
て

は
、
外
地
で
成
功
し
て
故
郷
に
錦
を
飾
る

「
落
葉
帰
根
」
が
理
想
で
し
た
。
し
か
し
、
自

分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
始

め
た
60
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
土
地

に
根
を
お
ろ
し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う

「
落
地
生
根
」
へ
と
価
値
観
が
変
わ
っ
て
き
た

の
で
す
。

台
湾
で
は
大
陸
中
国
と
は
別
の
形
で
社
会

を
築
い
て
き
て
い
ま
す
。
日
清
戦
争
は
中
国

の
革
命
を
加
速
さ
せ
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
時
か
ら
台
湾
で
は
日
本
統
治
の
も
と
で

近
代
的
社
会
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
戦
後
は
冷
戦
体
制
下
に
あ
っ
て
、
別

な
枠
組
の
な
か
で
、
ま
っ
た
く
別
の
社
会
づ

く
り
を
行
っ
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
日
本
支
配
で
大
陸
と
切
り
離
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
台
湾
で
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
合
流
す
る
こ
と
で
日
本
支
配
か
ら
脱

し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。つ
ま
り
、

台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
二
重
構
造
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
共
存
は
、
日
本
支
配
時

代
に
は
矛
盾
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

民
主
化
運
動
が
始
ま
る
前
は
、
国
民
党
政

権
が
国
家
社
会
の
方
向
性
を
決
め
て
い
ま
し

た
。
冷
戦
構
造
が
主
要
な
決
定
要
因
で
、
台

湾
の
民
衆
の
立
場
が
直
接
反
映
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

70
年
代
に
な
っ
て
、
台
湾
で

は
民
主
化
運
動
、
中
国
で
は
文
化

大
革
命
が
始
ま
り
ま
し
た
。
外

省
人
支
配
の
な
か
で
、
台
湾
人
は

中
国
人
と
違
う
と
い
う
台
湾
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
く
な
っ
て

い
く
の
で
す
。
70
年
代
の
米
中

国
交
回
復
に
よ
り
、
台
湾
は
独
立
し
た
国
際
的

な
人
格
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

大
陸
に
対
す
る
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
、

李
登
輝
の
「
新
台
湾
人
」
が
生
ま
れ
ま
す
。

冷
戦
構
造
が
崩
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会

の
な
か
で
の
民
主
化
運
動
の
動
き
が
、
社
会

の
方
向
性
の
決
定
要
因
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
国
民
党
政
権
は
中
国
と
い
う

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
う
え
に
立
つ
こ
と
で
、
台

湾
人
の
主
権
を
制
限
し
て
き
ま
し
た
。
台
湾

は
中
国
と
い
う
大
き
さ
を
否
定
す
る
こ
と
で
、

民
主
化
が
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
な
お
、

元
来
の
台
湾
語
は
福
建
省
出
身
者
が
多
い
こ

と
も
あ
っ
て
、

南
ビ
ン
ナ
ン

語
と
い
う
中
国
の
な
か

で
も
辺
境
の
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
最
近
で

は
そ
の
台
湾
語
で
書
こ
う
と
い
う
運
動
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
表
現
の
ひ
と
つ
で
す
。

日
本
人
は
80
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
台
湾

へ
の
関
心
を
強
め
て
い
ま
す
。
台
湾
に
つ
い

て
考
え
る
際
に
は
、
歴
史
を
踏
ま
え
て
考
え

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
日
本
、
中
国
を
含
む

東
ア
ジ
ア
百
年
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
、

台
湾
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
す
。（
談
）

言語社会研究科教授

松永正義
（まつなが・まさよし）

1973年東京大学文学部中国語中

国文学科卒業、1978年東京大学

大学院人文科学研究科（中国語

中国文学）単位取得満期退学。

1986年～1992年一橋大学経済

学部助教授、1992年～1996年

一橋大学経済学部教授、1996年

一橋大学大学院言語社会研究科

教授として現在に至る。著書に

『台湾文学のおもしろさ』（研文

出版 2006年）、『台湾を考える

むずかしさ』（研文出版 2008

年）などがある。

華
文
文
学
と
異
邦
人
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
克

「
落
葉
帰
根
」
か
ら
「
落
地
生
根
」へ

価
値
観
の
変
化
が
独
自
性
を
生
む

独
自
性
を
踏
ま
え
た

台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
芽
生
え
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研 究 室 訪 問

地
理
学
は
帝
国
主
義
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
学

問
で
す
。
帝
国
主
義
的
膨
張
に
は
風
土
や
地
域
性
な

ど
の
場
所
に
関
す
る
知
識
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

一
方
で
、
人
間
に
は
も
と
も
と
知
ら
な
い
場
所
に
対

す
る
好
奇
心
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
居
住
地
域
が
広

が
っ
て
い
く
に
従
っ
て
地
理
的
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
地
理
学
に
は
、
自
然
に
発
展

し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
り
、
社
会
科
学
の
中
で

も
歴
史
が
古
い
学
問
の
一
つ
で
す
。

高
校
時
代
ま
で
に
学
ん
で
き
た
地
理
は
、
あ
る
場

所
の
特
徴
を
探
る
と
い
っ
た
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
学
レ
ベ
ル
の
地
理
学
で
は
、

場
所
と
場
所
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
洞
察
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
つ
な
が
り
は
自
然
に
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
や
企
業
な
ど
が
介
入
す
る
こ
と

で
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
発
生
し
ま
す
。
そ
の
流
れ
と
、

流
れ
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
る
場
所
と
場
所
と
の
つ
な

が
り
の
状
態
、
さ
ら
に
は
そ
の
特
徴
を
理
解
す
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
す
。

最
近
で
は
、
交
通
機
関
の
発
達
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進

展
も
あ
り
、
人
、
モ
ノ
、
情
報
、
資
金
の
流
通
が
高

速
化
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
社
会
環
境
の
変
化

を
踏
ま
え
、
場
所
と
場
所
と
の
関
係
、
そ
の
中
に
お

け
る
個
人
や
企
業
、
政
府
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
フ

ァ
ク
タ
ー
の
役
割
を
学
ぶ
こ
と
が
大
学
レ
ベ
ル
の
地

理
学
な
の
で
す
。
と
り
わ
け
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社

会
に
あ
っ
て
、
地
理
学
は
、
世
界
の
動
静
を
理
解
す

る
の
に
役
立
つ
学
問
と
い
え
ま
す
。

マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ス
テ
ル
の
説
く
「
場
所
の
空
間
」

「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
社
会
は
、
移
動
が
限
ら
れ
た
小
さ
な
場
所
の

中
で
お
互
い
に
交
流
し
て
い
ま
し
た
。
高
密
度
な
地

域
内
同
一
性
の
高
い
社
会
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
の

が
「
場
所
の
空
間
」
で
す
。
し
か
し
、「
フ
ロ
ー
の
空

間
」
で
は
、
様
相
が
違
っ
て
き
ま
す
。
地
域
を
構
成

す
る
人
々
の
中
で
、
移
動
性
の
差
が
拡
大
し
て
く
る

の
で
す
。
例
え
ば
、
大
企
業
で
あ
れ
ば
自
分
た
ち
の

論
理
で
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
地

域
に
根
ざ
し
た
中
小
企
業
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

資
本
と
労
働
、
大
企
業
と
中
小
企
業
の
関
係
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
格
差
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。

地
理
学
を
学
ぶ
の
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
オ
ー

プ
ン
な
姿
勢
で
臨
む
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
世

界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
。

人
間
性
も
違
え
ば
、
文
化
的
背
景
も
違
う
し
、
政
治

形
態
も
違
う
社
会
の
も
と
に
資
本
主
義
が
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を

排
除
す
る
の
で
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
れ
ば
、

人
間
や
企
業
、
政
府
が
多
様
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ

て
つ
な
が
っ
て
お
り
、
お
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い

る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

資
本
主
義
が
混
在
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済

シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
の
で
す
。

韓
国
の
場
合
、
１
９
９
７
年
の
経
済
危
機
以
降
の

政
策
改
革
に
よ
っ
て
、
資
本
市
場
が
自
由
化
さ
れ
、

海
外
資
本
の
流
入
な
ど
海
外
と
の
つ
な
が
り
が
広
が

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
新
自
由
主
義
的
な
仕
組

み
が
導
入
さ
れ
、
既
存
の
開
発
国
家
を
中
心
と
し
た

経
済
シ
ス
テ
ム
に
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
与
え
ま
し

た
。
経
済
地
理
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
自
国
の
経
済

の
あ
り
方
や
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
新
た
な
可
能
性
を

探
っ
て
い
く
の
も
、
１
つ
の
大
き
な
課
題
で
す
。

私
の
研
究
姿
勢
は
、
地
域
に
こ
だ
わ
ら
ず
さ
ま
ざ

ま
な
場
所
で
経
済
地
理
学
の
理
論
を
試
そ
う
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
経
済
危
機
や
経

済
発
展
パ
タ
ー
ン
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
97
年
の
韓
国
の
経
済
危
機
と
そ
の
後
の
発
展
パ

タ
ー
ン
が
地
域
の
発
展
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
か
。

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
経
済
が
韓
国
に
ど
う
影
響
し

知識は吸収するものではない。
自分の経験を通じて創り出すものだ。

「
場
所
の
空
間
」
か
ら

「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
へ

場
所
と
場
所
と
の
つ
な
が
り
を

洞
察
す
る
の
が
地
理
学

ジ
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
概
念
で

経
済
シ
ス
テ
ム
を
分
析
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chat in the den

て
い
る
か
。「
ジ
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概

念
で
考
え
て
い
ま
す
。

97
年
の
経
済
危
機
以
降
、
韓
国
は
海
外
の
経
済
と

の
つ
な
が
り
を
拡
大
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
や
ア
メ
リ

カ
と
の
つ
な
が
り
が
中
心
だ
っ
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
多
く
の
開
発
途
上
国
と
の
つ
な
が
り
へ
と
広
が
っ
て

き
た
の
で
す
。
そ
の
つ
な
が
り
の
中
で
韓
国
の
経
済
が

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
経
済
危
機
以
降
韓
国
で
は
開
発
途
上
国

に
対
す
る
貿
易
や
投
資
が
顕
著
に
増
え
て
い
ま
す
。
大

企
業
を
中
心
に
貿
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
い
る

の
で
す
。
一
方
、
金
融
面
で
見
る
と
欧
米
の
資
金
が
か

な
り
増
え
て
い
ま
す
。
金
融
的
な
流
れ
と
貿
易
・
投
資

の
流
れ
が
乖
離
し
て
い
る
の
で
す
。

２
０
０
７
年
、
２
０
０
８
年
の
金
融
危
機
で
は
、

当
初
韓
国
は
あ
ま
り
影
響
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
１
９
９
７
年
の
経
済
危
機
後
の
改
革
で
形

成
さ
れ
た
新
た
な
ジ
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
っ

て
、
株
式
市
場
や
為
替
市
場
は
売
り
が
先
行
し
て
し

ま
い
、
そ
の
後
は
金
融
危
機
の
打
撃
を
受
け
た
開
発

途
上
国
と
の
貿
易
で
苦
労
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

経
済
危
機
後
の
韓
国
経
済
は
海
外
の
流
れ
に
よ
る
影

響
を
受
け
や
す
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
し
た

経
済
の
構
造
転
換
を
ジ
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い

う
概
念
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

地
理
学
教
育
・
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
現
場
に
出

て
調
査
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
私
も
か
つ

て
修
士
時
代
に
、
１
カ
月
炭
鉱
村
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
街
の
状
況
を
分
析
し
た
も
の
で
す
。
昨
年
は
本

学
の
学
生
と
一
緒
に
池
袋
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
と
い
う
と
横

浜
の
中
華
街
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
ま
す
が
、

実
際
に
行
っ
て
み
る
と
そ
ん
な
風
情
は
全
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
学
生
と
と
も
に
池
袋
の
商
店
街
の
人

や
中
国
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
立
場

が
違
う
と
、
話
の
内
容
も
事
情
も
大
き
く
異
な
り
、

だ
れ
の
話
が
正
し
い
の
か
全
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
学
生
は
、
メ
デ
ィ
ア
で
得
た
情
報

を
ベ
ー
ス
に
仮
説
を
立
て
て
情
報
収
集
に
臨
み
ま
し

た
が
、
現
場
で
は
メ
デ
ィ
ア
と
違
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
か
ら
の
多
く
の
異
な
っ
た
発
言
が
現
れ
て
き
た

の
で
す
。
ま
る
で
芥
川
龍
之
介
の
『
籔
の
中
』
で
す
。

こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
学
生
は
教
室
で
は
な
か
な
か

得
ら
れ
な
い
現
場
の
大
切
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
い
ま
す
。
知
識
は
吸
収
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

意
味
で
は
自
分
の
経
験
を
通
じ

て
創
り
出
す
も
の
な
の
で
す
。

人
は
自
分
の
経
験
に
よ
っ
て

見
る
も
の
は
、
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
自
分
の
考
え
が
必
ず
し
も

正
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で

す
。
そ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で

ネ
ゴ
シ
エ
ー
ト
す
る
力
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。さ
ら
に
は
、

社
会
的
な
立
場
に
よ
る
パ
ワ
ー

関
係
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

社
会
科
学
全
般
で
空
間
に
つ

い
て
の
研
究
が
活
発
化
し
て
き

ま
し
た
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て

は
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
（
地
理
情
報
シ
ス

テ
ム
）
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
デ
ー
タ
が
盛

り
込
ま
れ
た
地
図
を
見
る
と
新
し
い
発
想
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
し
、
直
感
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
談
）

経済学研究科専任講師

徐 鳳晩
（ソー・ボンマン）

1991年ソウル大学地理学部卒業、

1993年ソウル大学地理学部修士

課程修了。1996年～2002年ミネ

ソタ大学地理学科 Instructor,

Teaching & Research Assistant、

2003年～2005年フロリダ国際

大学 International Relations &

Geography学部客員助教授、

2004年ミネソタ大学地理学博士

号取得。2005年一橋大学経済学

研究科専任講師。

Geographical Distribution of Korean FDI

Source: Korea Export-Import Bank, Overseas Investment Statistics

Ｇ
Ｉ
Ｓ
活
用
で

新
し
い
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
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三
商
大
戦
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「
三
商
大
戦
の
伝
統
は
、
各
ク
ラ

ブ
の
中
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。
私
は
、
入
学
と
同
時
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ホ
ッ
ケ
ー
部
に
入
部

し
ま
し
た
が
、
三
商
大
戦
は
年
間

活
動
計
画
の
中
に
し
っ
か
り
と
組

み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は

他
の
ク
ラ
ブ
も
同
様
で
す
」
と
語

る
の
は
雨
宮
祐
一
郎
さ
ん
。
雨
宮

さ
ん
は
、
体
育
会
総
務
で
三
商
大

戦
担
当
者
を
務
め
て
い
ま
す
。
主

な
役
割
は
、
三
商
大
戦
の
学
内
広

報
と
神
戸
大
、
大
阪
市
立
大
の
担

当
者
と
連
絡
を
取
り
調
整
作
業
を

行
う
こ
と
、
そ
し
て
各
ク
ラ
ブ
が

行
う
交
流
戦
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と

成
績
の
管
理
で
す
。
今
年
で
50
回
目

を
迎
え
る
三
商
大
戦
の
一
橋
大
学

か
ら
の
参
加
ク
ラ
ブ
数
は
23
。
な
か

に
は
交
流
戦
で
は
な
く
、
合
気
道

部
の
よ
う
に
合
同
稽
古
を
行
う
ク

ラ
ブ
も
あ
り
ま
す
。
開
会
式
が
行

わ
れ
た
の
は
６
月
25
日
で
す
が
、

一
橋
大
学
か
ら
は
、
雨
宮
さ
ん
と

来
年
度
の
体
育
会
総
務
三
商
大
戦

担
当
者
を
務
め
る
加
来
純
平
さ
ん
、

そ
し
て
応
援
部
が
参
加
し
ま
し
た
。

開
会
式
で
は
、
各
校
応
援
部
に
よ

る
演
武
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
０
１
０
年
６
月
25
日
、
第
50
回
三
商
大
戦
の
開
会
式
が
、
今
年
の
幹
事
校
で
あ
る
大
阪
市
立
大
学
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
12
月
ま
で
の
間
に
各
ク
ラ
ブ
は
大
阪
市
立
大
学
に
遠
征
し
、
交
流
戦
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

目
的
は
伝
統
の
継
承
と
交
流

男子フィールドホッケー部
経済学部４年

雨宮祐一郎さん

男子フィールドホッケー部
経済学部３年

加来純平さん

三
商
大
戦
今
む
か
し「

運
動
部
は
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の

大
学
リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
る
た

め
、
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
三
商
大
戦

に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
開

会
式
や
閉
会
式
は
あ
る
も
の
の
交
流

戦
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
各
運
動
部
に

委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
運

動
部
に
よ
っ
て
は
開
会
式
以
前
や
閉

会
式
以
降
に
試
合
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
三
商
大
戦
は
、
７
月

か
ら
12
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る
、

非
常
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
難
し
い
長

い
大
会
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私

の
役
割
は
大
会
を
統
括
す
る
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
次
に
繋
ぐ
た
め
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
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部
が
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大
戦

第50回三商大戦開会式



で
行
っ
て
い
ま
す
。
３
年
に
１
度
は

一
橋
が
幹
事
校
を
務
め
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
か
ら
」（
雨
宮
さ
ん
）

一
橋
大
学
、
神
戸
大
学
、
大
阪

市
立
大
学
の
先
輩
方
が
築
き
、
伝

統
を
守
っ
て
き
た
三
商
大
戦
で
す

が
、
特
に
一
橋
大
学
は
、
立
地
が

唯
一
関
東
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
運

動
部
に
参
加
す
る
学
生
以
外
に
は
、

ほ
と
ん
ど
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と

雨
宮
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
多
く
の

学
生
に
三
商
大
戦
の
存
在
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ

た
り
、
生
協
に
お
願
い
し
て
期
間

限
定
で
三
商
大
戦
特
別
メ
ニ
ュ
ー

を
作
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
広
報
活
動
が
全
学
的
な

盛
り
上
が
り
に
結
び
つ
い
て
い
る

か
は
、
い
ま
ひ
と
つ
感
触
が
つ
か

め
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
一
橋
大
学

で
は
、
学
生
の
約
３
割
は
運
動
部

に
所
属
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
運
動
部
で
は
盛
り
上
が
っ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
雨
宮

さ
ん
）

２
０
１
１
年
は
、
一
橋
大
学
が
幹

事
校
に
な
る
た
め
、
来
年
の
担
当
者

で
あ
る
加
来
さ
ん
に
と
っ
て
は
緊
張

感
が
少
し
違
う
よ
う
で
す
。「
幹
事

校
と
し
て
の
大
会
を
運
営
す
る
わ

け
で
す
か
ら
、
責
任
は
重
い
で
す
。

今
年
の
大
会
を
し
っ
か
り
観
察
し
、

来
年
の
大
会
を
成
功
さ
せ
た
い
で

三商大戦今むかし

目的は伝統の継承と交流

す
ね
」（
加
来
さ
ん
）

各
運
動
部
へ
の
働
き
か
け
や
学
内

広
報
な
ど
苦
労
の
多
い
三
商
大
戦
担

当
の
仕
事
で
す
が
、
そ
こ
に
は
大
き

な
喜
び
も
あ
る
と
雨
宮
さ
ん
は
語
り

ま
す
。「
他
大
学
の
学
生
と
交
流
で

き
る
の
は
、大
変
刺
激
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
三
商
大
戦
を
熱
心
に
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
く
れ
る
応
援
部
の
学
生

と
知
り
合
い
に
な
れ
た
こ
と
も
収
穫

で
す
。
大
学
の
伝
統
に
つ
い
て
も
理

解
が
深
ま
り
ま
し
た
。
今
ま
で
三

商
大
戦
の
伝
統
を
守
っ
て
こ
ら
れ

た
先
輩
方
に
は
、
と
て
も
感
謝
し

て
い
ま
す
」

さ
て
50
周
年
記
念
大
会
総
合
優

勝
の
栄
冠
は
、
ど
の
大
学
の
手
に
渡

る
の
で
し
ょ
う
か
？

第50回三商大戦ポスター

第46回三商大戦ポスター
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バスケットボール部 7月1～4日
参加部活

第50回三商大戦参加団体と開催スケジュール（2010年8月末日現在）
日程 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

弓道部 8月14～16日
柔道部 11月23日
馬術部 未定
アーチェリー部 9月中旬
バレーボール部 未定
バドミントン部 12月24～26日
陸上部 7月10日
硬式野球部 8月24日
準硬式野球部 10月下旬
サッカー部 8月7日
空手道部 未定
フィールドホッケー部 12月初旬
ボート部 6月13日
ハンドボール部 7月10・11日
競技ダンス部 8月7・8日
水泳部 8月21日
ラクロス部 7月4日
体操部 9月19日（仮）
サイクリング部 9月上旬
剣道部 11月下旬
ソフトテニス部 8月下旬
合気道部 未定　合同稽古（試合なし）

他
大
学
と
の
交
流
は

貴
重
な
体
験

※記載されている参加団体がポスターと一部異なりますが、こちらが正式に決定している情報です。（2010年8月末日現在）



三
商
大
戦
の
記
事
を
作
成
す
る
に

あ
た
り
、
編
集
部
に
は
、
一
つ
の
疑
問

が
あ
り
ま
し
た
。
三
商
大
戦
は
、
今
年

で
50
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
総
合
大
会
と
し
て
の
歴
史
で

あ
り
、
個
々
の
運
動
部
を
主
眼
に
三

商
大
戦
の
歴
史
を
見
た
と
き
、
そ
の

伝
統
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
こ
で
Ｈ
Ｑ
で
は
、
27
号

で
三
商
大
戦
に
つ
い
て
、
読
者
の
皆

様
に
情
報
提
供
協
力
を
呼
び
か
け
ま

し
た
と
こ
ろ
、
剣
道
部
Ｏ
Ｂ
の
方
が

ご
連
絡
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
本
稿

は
、『
一
橋
剣
道
部
八
十
年
史
』（
一

橋
大
学
剣
友
会
　
大
倉
徳
治
／
編
・

発
行
　
１
９
８
３
年
）
お
よ
び
『
士

魂
』
を
参
考
に
構
成
し
て
い
ま
す
。

三
商
大
総
合
大
会
が
初
め
て
開
催

さ
れ
た
の
は
１
９
４
２
年
で
す
。
そ

れ
に
先
駆
け
て
１
９
３
４
年
に
剣
道

部
で
は
三
商
大
戦
を
行
っ
て
い
ま

す
。
三
商
大
剣
道
連
盟
の
創
設
な
ど
、

そ
こ
に
は
単
に
ス
ポ
ー
ツ
の
交
流
と

は
違
っ
た
武
道
な
ら
で
は
の
理

想
を
求
め
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

一
橋
大
学
剣
道
部
に
と
っ
て
は

一
つ
の
転
換
期
と
も
な
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
誕
生
は
「
関
西

武
者
修
行
の
落
と
し
子
」
と
し
て
の

も
の
で
し
た
。

か
つ
て
の
一
橋
大
学
（
東
京
商
科

大
学
、
以
下
東
京
商
大
）
剣
道
部
は
、

内
部
で
の
修
行
を
重
視
し
て
、
個
人

完
成
に
努
め
る
と
い
う
孤
高
の
道
を

歩
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
発
展
性
に
乏
し
い
と
、
大
正
時

代
か
ら
関
西
武
者
修
行
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
１
９
３
３
年
の
第
４
回
関

西
武
者
修
行
が
三
商
大
剣
道
連
盟
成

立
に
繋
が
っ
た
の
で
す
。

そ
の
い
き
さ
つ
は
、『
士
魂
第
六
号
』

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
誌
に
よ
る

と
、
当
初
一
橋
大
学
側
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
定
期
戦
に
は
受
け
身
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
剣
道
部
が
一

橋
会
＊
１

を
脱
会
直
後
で
「
財
政
的
に

も
精
神
的
に
も
ま
た
技
術
的
に
も
」

沈
滞
し
て
お
り
、
部
の
立
て
直
し
の

最
中
で
、
ほ
か
の
こ
と
に
目
を
向
け

る
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
年
の
１
月
に
神
戸
商
業
大

学
（
以
下
神
戸
商
大
）
監
督
か
ら

定
期
戦
の
打
診
が
あ
っ
た
と
き
に

も
、
前
向
き
な
返
事
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
５
月
の
全
日
本
学
生
剣

道
連
盟
の
大
会
に
出
場
す
る
た
め

に
上
京
し
た
神
戸
商
大
監
督
と
の

会
談
で
も
、
関
西
武
者
修
行
の
準

備
に
追
わ
れ
る
一
橋
側
と
定
期
戦

を
熱
望
す
る
神
戸
側
と
で
、
か
な
り

温
度
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
関
西
遠
征
を
控
え
た
６

月
半
ば
に
、
神
戸
商
大
側
か
ら
「
神

戸
に
来
た
際
に
は
練
習
試
合
を
し
た

い
」
と
の
申
し
出
が
あ
っ
て
少
し
風

向
き
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

申
し
出
は
神
戸
商
大
側
と
し
て
は
第

一
回
の
定
期
戦
と
し
て
位
置
づ
け
よ

う
と
い
う
発
想
も
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
一
橋
側
は
関
西
武
者
修
行
の
一

環
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
で
す
。

１
９
３
４
年
３
月
、
委
員
長
引
き

継
ぎ
の
際
に
、
新
旧
委
員
長
の
定
期

戦
承
諾
と
い
う
意
見
の
一
致
と
先
輩

た
ち
の
賛
同
を
得
て
、
定
期
戦
実
施

を
承
諾
す
る
旨
を
神
戸
商
大
に
連
絡

し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に

大
阪
商
科
大
学
（
以
下
大
阪
商
大
）

の
剣
道
部
長
か
ら
三
商
大
リ
ー
グ
戦

の
申
し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
部
員

総
会
で
議
論
し
た
結
果
、
三
商
大
戦

の
ほ
う
が
意
義
深
い
と
衆
議
が
一
致

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
三
商
大

戦
を
有
意
義
に
す
る
た
め
に
は
、
年

に
一
回
試
合
を
す
る
リ
ー
グ
戦
で
は

な
く
、
連
盟
を
つ
く
り
、
そ
の
共
同

活
動
を
通
じ
て
各
剣
道
部
の
発
展
を

図
ろ
う
と
、
三
商
大
剣
道
連
盟
を
創

設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

関
西
武
者
修
行
が
一
つ
の
き
っ
か

け
と
な
り
、
三
商
大
剣
道
部
が
共
通

の
理
想
を
目
指
し
な
が
ら
、
と
も
に

発
展
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
三
商
大
戦
が
「
関
西
武
者

修
行
の
落
と
し
子
」
と
言
わ
れ
て
い

る
ゆ
え
ん
で
す
。
こ
う
し
て
１
９
３

４
年
７
月
14
〜
15
日
に
国
立
有
備
館

で
三
商
大
剣
道
連
盟
第
１
回
大
会
を

開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
精
神
は
、
結
盟
式
で
の
佐
野
善
作

名
誉
理
事
の
祝
辞
に
見
て
と
れ
ま
す
。

「
東
京
神
戸
大
阪
三
商
大
剣
道
連

盟
成
り
、
本
日
を
卜
し
て
其
第
一
回

戦
を
行
う
。
洵
に
近
代
の
快
事
な
り
。

夫
れ
三
商
大
は
本
邦
商
業
教
育
界
に

於
る
最
高
学
府
た
る
と
同
時
に
そ
の

三
商
大
戦

剣
道
部
に
と
っ
て
の

＊1 一橋会／1903年に設立された学生自治組織。運動部、文芸部により構成されていた。

23～24ページの写真は全て

『一橋剣道部八十年史』

（1983年 一橋大学剣友会 大倉徳治／編・発行）

からの転載

1934年（昭和９年）頃の稽古風景

1935年（昭和10年）７月第２回三商大連盟大会（神戸商大道場）

関
西
武
者
修
行
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て

三
商
大
剣
道
連
盟
が
誕
生

佐
野
善
作
名
誉
理
事
の

祝
辞
に
見
る

三
商
大
剣
道
連
盟
の
精
神

76
年
の
歴
史
を
持
つ

剣
道
部
の
三
商
大
戦
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し
た
。
戦
後
の
苦
し
い
経
済
状
況
に

あ
っ
て
も
剣
道
を
続
け
た
い
と
い
う

人
は
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

１
９
５
２
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
発
効
に
よ
り
つ
い
に
剣
道

禁
止
令
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

一
橋
大
学
で
も
剣
道
部
が
復
活
し

ま
し
た
。
正
確
に
い
う
と
戦
前
の
剣

道
部
と
は
関
係
な
く
、
剣
道
部
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
の
動
き
を
剣
友
会
＊
２

が
知

る
こ
と
に
よ
り
、
剣
道
部
の
歴
史
と

伝
統
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
Ｏ
Ｂ
た
ち
が
復
活
に
向
け
て
積

極
的
に
力
を
貸
し
た
の
は
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
過
去
と
現
在
が
繋
が
り

復
活
し
た
剣
道
部
の
戦
後
第
一
回
の

三
商
大
戦
は
、
１
９
５
８
年
に
神
戸

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
剣
道
部
の
部
員
数
は
34
名
、

う
ち
女
子
部
員
５
名
。
剣
友
会
会
員

約
６
０
０
名
。
76
年
前
に
先
輩
た
ち

が
孤
高
性
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
脱
し
て
、
広
く
外
に
目

を
向
け
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
っ
た
三

商
大
戦
が
、
一
橋
大
学
剣
道
部
の
発

展
に
ど
れ
だ
け
寄
与
し
た
か
し
れ
ま

せ
ん
。
三
商
大
戦
は
現
在
も
重
要
な

大
会
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

一
橋
大
学
剣
道
部
の
学
生
た
ち
は
、

日
々
修
養
を
積
ん
で
い
ま
す
。

ー
ト
し
ま
し
た
。
初
日
の
紅
白
試
合

は
、
第
一
戦
が
神
戸
商
大
対
大
阪
商

大
、
大
阪
商
大
対
東
京
商
大
、
東
京

商
大
対
神
戸
商
大
の
順
で
続
き
ま
し

た
。
ち
な
み
に
戦
績
は
―
―
神
戸
商

大
対
大
阪
商
大
が
不
戦
３
人
残
し
て

大
阪
商
大
の
勝
ち
、
大
阪
商
大
対
東

京
商
大
は
不
戦
３
人
残
し
て
東
京
商

大
の
勝
ち
、
東
京
商
大
対
神
戸
商
大

は
不
戦
１
人
残
し
て
神
戸
商
大
の
勝

ち
で
し
た
。

15
日
は
個
人
試
合
。
大
阪
商
大
対

東
京
商
大
は
７
対
３
で
大
阪
商
大
の

勝
ち
、
神
戸
商
大
対
大
阪
商
大
は
６

対
４
で
神
戸
商
大
の
勝
ち
、
東
京
商

大
対
神
戸
商
大
は
７
対
３
で
東
京
商

大
の
勝
ち
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
、
三

つ
巴
の
形
と
な
り
ま
し
た
。
三
商
大

剣
道
連
盟
の
規
約
に
よ
り
再
試
合
は

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
第
一
回
大
会

に
ふ
さ
わ
し
い
熱
戦
の
結
果
で
し
た
。

な
お
、
試
合
後
に
一
橋
大
学
剣
道

部
に
30
年
来
伝
わ
る
鹿
島
神
伝
直
心

影
流
形
の
勤
行
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、「
法
定

ほ
う
じ
ょ
う

」「
韜と

う

」「
小
太
刀

こ
だ
ち

」

「
刃
挽

は
び
き

」
で
す
。
そ
こ
で
、一
橋
大
学

剣
道
部
で
は
１
９
３
４
年
を
鹿
島
神

伝
直
心
影
流
形
復
興
の
年
と
し
て
も

記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
２
回
大
会
は
翌
１
９
３
５
年
７

月
に
神
戸
で
実
施
。
１
９
３
６
年
は

東
京
か
ら
２
年
連
続
関
西
遠
征
す
る

の
が
財
政
的
に
苦
し
い
こ
と
か
ら
休

戦
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
開
催
地

に
関
す
る
規
約
を
一
部
変
更
し
て
、

大
阪
、
東
京
、
神
戸
、
休
戦
と
い
う

サ
イ
ク
ル
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。（
現
在
は
毎
年
開
催
で
休

戦
な
し
）

１
９
３
７
年
に
は
三
商
大
剣
道
連

盟
主
催
の
全
国
高
商
剣
道
大
会
が
大

阪
商
大
の
道
場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
第
二
次
世
界
大
戦
が
激

化
し
て
き
た
１
９
４
２
年
に
閉
幕
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
も
商
業
教
育
界
を

リ
ー
ド
す
る
意
識
と
剣
道
界
を
盛
り

上
げ
よ
う
と
い
う
三
商
大
剣
道
連
盟

の
意
気
込
み
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

剣
道
部
の
三
商
大
戦
は
、
１
９
４

２
年
に
実
施
さ
れ
た
第
９
回
大
会
で

中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
も
、

戦
後
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
で
剣
道
が
禁

止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
、
剣
道
が
戦
い
の
た
め
の
精
神
教

育
と
そ
の
訓
練
だ
と
判
断
さ
れ
た
か

ら
で
す
。
防
具
や
竹
刀
、
木
刀
な
ど

が
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
ら
れ
燃
や
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
１
９
５
０
年
に
は
ス
ポ
ー

ツ
の
竹
刀
競
技
だ
と
い
う
こ
と
で
、

全
日
本
撓

し
な
い

競
技
連
盟
が
誕
生
し
ま

中
枢
機
関
な
り
と
す
。

即
ち
常
に
相
提
携
し
て

斯
界
を
指
導
統
率
す
る

を
以
て
任
と
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
近
時
各
方
面

の
事
業
に
三
者
の
協
戮

乃
至
連
盟
を
見
る
は
蓋

し
当
然
と
謂
う
べ
し
。

然
れ
ど
も
運
動
競
技
の

如
き
は
其
勝
敗
に
の
み
重
き
を
置
き
、

其
精
神
を
軽
視
す
る
時
は
寧
ろ
害
あ

り
て
益
な
き
に
至
る
を
以
て
、
事
に

之
に
従
う
者
は
克
く
此
点
に
留
意
し

愆
な
き
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

抑
々
剣
道
は
本
邦
固
有
の
武
道
に
し

て
、
輓
近
外
来
の
運
動
競
技
の
類
と

其
選
を
異
に
し
、
其
理
は
深
遠
を
極

め
、
其
業
は
精
妙
を
尽
し
、
古
来
大

丈
夫
心
身
鍛
練
の
具
法
と
し
て
普
く

尊
崇
せ
ら
れ
広
く
重
用
せ
ら
る
。
儻

し
本
連
盟
の
試
合
に
参
加
す
る
者
徒

ら
に
其
業
の
末
の
奔
り
其
理
の
本
を

忘
る
る
に
於
て
は
啻
に
連
盟
の
目
的

に
違
背
す
る
の
み
な
ら
ず
亦
剣
道
の

権
徳
を
傷
く
る
も
の
と
謂
う
べ
し
。

其
罪
赦
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
敢
て

蕪
辞
を
抒
べ
て
祝
辞
に
代
う
。
以
上
」

７
月
14
日
８
時
10
分
、
有
備
館
神

前
で
結
盟
式
を
挙
行
。
大
会
が
ス
タ

1956年（昭和31年）４月新入部員歓迎会

1958年（昭和33年）復活第一回旧三商大定期戦（於神戸大道場）

三商大戦今むかし

目的は伝統の継承と交流

＊2 剣友会／1925年に結成された剣道部の卒業生団体。

第
一
回
大
会
は
熱
戦
の
末

三
つ
巴
引
き
分
け

戦
後
の
中
断
を
経
て

さ
ら
な
る
発
展
を
続
け
る
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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６回では、左右田喜一郎の足跡を追ってみた。

左
右
田
喜
一
郎

第 6 回

25

写真：『左右田喜一郎伝』（1988年 齋藤慶司／著 有隣堂／刊）からの転載

藤澤五十鈴氏所蔵



１
９
２
２
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
は
、
昭
和
初
期
の
学
生
た
ち
を

魅
了
し
ま
し
た
。
後
に
一
橋
大
学
長
と
な
る
歴
史
学
者
の
増
田
四
郎
（
１
９
３
３
年
卒
）

は
、
こ
う
回
想
し
て
い
ま
す
。

「
岩
波
書
店
か
ら
出
た
先
生
の
主
著
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
と
『
文
化
価
値
と
極
限
概

念
』
が
、
私
ど
も
学
生
に
は
す
で
に
容
易
に
入
手
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
熱
心
な
学
生
の
中
に
は
、
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
全
巻
原
稿
用
紙
に
筆
写
し
て
い
た

も
の
も
い
た
」

こ
れ
ほ
ど
青
年
た
ち
の
心
を
捉
え
た
左
右
田
の
哲
学
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
そ
の
淵
源
と
し
て
の
左
右
田
の
少
青
年
時
代
を
訪
ね
て
み

る
と
し
ま
し
ょ
う
。

左
右
田
家
の
祖
先
は
越
後
の
国
の
豪
農
で
（
刈
羽
郡
吉
井
村
）、
左
右
田
の
数
世
代
前
か

ら
上
州
（
群
馬
県
鬼
石
町
）
に
出
て
き
て
、
商
人
と
な
り
ま
し
た
。
左
右
田
の
父
金
作
は

次
男
で
し
た
の
で
、
丁
稚
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
商
店
に
奉
公
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

学
問
の
創
造
者

天
才
学
者
左
右
田
喜
一
郎
の
人
と
な
り

洛
陽
の
紙
価
を
高
ら
し
む
―
―
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
晋
の
左
思
が
「
三
都
の
賦
」
を
著
し
た
と
き
に
、
そ
の
人
気
の
あ
ま
り
そ
れ
を
書
き
写
そ
う
と
い
う
人
が

多
く
紙
価
が
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
大
正
時
代
に
洛
陽
の
紙
価
を
高
ら
し
め
た
の
は
、
左
右
田
喜
一
郎
の
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
で
し
た
。
流
行

作
家
の
作
品
で
は
な
く
、
学
術
的
な
専
門
書
が
当
時
の
学
生
に
熱
狂
的
な
支
持
を
集
め
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
博
士
の
学
説
を
軸
と
し
て
社
会
的
学
問
の
理
論
体
系
の
つ
く
り
直
し
が
行
わ
れ
て
い
た
」（
１
９
２
２
年
当
時
神
戸
高
等
商
業
学
校
生
／
元
横
浜
市
立
大
学
教
授
・
故

早
瀬
利
雄
氏
）。
カ
ン
ト
の
哲
学
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
、
社
会
科
学
の
論
理
を
確
立
し
、
経
済
哲
学
の
可
能
性
と
い
う
未
踏
の
分
野
に
果
敢
に
切
り
込
ん
で
い
っ
た
左
右

田
の
理
論
が
、
当
時
の
学
生
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
多
く
の
学
生
が
「
途
中
で
挫
折
」
す
る
ほ
ど
難
解
な
も
の
で
し
た
。

左
右
田
喜
一
郎
が
国
内
で
活
躍
し
た
の
は
わ
ず
か
14
年
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
業
績
の
素
晴
ら
し
さ
の
陰
に
隠
れ
て
、
そ
の
人
と
な
り
が
み
え
て
こ
ず
、
天
才
学

者
と
し
て
伝
説
化
し
て
し
ま
っ
た
面
が
あ
り
ま
す
。
学
問
的
奥
深
さ
の
追
究
は
幾
多
の
研
究
書
に
譲
っ
て
、『
Ｈ
Ｑ
』
で
は
、
そ
の
人
と
な
り
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
左

右
田
の
時
代
のC

aptain

と
し
て
の
姿
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

さ

し

学
生
た
ち
を
魅
了
し
た
創
学
の
天
才

Ｙ
校
で
精
神
上
の
父
・
美
澤
進
と
出
会
う
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維
新
の
直
前
に
横
浜
に
来
て
両
替
商
に
勤
め
、
そ
こ
で
財
産
を
成
し
ま
し
た
。
１
８
９
５

年
に
左
右
田
貯
蓄
銀
行
を
設
立
、
こ
れ
は
横
浜
の
有
名
な
大
き
な
銀
行
と
な
り
ま
す
。
喜

一
郎
は
こ
う
し
た
恵
ま
れ
た
家
庭
で
生
ま
れ
て
お
り
、
や
が
て
家
業
で
あ
る
銀
行
を
継
ぐ

と
い
う
路
線
が
敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。

左
右
田
喜
一
郎
の
秀
才
ぶ
り
は
群
を
抜
い
て
い
ま
し
た
。『
わ
が
母
校
わ
が
友
』
に
よ
る

と
、
１
８
８
７
年
に
横
浜
小
学
校
入
学
と
同
時
に
２
年
に
編
入
さ
れ
て
、
尋
常
科
、
高
等

科
８
年
間
の
課
程
を
７
年
で
済
ま
せ
て
お
り
、
横
浜
商
業
学
校
（
愛
称
Ｙ
校
）
で
も
予
科

１
年
１
学
期
の
試
験
終
了
後
に
２
年
生
に
進
級
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
こ
の
Ｙ
校
は
、
１
８
８
２
年
に
横
浜
の
商
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
私
立
学
校
で
、

後
に
横
浜
市
立
に
な
り
ま
し
た
。
不
平
等
条
約
下
の
横
暴
な
外
国
人
商
人
か
ら
商
権
を
奪

回
し
た
い
と
い
う
悲
願
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
同
様
の
問
題
意
識
の
も
と

に
１
８
７
５
年
に
森
有
礼
が
銀
座
尾
張
町
に
開
設
し
た
商
法
講
習
所
が
一
橋
大
学
の
前
身

と
な
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
連
綿
と
伝
わ
る
在
野
精
神
は
両
校
に
共
通
し
て
い
た
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

左
右
田
は
つ
ね
づ
ね
、「
自
分
の
学
問
上
の
師
は
カ
ン
ト
で
あ
る
が
、
精
神
上
の
父
は
美

澤
先
生
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
福
沢
諭
吉
の
推
挙
で
Ｙ
校
の
初
代
校
長
と
し
て

赴
任
し
た
の
が
、
そ
の
美
澤
進
で
し
た
。

当
時
の
Ｙ
校
は
横
浜
唯
一
の
最
高
学
府
で
あ
り
、
商
家
の
師
弟
を
中
心
に
向
学
心
の
あ

る
者
は
Ｙ
校
を
目
指
し
た
と
い
い
ま
す
。
美
澤
校
長
の
教
学
の
中
核
は
「
誠
」
で
あ
り
、

ス
マ
イ
ル
ズ
の
『
自
助
論
』
を
重
視
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
か
ら
人
格

的
感
化
を
生
徒
や
そ
の
保
護
者
に
与
え
続
け
、
Ｙ
校
は
「
美
澤
さ
ん
の
学
校
」
で
あ
り
、

美
澤
校
長
は
「
全
横
浜
の
先
生
」
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

Ｙ
校
教
育
で
は
、
知
・
徳
・
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
ま
し
た
。
学
術
、
修
身
、
衛
生

（
保
健
体
育
）
が
同
等
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
学
業
の
み
の
秀
才
で
は
優
等
生
と
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
当
然
、
左
右
田
は
大
変
な
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
で
し
た
。

左
右
田
は
、
Ｙ
校
野
球
部
で
活
躍
、
ボ
ー
ト
部
も
創
り
ま
し
た
が
、
面
白
い
の
は
、
左

右
田
や
仲
間
た
ち
は
本
科
三
年
で
卒
業
目
前
だ
っ
た
た
め
、
せ
っ
か
く
つ
く
っ
た
ボ
ー
ト

を
一
度
も
漕
が
ず
に
卒
業
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

さ
て
、
左
右
田
は
、
１
８
９
８
年
７
月
に
神
田
一
ツ
橋
に
あ
っ
た
高
等
商
業
学
校
に
進

学
し
ま
す
。
総
煉
瓦
造
り
の
校
舎
は
木
造
バ
ラ
ッ
ク
の
Ｙ
校
校
舎
と
は
雲
泥
の
差
で
、
と

り
わ
け
講
堂
は
「
東
京
随
一
の
一
橋
講
堂
」
と
喧
伝
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
こ
こ
で
も

左
右
田
は
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
と
し
て
の
一
面
を
示
し
て
い
ま
す
。
無
二
の
親
友
で
あ
る
坂

西
由
蔵
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。

「
彼
は
強
健
な
る
体
躯
の
持
主
で
あ
っ
た
。
Ｙ
校
時
代
に
は
元
気
な
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
と
し

て
知
ら
れ
…
…
高
商
で
も
同
級
生
中
、
大
男
の
部
に
属
し
、
入
学
以
来
ボ
ー
ト
を
漕
ぎ
、

野
球
、
ボ
ー
ト
、
乗
馬
…
…
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
左
右
田
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明
治
三
十
三
年
か
ら
選
手
と
な
り
、
同
年
春
（
本
科
一
年
第
三
学
期
）
の
ク
ラ
ス
対
抗
レ

ー
ス
に
優
勝
し
た
が
…
…
な
お
明
治
三
十
二
年
（
十
九
歳
）
頃
よ
り
乗
馬
に
興
味
を
も
ち

洋
行
前
ま
で
そ
の
練
習
を
続
け
た
」

左
右
田
が
本
格
的
に
学
究
生
活
に
入
っ
た
の
は
、
本
科
３
年
に
な
っ
て
か
ら
と
み
ら
れ

ま
す
。
坂
西
に
よ
る
と
、「
彼
が
最
初
の
深
き
学
問
的
感
激
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
高
商
本

科
３
年
在
学
中
あ
た
か
も
外
国
留
学
を
終
え
て
帰
朝
し
た
福
田
徳
三
教
授
が
比
較
経
済
史

講
義
（
明
治
三
十
四
年
十
一
月
開
講
）
及
び
諸
論
著
に
お
い
て
示
し
た
真
理
の
外
何
も
の

に
も
屈
せ
ざ
る
学
理
討
究
の
精
神
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
記
す
と
お
り
、
福
田
徳
三
の
影
響

が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
左
右
田
と
坂
西
由
蔵
、
ま
た
慶
應
義
塾
の
小
泉
信
三

は
、
福
田
門
下
で
も
そ
の
実
力
は
群
を
抜
い
て
お
り
「
三
羽
烏
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
福
田
徳
三
は
１
９
０
６
年
に
校
長
と
衝
突
し
て
突
然
退
官
に
追
い
込
ま
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
結
果
的
に
慶
應
義
塾
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
浪
人
中
は

左
右
田
家
の
別
荘
に
寄
寓
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。

左
右
田
を
敬
愛
し
て
い
た
第
13
代
日
銀
総
裁
の
深
井
英
五
が
、
左
右
田
の
留
学
先
決
定
の

い
き
さ
つ
を
語
っ
て
い
ま
す
。
深
井
が
ロ
ン
ド
ン
出
張
先
の
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
で
、

左
右
田
と
面
談
し
た
際
の
こ
と
。
正
金
銀
行
支
配
人
は
左
右
田
の
父
金
作
の
意
を
受
け
て
、

あ
る
商
業
大
学
へ
の
留
学
を
勧
め
て
い
ま
し
た
。
左
右
田
の
希
望
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で

理
論
経
済
を
学
ぶ
こ
と
。
支
配
人
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
深
井
は
左
右
田
の
固
い

意
志
を
察
し
て
、「
其
の
志
を
遂
げ
し
む
る
方
が
好
い
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
の
で
す
。

「
私
の
当
座
の
差
出
口
が
決
定
に
影
響
し
た
訳
で
は
な
く
、
喜
一
郎
氏
の
志
は
夙
に
奪
う

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ぬ
。
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
入
り
、
更
に

独
逸
に
転
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
其
後
数
年
を
経
て
、
慶
応
大
学
の
堀
江
帰
一

博
士
が
欧
洲
よ
り
帰
ら
れ
た
時
、
左
右
田
喜
一
郎
と
云
う
青
年
学
者
の
名
が
独
逸
の
学
会

に
嘖
々
た
る
を
聞
き
、
あ
の
正
金
支
店
で
逢
っ
た
若
い
人
が
そ
う
な
っ
た
か
と
驚
き
且
つ

喜
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
」

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ニ
ン

ガ
ム
の
２
人
の
高
名
な
経
済
学
者
に
師
事
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
左
右
田
に
強
く
影
響
を

与
え
た
の
は
、
カ
ル
ル
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ッ
ク
ス
教
授
な
ど
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大

学
の
教
授
た
ち
の
ほ
う
で
し
た
。
深
井
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
移
っ
て
か
ら
の

左
右
田
の
活
躍
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
フ
ッ
ク
ス
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で

の
研
究
報
告
を
ベ
ー
ス
に
発
表
し
た
『
ク
ナ
ッ
プ
新
貨
幣
学
説
と
貨
幣
の
本
質
』
は
、
ド

イ
ツ
人
研
究
者
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
ま
し
た
。
福
田
徳
三
は
、
こ
の
論
文
な
ど
に
み
る

フ
ッ
ク
ス
教
授
と
の
出
会
い
と
ド
イ
ツ
学
会
で
の
活
躍

学
問
的
感
激
を
与
え
た
福
田
徳
三
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批
判
的
精
神
を
評
し
て
「
左
右
田
君
は
私
が
は
じ
め
て
邂
逅
せ
る
学
理
抗
争
の
人
で
す
」

と
書
い
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
左
右
田
の
師
は
フ
ッ
ク
ス
教
授
で
あ
り
、『
貨
幣
と
価
値
』
は
フ
ッ
ク

ス
教
授
の
指
導
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
学
位
論
文
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
フ
ッ
ク

ス
教
授
の
影
響
を
受
け
た
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
論
文
の
中
で
は
手
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
こ
の
自
説
と
相
容
れ
な
い
弟
子
を
フ
ッ
ク
ス
教
授
は
可
愛
が

り
、
陰
に
日
向
に
支
援
し
て
い
ま
す
。
こ
の
温
か
い
人
間
性
と
の
触
れ
合
い
が
、
左
右
田

の
ド
イ
ツ
生
活
を
ど
れ
ほ
ど
豊
か
に
し
て
く
れ
た
か
し
れ
ま
せ
ん
。

左
右
田
が
約
10
年
間
暮
ら
し
た
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
地
方
は
、
深
い
森
と

湖
、
草
原
に
恵
ま
れ
た
風
光
明
媚
な
静
か
な
地
で
、
素
朴
な
人
情
に
溢
れ
た
暮
ら
し
や
す

い
と
こ
ろ
で
し
た
。
師
で
あ
る
フ
ッ
ク
ス
教
授
の
人
柄
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
ま
ま
ド
イ

ツ
に
永
住
す
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。

そ
の
左
右
田
の
も
と
に
、「
精
神
上
の
父
」
で
あ
る
美
澤
進
か
ら
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
教
育
勅
語
と
Ｙ
校
校
訓
が
自
筆
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

「
お
そ
ら
く
僕
が
、
長
ら
く
ド
イ
ツ
に
滞
留
し
て
、
い
つ
ま
で
も
帰
朝
し
な
い
の
で
、
そ

れ
を
諷
諫
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
父
も
寄
る
年
波
で
あ
る
、
早
く
帰
朝
し
て
安
心
さ
せ
よ
、

と
い
う
意
味
を
婉
曲
に
誨
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
真
正
面
か
ら
帰
れ
と
言
っ
て

や
っ
て
も
、
強
情
な
あ
の
男
の
事
だ
か
ら
、
な
か
な
か
応
と
は
言
う
ま
い
。
勅
語
と
校
訓

に
よ
っ
て
日
本
人
た
る
自
覚
を
促
し
、
間
接
に
訓
戒
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
僕
は
そ
う

考
え
て
粛
然
と
襟
を
正
し
た
の
で
あ
る
」「
戴
い
た
勅
語
と
校
訓
は
、
考
え
た
末
、
一
番
大

切
な
書
物
の
間
に
挿
ん
で
捧
持
す
る
こ
と
に
し
た
」（『
美
澤
先
生
』）

『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
の
序
文
冒
頭
に
は
、
こ
の
と
き
の
想
い
が
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
今
猶
夢
寐
忘
る
ゝ
能
は
ざ
る
西
欧
十
年
の
遊
学
を
卒
へ
、
花
の
都
を
見
す
て
ゝ
帰
る
雁
の

思
い
を
な
し
、
日
に
日
に
文
化
の
中
心
を
遠
ざ
か
る
憂
愁
を
抱
き
て
シ
ベ
リ
ヤ
の
平
野
を
東

行
し
、
再
び
故
国
の
土
を
踏
み
た
り
し
は
想
い
起
せ
ば
早
や
既
に
四
年
の
昔
な
り
…
…
」

こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
を
離
れ
パ
リ
で
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
学
ん
だ
後
に
帰
朝
し
ま
し
た
。

１
９
１
３
年
７
月
32
歳
の
と
き
で
し
た
。

帰
国
し
た
年
の
12
月
に
、
母
校
で
あ
る
東
京
高
等
商
業
学
校
の
講
師
と
し
て
迎
え
入
れ
ら

れ
ま
す
。
翌
年
に
は
左
右
田
銀
行
取
締
役
、
株
式
会
社
左
右
田
貯
蓄
銀
行
取
締
役
に
就
任
し

ま
し
た
。
銀
行
と
は
い
え
左
右
田
家
の
家
業
で
あ
り
、
跡
取
り
息
子
と
し
て
は
継
が
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
１
９
１
５
年
、
父
金
作
の
逝
去
に
よ
り
、
両
銀
行
の
頭
取
に
就

任
し
ま
す
。
た
だ
、
左
右
田
は
、
そ
の
後
も
論
文
を
次
々
と
発
表
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
集
め

た
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
が
、
前
述
の
通
り
、
洛
陽
の
紙
価
を
高
ら
し
め
た
の
で
す
。

学
者
・
教
育
者
、
思
想
家
、
実
業
家
と
し
て
、
傍
か
ら
は
順
風
満
帆
な
状
況
に
み
え
ま

す
が
、
本
人
の
心
境
と
し
て
は
必
ず
し
も
満
ち
足
り
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
の
序
文
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
再
び
故
国
の
土

を
踏
み
た
り
し
は
、
想
い
起
せ
ば
早
や
既
に
四
年
の
昔
な
り
。
爾
来
思
う
と
こ
ろ
而
し
て

希
う
と
こ
ろ
、
悉
く
事
、
志
と
違
い
、
世
事
紛
々
、
俗
事
擾
々
、
復
曩
日
の
古
之
学
者
為

己
の
境
地
を
悠
遊
す
る
を
許
さ
ず
、
余
が
学
問
研
究
の
行
程
に
於
て
、
退
歩
の
跡
こ
そ
あ

れ
、
進
趨
の
趣
の
認
む
べ
き
な
く
、
日
夜
懊
悩
悶
々
の
情
に
堪
え
ざ
る
も
の
あ
り
」

１
９
２
２
年
３
月
に
左
右
田
銀
行
と
左
右
田
貯
蓄
銀
行
が
合
併
、
株
式
会
社
左
右
田
銀

行
と
な
り
、
左
右
田
は
そ
の
頭
取
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
神
奈
川
県
社
会
事
業
協
会
副

会
長
に
就
任
、
６
月
に
横
浜
社
会
問
題
研
究
所
を
設
立
し
ま
す
。
資
本
家
の
立
場
で
あ
り

な
が
ら
、
社
会
問
題
、
労
働
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
こ
ろ
、
Ｙ

校
同
窓
会
幹
事
長
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
１
９
２
２
年
は
Ｙ
校
創
立
40
周
年
に
あ
た
り
、

同
窓
会
は
美
澤
先
生
在
職
40
年
を
感
謝
す
る
祝
賀
で
あ
る
と
寄
付
金
募
集
を
開
始
。
そ
の

秋
に
盛
大
な
祝
賀
式
典
を
開
催
し
ま
し
た
。

翌
１
９
２
３
年
９
月
１
日
、
関
東
の
地
を
大
震
災
が
襲
い
ま
し
た
。
こ
の
関
東
大
震
災

に
よ
る
横
浜
の
被
害
世
帯
は
95
・
５
％
と
経
済
的
に
は
壊
滅
。
左
右
田
家
で
は
、
横
浜
の

本
邸
も
東
京
の
別
邸
も
全
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
16
日
に
は
、「
精
神
上
の
父
」

美
澤
進
が
逝
去
。
左
右
田
に
は
震
災
以
上
に
大
き
な
打
撃
で
し
た
。
葬
儀
の
際
の
声
涙
と

学
者
、
思
想
家
、
実
業
家
の
三
足
の
わ
ら
じ
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も
に
下
る
左
右
田
の
弔
辞
は
、
会
葬
者
に
改

め
て
大
き
な
悲
し
み
を
呼
び
起
こ
す
と
と
も

に
、
大
き
な
感
銘
を
与
え
ま
し
た
。

美
澤
の
校
葬
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
同
窓
会

の
事
業
は
、
美
澤
の
墓
碑
建
立
と
美
澤
記
念

像
の
製
作
で
し
た
。
こ
こ
で
も
左
右
田
は
徹

底
し
た
こ
だ
わ
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
加
藤
郁
二
（
Ｙ
校
Ｏ
Ｂ
）
に
依
頼
し
た

「
美
澤
先
生
之
墓
」
の
文
字
。
加
藤
は
毎
日

書
き
続
け
た
が
左
右
田
は
な
か
な
か
Ｏ
Ｋ
を

出
し
ま
せ
ん
。
百
枚
目
に
な
っ
て
よ
う
や
く

「
よ
し
」
と
頷
い
た
と
い
う
の
で
す
。

さ
ら
に
同
窓
会
幹
事
長
と
し
て
力
を
入
れ

た
の
は
、
Ｙ
校
昇
格
運
動
で
す
。
本
科
５
年
、
専
修
科
２
年
の
７
年
制
商
業
学
校
だ
っ
た

Ｙ
校
専
修
科
は
、
左
右
田
た
ち
同
窓
生
の
強
力
な
運
動
に
よ
り
、
１
９
２
８
年
に
横
浜
商

業
専
門
学
校
（
Ｙ
専
、
後
の
横
浜
市
立
大
学
）
が
誕
生
し
ま
し
た
。

当
然
な
が
ら
家
業
の
左
右
田
銀
行
も
、
関
東
大
震
災
で
甚
大
な
損
害
を
蒙
り
ま
し
た
。

震
災
に
よ
り
横
浜
全
域
が
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
横
浜
を
中
心
に
事
業
を

行
っ
て
お
り
、
し
か
も
不
動
産
取
引
の
比
率
の
高
い
左
右
田
銀
行
の
ダ
メ
ー
ジ
は
大
変
な

も
の
で
し
た
。
日
銀
は
震
災
手
形
法
の
も
と
で
特
別
融
資
に
よ
り
銀
行
に
資
金
を
供
給
す

る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。
前
出
の
第
13
代
日
銀
総
裁
深
井
に
よ
る
と
日
銀
に
現
れ
た
左

右
田
は
、「
自
分
の
希
望
は
銀
行
の
復
興
と
い
う
事
よ
り
も
こ
れ
迄
左
右
田
家
を
信
頼
し
て

く
れ
た
預
金
者
に
損
害
を
与
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
私
財
の
全
部
を
提
供

す
る
覚
悟
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
い
ま
特
別
融
資
を
受
け
て
開
店
し
一
部
の
預
金
者
に
支

払
を
為
す
よ
り
も
、
寧
ろ
閉
店
の
儘
清
算
整
理
に
入
る
方
が
宜
し
い
」
と
主
張
し
た
と
い

い
ま
す
。
し
か
し
、
左
右
田
銀
行
が
開
業
し
な
い
と
人
心
が
動
揺
し
不
安
に
陥
る
の
で
、

時
機
を
み
て
単
独
整
理
に
入
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
説
得
に
し
た
が
っ
て
、
整
理
を
目

標
と
し
て
開
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

深
井
は
、「
私
は
喜
一
郎
氏
が
学
者
た
る
外
、
人
間
と
し
て
、
又
実
行
家
と
し
て
常
人
に
非
ざ

る
こ
と
を
其
の
晩
年
に
認
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
銀
行
及
び
預
金
者
の
た
め
に
は
其
の
努
力
を

多
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
此
人
を
俗
務
で
煩
わ
す
の
は
惜
し
い
と
思
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

結
果
的
に
は
、
１
９
２
７
年
３
月
に
襲
っ
た
金
融
恐
慌
に
よ
り
名
門
左
右
田
銀
行
は
横
浜

興
信
銀
行
と
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
年
、
左
右
田
は
責
め
を
負
っ
て
、
東
京
商

科
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
の
講
師
、
貴
族
院
議
員
な
ど
一
切
の
公
職
を
辞
し
ま
し
た
。
辞
任

の
報
が
伝
わ
る
と
学
生
有
志
間
に
留
任
運
動
の
動
き
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、
か
え
っ
て
迷
惑

に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
運
動
も
立
ち
消
え
に
な
り
ま
し
た
。

破
綻
し
か
か
っ
た
銀
行
整
理
業
務
中
に
病
魔
に
襲
わ
れ
た
左
右
田
で
し
た
が
、
学
者
と

し
て
の
姿
勢
を
失
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
哲
学
研
究
』
に
『
西
田
哲
学
の
方
法

に
就
い
て
』
と
い
う
論
文
を
発
表
、
こ
れ
が
学
問
上
の
絶
筆
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
２
７
年
８
月
11
日
、
重
患
に
よ
り
逝
去
。
享
年
47
歳
。
ド
イ
ツ
学
会
で
も
大
き
な

存
在
感
を
示
し
た
左
右
田
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
知
己
で
あ
る
エ
ミ
ー
ル
・
レ
ー
デ
ラ
ー

は
、
ド
イ
ツ
の
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
ク
ス
』
に
、
左
右
田
を
悼
む
記

事
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

教
育
者
と
し
て
の
左
右
田
姿
勢
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
１
９
２
５
年
１
月
１
日
号

の
『
一
橋
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
学
生
が
評
す
る
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
評
判
記
」
で
す
。

「
左
右
田
喜
一
郎
氏
（
経
済
哲
学
）
〜
カ
ン
ト
を
通
じ
て
氏
の
思
想
の
覗
わ
れ
る
の
も
今

学
年
限
り
〜

書
物
の
中
に
、
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
問
題
で
は
な
い
。
書
物
を
読

横浜市南仲通り一丁目２番地にあった左右田銀行本店　
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預
金
者
保
護
の
た
め
に
私
財
を
提
供

学
生
の
視
点
で
み
た
左
右
田
の
ゼ
ミ
教
育
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ん
で
、
自
ら
何
を
考
え
た
か
が
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
。
自
ら
考
え
た
る
所
を
出
し

て
之
を
よ
り
合
理
的
な
る
も
の
に
導
い
て
貰
う
点
に
、
指
導
の
意
味
は
存
す
と
云
う
事
が

出
来
る
。
孔
子
に
従
っ
て
『
思
う
』
事
と
『
学
ぶ
』
事
と
を
概
念
上
分
く
る
な
ら
ば
、
寧

ろ
思
わ
ん
が
為
め
に
学
ぶ
所
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
本
質
は
存
す
る
。

用
本
に
は
多
く
カ
ン
ト
の
も
の
を
用
う
る
が
、
学
ぶ
所
は
、
カ
ン
ト
の
読
み
方
で
あ
る
。

或
は
カ
ン
ト
を
通
じ
て
先
生
の
思
想
を
悟
了
す
る
事
で
あ
る
。
先
生
は
自
己
の
哲
学
体
系
よ

り
個
々
の
問
題
に
対
し
て
一
貫
の
説
明
を
与
え
給
う
。
我
等
は
、
こ
の
問
題
の
取
り
扱
い
方

を
通
じ
て
其
の
奥
に
動
く
先
生
自
身
の
プ
リ
ン
ジ
ッ
プ
を
把
持
せ
ん
と
努
む
る
の
で
あ
る
。

斯
く
て
自
己
の
考
え
思
い
得
た
る
最
終
の
点
が
卒
業
論
文
の
内
容
を
な
す
。
併
し
思
惟

は
無
限
の
生
産
過
程
で
あ
る
。
考
う
る
れ
ば
考
う
る
程
、
分
ら
な
く
な
る
事
多
く
解
決
自

身
が
既
に
問
題
を
含
む
。
従
っ
て
他
に
見
る
如
く
報
告
を
堆
積
し
て
以
て
論
文
を
作
成
す

る
事
は
我
等
に
は
到
底
許
さ
れ
ざ
る
約
束
が
あ
る
。
苦
し
き
事
は
苦
し
け
れ
ど
楽
し
み
又

其
の
中
に
あ
り
と
云
う
事
が
出
来
る
」

一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
、
メ
ン
ガ
ー
文
庫
と
左
右
田
文
庫
が
収

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
メ
ン
ガ
ー
文
庫
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
創
始
者
の
一
人
カ
ー
ル
・
メ

ン
ガ
ー
が
収
集
し
た
約
２
万
冊
か
ら
な
る
世
界
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
実
は
、
こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
買
収
し
た
資
金
約
７
万
円
の
う
ち
１
万
円
は
左
右
田
家
か
ら
の
借
入
で
賄

っ
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
左
右
田
に
は
大
学
支
援
者
と
し
て
の
一

面
も
あ
っ
た
の
で
す
。

他
方
、
左
右
田
文
庫
は
、
関
東
大
震
災
で
蔵
書
が
全
て
灰
燼
に
帰
し
た
後
、
亡
く
な
る

ま
で
の
僅
か
３
年
あ
ま
り
の
う
ち
に
蒐
集
し
た
６
５
０
０
余
冊
で
す
。
増
田
四
郎
に
よ
る

と
、「
先
生
は
一
種
の
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
、
猛
烈
な
い
き
お
い
で
、
孜
々

と
し
て
基
本
的
重
要
文
献
を
蒐
集
さ
れ
た
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
左
右
田
喜
一
郎
の
蔵
書

は
、
福
田
徳
三
た
ち
３
教
官
の
斡
旋
で
一
橋
大
学
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

カ
ン
ト
哲
学
を
中
心
と
す
る
哲
学
全
般
に
わ
た
る
秀
逸
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
ひ
ろ
く
自
然
科
学
・
社
会
科
学
の
諸
文
献
を
含
み
、
特
に
美
術
・
芸
術
に
つ
い

て
の
貴
重
書
が
多
数
含
ま
れ
て
、
誠
に
壮
観
と
い
う
ば
か
り
で
す
。

【
左
右
田
喜
一
郎
略
年
譜
】

１
８
８
１
年
（
明
治
14
年
）

１
９
０
４
年
（
明
治
37
年
）

１
９
１
３
年
（
大
正
２
年
）

１
９
１
５
年
（
大
正
４
年
）

１
９
２
０
年
（
大
正
９
年
）

１
９
２
２
年
（
大
正
11
年
）

１
９
２
５
年
（
大
正
14
年
）

１
９
２
７
年
（
昭
和
２
年
）

横
浜
に
生
ま
れ
る
。

横
浜
商
業
学
校
を
経
て
、
東
京
高
等
商
業
学
校
（
現
一
橋
大
学
）
卒
業
。
同
校
で
福
田
徳
三
に
学
ぶ
。

卒
業
後
英
国
、
ド
イ
ツ
に
留
学
。
在
独
中
に
『
貨
幣
と
価
値
』『
経
済
法
則
の
論
理
的
性
質
』
を
著
す
。

東
京
高
等
商
業
学
校
講
師
に
就
任
。

家
業
を
継
ぎ
左
右
田
銀
行
お
よ
び
左
右
田
貯
蓄
銀
行
の
頭
取
に
就
任
。

京
都
帝
国
大
学
（
現
京
都
大
学
）
文
学
部
講
師
。

横
浜
社
会
問
題
研
究
所
を
主
宰
。

貴
族
院
議
員
。

３
月
左
右
田
銀
行
休
業
、
一
切
の
公
職
を
辞
す
。
８
月
11
日
逝
去
。

【
出
所
】

『
左
右
田
喜
一
郎
伝
』（
齋
藤
慶
司
／
著
　
有
隣
堂
／
刊
　
１
９
８
８
年
発
行
）

『
左
右
田
哲
学
へ
の
回
想
』（
左
右
田
博
士
五
十
年
忌
記
念
会
／
編
　
創
文
社
　
１
９
７
５
年
発
行
）

『
大
学
昇
格
と
籠
城
事
件
』（
依
光
良
馨
／
著
　
如
水
会
／
刊
　
１
９
８
９
年
発
行
）

『
左
右
田
文
庫
目
録
』（
１
９
４
２
年
発
行
）

『
一
橋
新
聞
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

※
文
中
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
。

写真：『左右田喜一郎伝』

（1988年 齋藤慶司／著 有隣堂／刊）

からの転載

藤澤五十鈴氏所蔵
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第27回

山
下

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン
先
生
は
、
一
橋
大
学
初
の
女
性
研
究
科

長
で
あ
り
、
一
橋
大
学
の
国
際
化
に
お
け
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の

一
人
で
す
。
そ
し
て
、
私
生
活
で
は
お
嬢
さ
ん
を
も
つ
お
母
さ

ん
。
私
は
メ
ン
タ
ー
と
し
て
、
と
て
も
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
今

日
は
、
Ｈ
Ｑ
の
読
者
の
皆
さ
ま
に
ア
メ
ー
ジ
ャ
ン
先
生
を
ご
紹

介
し
な
が
ら
、
改
め
て
、
生
き
方
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

少
し
長
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
お
話
し
し
ま
す
ね
。
私
は
父
が
ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
母

が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
家
庭
で
育
ち
ま
し
た
。
父
方
の
家
で
は

ア
ル
メ
ニ
ア
料
理
を
食
べ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
の
祭
日
を
祝
い
、
母
の

実
家
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
料
理
を
食
べ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
祭

日
を
祝
っ
て
い
ま
し
た
。
父
が
両
親
と
会
話
す
る
と
き
は
ア
ル

メ
ニ
ア
語
、
母
も
両
親
と
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
話
し
て
い
ま

一
橋
大
学
に
は
、
ユ
ニ
ー
ク
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
女
性
が
豊
富
と
評
判
で
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
27
回
は
、
一
橋
大
学
史
上
初
め
て
の
外
国
人
に
し
て
女
性
の
研
究
科
長
で
あ
る

国
際
企
業
戦
略
研
究
科
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ア
メ
ー
ジ
ャ
ン
教
授
で
す
。

聞
き
手
は
、
商
学
研
究
科
准
教
授
の
山
下
裕
子
で
す
。

クリスティーナ・アメージャン（Christina Ahmadjian）
Harvard University, A.B. (East Asian Studies), Stanford University, MBA,

University of California at Berkeley, Ph. D.

コーポレート･ガバナンス、組織間ネットワーク、日本・アジア企業のマネジメン

ト・プラクティスに対する外資の影響、日本企業の変化について研究。

1982年三菱電機株式会社入社。1987年ベイン・アンド・カンパニー入社。1995

年コロンビア大学ビジネススクール助教授。2001年一橋大学大学院国際企業戦略

研究科助教授、2004年一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、2008年一橋大学

大学院国際企業戦略研究科アソシエイト・ディーン兼教授。2009年エーザイ株式

会社社外取締役。2010年一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長。

国際企業戦略研究科長

クリスティーナ・
アメージャン

商学研究科准教授

山下裕子

Christina Ahmadjian

Yuko Yamashita

一橋の
女性たち

連 載 企 画
初
の
来
日
で
日
本
の
Ｏ
Ｌ
を
体
験
。

個
性
的
な
日
本
の
企
業
文
化
に
触
れ
る
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時
を
刻
む
女ひ

と



し
た
。
で
も
、
両
親
と
も
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
で
す
か
ら
私
と
の
会

話
は
英
語
で
し
た
。

山
下

三
つ
の
国
の
文
化
に
触
れ
な
が
ら
成
長
し
た
わ
け
で
す
ね
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

そ
う
、
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
な
環
境
下
で
育
ち

ま
し
た
か
ら
、
大
学
で
は
異
文
化
に
関
わ
る
こ
と
を
学
び
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
専
攻
を
決
め
る
と
き
、

最
初
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
友
だ
ち
に

「
退
屈
じ
ゃ
な
い
？
」
と
言
わ
れ
て
（
笑
）。
結
局
、
東
ア
ジ
ア
研

究
と
中
国
語
を
専
攻
し
ま
し
た
。
中
国
の
歴
史
等
を
学
ぶ
な
か
で

は
当
然
日
本
に
関
わ
る
部
分
も
出
て
き
ま
す
が
、
当
時
の
私
は
特

に
日
本
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、

私
が
つ
い
た
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
教
授
は
非
常
に
日
本
に
関
心

を
も
っ
て
い
た
人
で
、「
日
本
に
行
っ
て
、
日
本
経
済
の
奇
跡
を

理
解
し
な
さ
い
」
と
勧
め
ら
れ
た
の
で
す
。

山
下

そ
れ
で
日
本
に
い
ら
し
た
。
日
本
に
は
留
学
で
い
ら

し
た
の
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

い
い
え
、
最
初
は
大
阪
で
英
語
学
校
の
教
師
を

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
京
都
の
三
菱
電
機
に
勤
め
て
Ｏ
Ｌ
を

し
ま
し
た
。

山
下

Ｏ
Ｌ
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

は
い
。
女
性
社
員
と
同
じ
制
服
を
着
て
仕
事
を

し
て
い
ま
し
た
。
最
初
の
仕
事
は
灰
皿
当
番
で
、
社
員
が
使
っ
て

い
る
灰
皿
を
洗
い
、
持
ち
主
に
配
る
仕
事
で
す
。
山
の
よ
う
な
灰

皿
を
こ
の
灰
皿
の
持
ち
主
は
こ
の
人
と
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
（
笑
）。
次
が
お
茶

当
番
で
灰
皿
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
人
は
コ
ー
ヒ
ー
で
ブ

ラ
ッ
ク
な
ど
と
、
一
人
ひ
と
り
の
好
み
を
覚
え
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
お
客
さ
ま
が
来
た
と
き
は
わ
ざ
わ
ざ

呼
ば
れ
て
お
茶
を
出
し
ま
し
た
。
上
司
は
「
ク
リ
ス
は
新
入
社
員

で
ハ
ー
バ
ー
ド
を
出
た
の
で
す
よ
」
と
自
慢
す
る
ん
で
す
が
、
お

客
さ
ま
は
笑
い
を
こ
ら
え
て
い
ま
し
た
ね
（
笑
）。
あ
と
は
テ
レ

ッ
ク
ス
の
翻
訳
な
ど
雑
用
が
中
心
で
し
た
。

山
下

映
画
の
『L

ost
in
T
ranslation

』
の
世
界
み
た
い
で

す
ね
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
体
験
ば
か
り
で
し
た

の
で
、
新
鮮
で
逆
に
面
白
か
っ
た
（
笑
）。
で
も
、
こ
の
ま
ま
働

き
続
け
て
も
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
帰
国
し

て
大
学
院
に
入
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

入
学
面
接
で
「
日
本
で
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
す
か
？
」

と
聞
か
れ
た
と
き
に
は
説
明
に
困
り
ま
し
た
が
（
笑
）。

山
下

Ｍ
Ｂ
Ａ
に
進
も
う
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

自
分
の
体
験
か
ら
日
本
に
興
味
を
も
ち
、
日
本

の
ビ
ジ
ネ
ス
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

山
下

そ
の
当
時
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本
企
業
研
究
が
と
て

も
盛
ん
で
し
た
ね
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

１
９
８
０
年
代
は
〝Jap

an
as
N
o.1

〞
の
時

代
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
経
済
の
著
し
い
発
展
に
関
心
を

も
つ
人
が
多
く
、
日
本
は
凄
い
、
日
本
が
好
き
だ
と
賞
賛
が
寄
せ

ら
れ
、
日
本
研
究
を
し
て
い
る
人
は
花
形
で
し
た
ね
。
で
、
Ｍ
Ｂ

Ａ
を
修
了
し
た
段
階
で
教
授
か
ら
博
士
号
の
取
得
を
勧
め
ら
れ
た

の
で
す
。
博
士
号
を
取
得
す
る
た
め

に
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
が
必
要
か

を
担
当
教
授
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
５

年
ぐ
ら
い
は
か
か
る
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
と
き
私
は
す
で
に
29
歳

で
し
た
か
ら
、
５
年
は
長
い
か
な
、

と
…
…
。
実
際
一
度
は
博
士
号
の
道

を
あ
き
ら
め
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

フ
ァ
ー
ム
に
２
年
ほ
ど
勤
務
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
働
い
て
み
て
改
め
て
自
分
の
興
味
が
研
究
と
教
育

に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
博
士
課
程
に
学
ぶ
こ

と
を
決
断
し
、
日
本
に
関
す
る
研
究
で
は
最
高
峰
と
い
わ
れ
た
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
時
点
で
は
、
５
年
か
か
っ
て
も
や
る
価
値
が
あ
る
こ
と
な
の

だ
と
の
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
博
士
号
を
取
得
し
た
あ
と
は
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
教
員
と
し
て
就
職
し
ま
し
た
。

山
下

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
は
ど
ん
な
研
究
を
な
さ
っ
て
い
た
の

で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
就
職
し
た
頃
、
日
本
の
バ

ブ
ル
が
突
然
弾
け
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
私
は
日
本

の
ビ
ジ
ネ
ス
の
在
り
方
に
面
白
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
周
り
か

ら
は
揶
揄
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、
日
本
の
企
業
や
経
済
に
対
す

る
関
心
を
失
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

少
し
俯
瞰
的
に
企
業
活
動
を
見
る
の
も
面
白
い
と
思
い
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
研
究
を
開

始
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
日
本
に
行
っ
て

研
究
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
少
し

消
極
的
で
し
た
。

山
下

そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

京
都
に
い
た
当
時
、
修
学

旅
行
に
来
て
い
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
ガ
イ

ジ
ン
」
と
言
わ
れ
た
り
、
気
安
く
「
ハ
ロ
ー
」

と
声
を
か
け
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
が
苦
痛
だ
っ
た
の
で
す
。
今
だ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。

山
下

私
も
欧
州
に
留
学
し
て
い
た
と
き
は
、
よ
く
「
シ
ノ
ワ

（
中
国
人
）」
と
子
ど
も
た
ち
に
か
ら
か
わ
れ
ま
し
た
（
笑
）。
そ

れ
で
も
再
度
、
日
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

え
え
。
阿
部
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
の
奨
学
金
を

も
ら
い
、
東
京
大
学
に
客
員
研
究
員
と
し
て
招
聘
さ
れ
ま
し
た
。

時
代
の
変
化
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
東
京
は
住
み
や
す
い
街
で

Ｎ
Ｏ.

１
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
を
経
て
、
斜
陽
に
。

日
本
企
業
研
究
か
ら

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
道
へ
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し
た
ね
。
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
奇
異
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
し
、
研
究
す
る
に
し
て
も
豊
富
な
情
報
が
容
易
に
入

手
で
き
ま
す
。

山
下

Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
参
加
さ
れ
た
の
で
す
か
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

あ
る
日
『
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ィ
ー
ク
』
マ
ガ
ジ
ン
の

中
に
、
一
橋
大
学
が
新
し
く
国
際
的
な
Ｍ
Ｂ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

る
と
い
う
記
事
を
発
見
し
、
こ
れ
こ
そ
が
私
が
参
加
し
た
い
プ
ロ

グ
ラ
ム
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
前
研
究
科
長

だ
っ
た
竹
内
弘
高
先
生
に
お
会
い
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

山
下

東
京
で
の
生
活
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
も
快
適
で
し
た
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

私
は
25
歳
で
結
婚
し
、
博
士
号
プ
ロ
グ
ラ
ム
中

に
娘
を
出
産
し
ま
し
た
。
来
日
し
た
と
き
娘
は
７
歳
に
な
っ
て
い

て
、
公
立
の
学
校
に
通
わ
せ
た
の
で
す
が
、
彼
女
も
と
て
も
学
校

を
気
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
事
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
す
ご
く
快

適
で
し
た
。
た
だ
し
、
娘
の
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
だ
け
は
戸
惑
い

ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
娘
の
卒
業
式
の
謝
恩
会
の
余
興
で
親
が

チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
す
る
と
い
う
ん
で
す
。
全
員
参
加
で
練
習

は
必
須
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
あ
い
に
く
と
い
う
か
、
幸
運
に

も
と
い
う
か
、
当
日
は
海
外
出
張
が
入
っ
て
い
た
た
め
参
加
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）。

山
下

あ
、
私
に
も
全
く
同
じ
経
験
が
！

娘
の
幼
稚
園
の
卒
園

式
の
と
き
の
母
親
の
ダ
ン
ス
で
す
。
何
と
半
年
前
か
ら
練
習
！

働

い
て
い
る
と
、
日
中
に
そ
ん
な
時
間
、
と
て
も
取
れ
な
い
。
卒
園

式
の
当
日
、
必
死
に
振
り
を
覚
え
て
踊
り
ま
し
た
。
あ
と
で
リ
ー

ダ
ー
の
女
性
か
ら
「
一
生
懸
命
や
っ
て
い
た
あ
な
た
を
見
て
許
せ

る
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
も
、
ま
た
驚
い
て
し

ま
い
ま
し
た
。
日
本
の
お
母
さ
ん
た
ち
、
ア
メ
ー
ジ
ャ
ン
先
生
に

も
謝
恩
会
の
練
習
を
要
請
し
た
だ
な
ん
て
、
肝
っ
玉
が
据
わ
っ
て

ま
す
ね
（
笑
）。

い
い
機
会
で
す
か
ら
、
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
い
て
の
ア

ド
バ
イ
ス
や
日
米
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
も
お
聞
き
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
か
つ
て
一
橋
大
学
は
と
て
も
女
性
の
少
な
い
大
学
で
、

そ
の
頃
に
卒
業
し
て
社
会
に
出
た
女
性
た
ち
は
、
非
常
に
個
性
が

強
く
ガ
ッ
ツ
が
あ
り
ま
し
た
。
女
性
の
地
位
向
上
の
先
駆
者
的
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
は
社
会
学
部
の
約

40
％
が
女
性
と
い
う
よ
う
に
、
現
代
の
女
性
に
と
っ
て
一
橋
大
学

に
入
学
す
る
こ
と
は
特
別
な
選
択
肢
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、女
子
学
生
た
ち
の
思
考
は
、

だ
ん
だ
ん
保
守
的
に
な
っ
て
き
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

彼
女
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
を
動

機
づ
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

と
思
わ
れ
ま
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

ア
メ
リ
カ
で

も
、
か
つ
て
は
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ

女
性
は
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

を
取
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
冷
静
に
対

処
し
よ
う
と
思
え
ば
、
今
の
時
代

は
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
が
あ
る
は
ず

な
の
で
す
。
で
も
、
そ
う
い
う
こ

と
は
、
学
校
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
こ
が
問
題
か
と
思
い
ま
す
。

山
下

日
本
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
大
学
で
ス
タ
ー
ト
す
る
と

い
う
の
が
実
情
で
す
が
、
も
っ
と
前
の
中
学
・
高
校
の
頃
か
ら
始

め
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
高
校
の
先
生
方
の
あ
い
だ
で
も

キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
、

将
来
の
国
を
背
負
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
を
育
て

て
い
る
一
流
校
ほ
ど
、
受
験
の
圧
力
が
高
い
と
い
う
矛
盾
が
あ
り

ま
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
で
は
高
校
生
が
い
ろ
い
ろ
な
サ
マ
ー
ジ
ョ
ブ

を
し
ま
す
ね
。
知
人
の
医
者
は
、
高
校
生

の
と
き
に
、
自
分
が
本
当
に
医
学
に
向
い

て
い
る
か
ど
う
か
を
知
り
た
く
て
、
病
院

で
働
い
た
そ
う
で
す
。

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

私
は
高
校
時
代
に
バ
イ

オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
研
究
者
に
な
ろ
う
か

と
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
若
い
と
き
は
自
分
が
め
ざ
す

キ
ャ
リ
ア
が
変
わ
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
Ｍ
Ｂ
Ａ
に
し
て

も
多
く
の
人
は
５
〜
６
年
働
い
て
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に

進
学
し
ま
す
。
自
分
を
再
教
育
し
た
り
、
新
し
い
キ
ャ
リ
ア
を

試
す
こ
と
が
で
き
る
自
由
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

一
つ
言
い
た
い
の
は
、
女
性
だ
か
ら
と
、
生
き
る
と
い
う
こ

と
に
こ
と
さ
ら
力
む
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
働
く
こ

と
と
家
庭
を
持
つ
こ
と
は
、
親
の
責
任
で
あ
り
、
そ
こ
に
男
女

の
差
は
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
男
性
は
、

自
分
の
主
た
る
役
割
は
働
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
で
す
し
、
女
性
は
女
性
で
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
も
あ
る
。
仕
事

と
家
庭
の
両
立
を
考
え
た
と
き
、
ど
ち
ら
と
も
、
女
性
の
負
担

に
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

さ
っ
き
お
話
し
し
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
余
興
で
も
そ
う
で
す
が
、
日
本

完
璧
を
め
ざ
し
て
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
無
理
し
て
頑
張
る
だ
け
で
は
、
創
造
性
は
生
ま
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

C
h
r
i
s
t
i
n
a

A
h
m
a
d
j
i
a
n

女
性
は
完
璧
を
目
指
さ
な
く
て
も
い
い
。

自
由
に
生
き
る
こ
と
が

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
つ
な
が
る
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人
は
総
じ
て
完
璧
を
め
ざ
す
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
つ

の
こ
と
を
完
璧
に
行
う
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
な
の
に
、
例
え
ば

仕
事
も
家
事
も
育
児
も
と
、
二
つ
も
三
つ
も
完
璧
に
行
う
な
ん
て

誰
に
も
で
き
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
私
も
博
士
課
程
の
と
き
は
、

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に
育
児
を
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
完
璧
を
め

ざ
そ
う
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
自
分
を
楽
し
め
る
で
し
ょ

う
し
、
工
夫
や
活
路
は
な
い
か
と
考
え
る
ゆ
と
り
も
生
ま
れ
ま
す
。

そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
で

あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
必
要
な
こ
と
。
完
璧
を
め
ざ
し
て

朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
無
理
し
て
頑
張
る
だ
け
で
は
、
創
造
性

は
生
ま
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

山
下

Ｉ
Ｃ
Ｓ
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
か
ら
今
年
で
10
年
で
す
ね
。

こ
の
10
年
を
振
り
返
っ
て
み
て
ど
う
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

個
人
と
し
て
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
よ
。
し
か
し
、
全
く
無
の
状
態
か
ら
、
Ｉ
Ｃ

Ｓ
が
ワ
ー
ル
ド
ク
ラ
ス
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
へ
と
成
長
す
る
過

程
を
見
届
け
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
貢
献
で
き

た
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
国
際
性
に
富
み
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
実
感
で
き
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
で

将
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
育
成
に
関
わ
れ
た
こ
と

は
、
大
変
幸
運
な
こ
と
で
す
。

一橋の女性たち

山
下

次
に
つ
な
げ
る
、
そ
の
夢
は
な
ん
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

私
が
１
９
８
０
年
代
に
日
本
の
企
業
研
究
を
し

て
い
た
と
き
、
一
橋
大
学
は
研
究
の
世
界
で
も
中
心
的
な
位
置
に

い
ま
し
た
。
で
も
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
日
本
企
業
の
衰
退
と
と

も
に
大
学
の
知
名
度
も
落
ち
て
い
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
地

位
を
取
り
戻
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
橋
大
学
は
研
究
者
も

学
生
も
優
秀
な
の
だ
か
ら
、
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
夢

で
あ
り
使
命
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
を
今
以
上
に
進
化
さ
せ
、
ア
ジ
ア
の
中

で
も
ト
ッ
プ
ラ
ン
ク
の
Ｍ
Ｂ
Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
す
る
こ
と
で
す
。

山
下

最
近
、
昔
放
り
出
し
て
し
ま
っ
た
海
外
の
学
会
で
の
発
表

に
力
を
入
れ
て
い
る
ん
で
す
。
日
本
の
デ
ー
タ
と
い
う
だ
け
で

散
々
文
句
を
言
わ
れ
た
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
っ
た
の
で
、
相
当
肩
に
力

を
入
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
日
本
か
ら
よ
く
来
て
く
れ
た
と
、
歓

迎
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。
絶
滅
危
惧
種
に
な
り
つ
つ
あ
る
み
た
い

で
（
笑
）。
失
わ
れ
た
10
年
、
忘
れ
ら
れ
た
日
本
、
と
い
う
の
は
、

結
局
、
自
意
識
過
剰
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

特
別
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
る
の
が
お
か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ

淡
々
と
、
や
る
こ
と
を
や
る
べ
き
な
ん
だ
な
と
。
一
橋
大
学
の
国

際
的
地
位
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
何
が
必
要
で
す
か
？

ア
メ
ー
ジ
ャ
ン

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
す
ね
。
私
は
Ｉ
Ｃ
Ｓ
で
国

際
的
に
通
用
す
る
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
て
る
機
会
を
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
日
本
の
学
生
は
海
外
へ
出
る
と
と
て
も
大
人
し
い
ん
で

す
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
も
日
本
人
同
士
で
集
ま
り
、
授
業
で

も
ほ
と
ん
ど
発
言
し
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
す
ご
く
恵
ま

れ
た
環
境
に
あ
り
ま
す
。
特
に
、
国
際
経
営
戦
略
コ
ー
ス
の
授
業

は
英
語
で
す
し
、
学
生
の
６
割

は
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
で
す
。

そ
の
環
境
の
中
で
、
日
本
人
は
、

海
外
に
留
学
し
た
場
合
の
よ
う

な
「
ゲ
ス
ト
」
で
は
な
く
、「
ホ

ス
ト
」
と
し
て
振
る
舞
わ
な
い

と
い
け
な
い
。
お
の
ず
と
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
よ
う
に
な

り
ま
す
し
、
授
業
で
も
英
語
で

ど
ん
ど
ん
発
言
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
こ
の
恵
ま
れ
た
環
境
を

活
か
し
て
ほ
し
い
と
、
私
は
心

か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

1Q84年、青豆が、首都高速道路の非常用階段

を降りた時、クリスは、日本企業に潜入し、ＯＬ

として働いていたのである。最初の仕事は、灰皿

洗いだった。部署中の男性がマイ灰皿を持ってい

て、それを覚えて、各人に届ける。

オフィスでの喫煙が当たり前だった日本、

“Japan as No.1”という賞賛に気恥ずかしそう

にしていた日本、バブル前夜、レーガノミック

スの経常黒字に当惑する日本、そして、男女雇

用均等法施行前夜の日本である。本当に、1984

年を境に、日本は大きく変貌したのかもしれな

かった。

研究機関としての一橋大学の国際的プレゼン

スが一挙に増大したのもこの時である。名付け

て、ＨＱ84。

神田のＩＣＳのホールに飾られたＯＬ時代の

写真の彼女はビビアン・リーのように愛くるし

く、眩しい。彼女のピンナップを見て初めて、

気付いたのである。ああ、我々の世界では、彼

女がＨＱ84の時を刻んでくれたのかもしれない。

バブルの崩壊とともに、ＨＱ暦は精彩さを失っ

たかのようであった。

ＨＱ84の日本の研究者は楽だったよな～、と

現代の世代は、ため息をつく。日本の事例だけ

で重宝される。今なんて、日本のデータセット

っていうだけで、どれだけ言い訳しなきゃいけな

いことか……。

そもそも、エズラ・ヴォーゲルの著作が出版さ

れていなかったら、こんなにも「日本が日本が」

と思う必要もなかったし、「失われた10年」と悔

しがる必然もなく、「ＧＤＰ第３位」で落胆する

ことなどなかったはずなのである。肥大化した自

己意識は、もともと外から与えられたものだった

のでは？ であれば、おとなしく、その記憶を消

して、それ以前に意識を戻せばいい。

そんなへたれを彼女は叱咤激励し続ける。「黄

金時代の一橋を取り戻さなくては！」彼女とな

らＨＱ暦に賭けてみたい。それでこそ、時を刻む

女
ひと
である。 （山下裕子）

HQ84

対 談 を 終 え て

一
橋
を
世
界
で
有
名
な
大
学
に
し
た
い
。

Ｉ
Ｃ
Ｓ
を
世
界
で
ト
ッ
プ
ラ
ン
ク
の

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
育
て
た
い
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カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭

伊
藤
淳
氏

カ
ト
リ
ッ
ク
目
黒
ア
ン
セ
ル
モ
教
会
は
、
Ｊ
Ｒ
山

手
線
、
東
急
目
黒
線
、
都
営
三
田
線
、
東
京
メ
ト
ロ

南
北
線
の
ど
の
「
目
黒
駅
」
か
ら
も
徒
歩
３
分
の
距
離

に
あ
る
。
今
回
の
〝
個
性
〞
は
、
目
黒
ア
ン
セ
ル
モ
教

会
の
司
祭
・
伊
藤
淳
あ
つ
し

氏
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
と
は
、

神
父
の
こ
と
で
あ
る
。

伊
藤
さ
ん
は
、
１
９
６
１
年
、
神
戸
で
生
ま
れ
た
。

父
親
の
転
勤
に
と
も
な
い
、
神
戸
か
ら
横
浜
、
そ
し
て

千
葉
県
の
市
川
に
移
り
住
ん
だ
。
中
学
・
高
校
は
、
鎌

倉
に
あ
る
中
高
一
貫
校
の
栄
光
学
園
で
学
ん
だ
。
同
校

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
。
伊
藤
さ

ん
は
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
と
出
会

っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
は
、
少
年
の
心
に
響
く
も

One and Only One
個性は主張する 連

載
企
画

第28話

司
祭
へ
の
道
を
選
択
せ
ず

大
手
食
品
会
社
に
就
職



の
が
あ
っ
た
。
伊
藤
さ
ん
が
洗
礼
を
受
け
た
の
は
、
１

９
８
０
年
、
一
橋
大
学
商
学
部
１
年
生
、
19
歳
の
と

き
で
あ
る
。
洗
礼
の
地
は
立
川
教
会
、
洗
礼
名
は
、
ア

シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
。

伊
藤
さ
ん
が
司
祭
に
な
る
べ
く
神
学
院
へ
入
学
し
た

の
は
、
２
０
０
４
年
だ
。
洗
礼
か
ら
実
に
24
年
と
い
う

年
月
が
た
っ
て
い
た
。
こ
の
24
年
を
、
伊
藤
さ
ん
は
「
長

い
逡
巡
」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
間
、
神
学
院

へ
進
む
機
会
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

最
初
は
、
就
職
活
動
の
時
期
を
迎
え
た
頃
で
あ
る
。

そ
の
時
は
、
当
時
、
多
摩
教
会
の
司
祭
で
あ
っ
た
寺

西
英
夫
神
父
か
ら
「
神
学
院
に
い
く
気
は
な
い
か
」

と
誘
わ
れ
た
。
就
職
と
い
う
、
人
生
の
行
く
末
に
大

き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
期
で
あ
る
。
伊
藤
さ
ん
は
「
司
祭
も
考
え
た
」

と
言
う
。
だ
が
、
司
祭
（
に
な
る
こ
と
）「
を
」
で
は

な
く
司
祭
（
に
な
る
こ
と
）「
も
」
と
い
う
助
詞
の
曖

昧
さ
に
、
伊
藤
さ
ん
の
逡
巡
ぶ
り
が
表
れ
て
い
る
。

「
自
分
の
よ
う
な
い
い
加
減
な
人
間
が
神
父
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
な
逡
巡
が
強
く
あ
っ
た
の

で
す
」
と
伊
藤
さ
ん
は
言
う
。

「
逡
巡
」
と
は
、
た
め
ら
っ
た
り
、
尻
込
み
し
た
り

す
る
こ
と
で
あ
る
。

伊
藤
さ
ん
は
、「
自
分
の
よ
う
な
い
い
加
減
な
人
間

が
」
と
言
う
の
だ
が
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
い
い
加
減
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ン
ト
は
、
以
下
の
話
の

中
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
大
学
時
代
は
教
会
活
動
が
中
心
の
生
活
で
し
た
。

勉
強
は
落
第
し
な
い
よ
う
に
抜
か
り
な
く
や
っ
て
は
い

た
も
の
の
、
経
済
と
い
う
分
野
に
特
別
強
い
興
味
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家

の
遠
藤
周
作
さ
ん
が
主
催
し
て
い
た
劇
団
『
樹
座
』
の

メ
ン
バ
ー
と
な
り
舞
台
に
立
っ
た
り
し
て
、
何
と
な
く

楽
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
す
」

こ
れ
を
「
い
い
加
減
な
人
間
」
と
い
う
の
で
は
、

い
さ
さ
か
自
分
に
厳
し
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
る
の

だ
が
…
…
。

「
そ
し
て
、
就
職
活
動
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。
当
時

は
バ
ブ
ル
景
気
前
夜
に
あ
た
り
（
伊
藤
さ
ん
は
１
９
８

４
年
卒
）、
就
職
は
売
り
手
市
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

映
画
研
究
会
に
所
属
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
や

っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
興
味
が
あ
っ
た
の

は
、
映
像
関
係
の
仕
事
で
し
た
。
テ
レ
ビ
局
や
広
告
代

理
店
を
受
け
、
あ
る
民
放
キ
ー
局
か
ら
内
定
を
も
ら
い

ま
し
た
。
た
だ
、
性
根
が
据
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ど

う
し
て
も
マ
ス
コ
ミ
で
働
く
の
だ
、
と
ま
で
は
覚
悟
が

固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
業
界
の
事
情
に
通
じ
た

知
人
か
ら
内
定
を
も
ら
っ
た
テ
レ
ビ
局
に
つ
い
て
『
あ

そ
こ
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
』
と
言
わ
れ
る
と
、
気
持

ち
が
ぐ
ら
つ
い
て
し
ま
う
有
り
様
で
す
」

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭

伊
藤
淳
氏
の

「
長
い
逡
巡
」か
ら
の
脱
却
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伊
藤
さ
ん
は
、
マ
ス
コ
ミ
と
並
行
し
て
不
動
産
、
電

器
、
化
学
、
金
融
、
食
品
な
ど
の
会
社
も
受
験
し
て

い
た
。
い
ず
れ
も
世
の
中
に
名
の
通
っ
た
大
手
企
業

ば
か
り
だ
。

「
マ
ス
コ
ミ
以
外
の
業
界
に
は

特
別
な
関
心
が
な
く
、
失
礼
な
話

で
す
が
、
度
胸
試
し
と
か
滑
り
止

め
の
つ
も
り
で
会
社
訪
問
し
て
い

ま
し
た
。
マ
ス
コ
ミ
の
採
用
試
験

が
始
ま
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
も
ら

っ
て
い
た
内
定
は
全
部
断
り
ま
し

た
が
、
不
安
だ
っ
た
の
で
、
マ
ス

コ
ミ
と
並
行
し
て
あ
る
食
品
会
社
を
受
け
、
内
定
を

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
テ
レ
ビ
局
か
ら
内
定
を

も
ら
っ
た
も
の
の
、
迷
っ
て
何
人
か
の
先
輩
に
相
談

す
る
と
、
十
人
が
十
人
と
も
そ
の
食
品
会
社
を
薦
め

ま
し
た
。
長
く
社
会
人
を
し
て
い
る
方
々
が
そ
う
言

う
の
な
ら
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
こ
に
決

め
ま
し
た
」

お
そ
ら
く
、
伊
藤
さ
ん
に
と
っ
て
「
い
い
加
減
な
人

間
で
あ
る
〝
私
〞」
と
は
、「
人
生
を
突
き
詰
め
て
考
え

る
こ
と
が
な
か
っ
た
〝
私
〞」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
、
21
〜
22
歳
の
大
学
生

で
あ
る
。
当
時
だ
け
で
な
く
現
在
も
「
大
学
生
活
を
何

と
な
く
楽
し
く
過
ご
し
た
」
と
い
う
人
の
ほ
う
が
一
般

的
で
あ
る
。
ま
し
て
「
人
生
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
」

学
生
に
い
た
っ
て
は
、〝
超
〞
が
つ
く
ほ
ど
の
少
数
派

だ
。
加
え
て
、
世
は
バ
ブ
ル
の
時
代
に
差
し
か
か
り
、

就
職
先
に
事
欠
か
な
い
。

た
だ
、
伊
藤
さ
ん
に
は
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
学
生
に

は
な
い
選
択
肢
が
眼
前
に
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
「
司
祭
へ
の
道
」
で
あ

る
。
神
学
院
へ
進
み
司
祭
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の

こ
と
が
な
い
限
り
以
後
の
生
涯

を
聖
職
者
と
し
て
ま
っ
と
う
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
の
場
合
、
妻
帯
は
許
さ
れ
な
い
。
二
十
歳

は

た

ち

を
過
ぎ

た
ば
か
り
の
青
年
が
逡
巡
す
る
の
も
当
然
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
前
掲
の
〝
私
〞
と
は
、「
司

祭
に
な
る
に
は
、
い
い
加
減
な
〝
私
〞」「
司
祭
に
な

る
に
は
、
人
生
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
〝
私
〞」
と
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

食
品
会
社
に
就
職
し
た
伊
藤
さ
ん
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
部
門
に
配
属
さ
れ
た
。

「
課
の
皆
さ
ん
は
、
自
分
た
ち
が
会
社
の
屋
台
骨
を

支
え
て
い
る
、
と
自
負
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
私

は
、
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
放
り
こ
ま
れ
た
の
が

た
ま
た
ま
そ
こ
だ
っ
た
、
と
い
う
程
度
の
認
識
で
し
た

か
ら
、
自
負
な
ど
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
覚
の
足

り
な
い
新
入
社
員
で
し
た
」

先
輩
の
指
導
の
も
と
、
伊
藤
さ
ん
が
最
初
に
担
当

し
た
の
は
、
市
場
で
ト
ッ
プ
の
シ
ェ
ア
を
有
す
る
商
品

で
あ
っ
た
。

「
そ
の
商
品
の
市
場
は
す
で
に
安
定
し
て
い
て
、
今

後
さ
ら
に
拡
大
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
ラ
イ
バ
ル
会
社
と
の
パ
イ
の
奪
い
合
い
と

い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」

仕
事
を
続
け
る
う
ち
に
伊
藤
さ
ん
は
、
こ
の
こ
と
に

疑
問
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
シ
ェ
ア
争
い
に
勝
っ
て
自
社
製
品
の
売
上
を
増
や

す
。
も
し
、
自
社
製
品
だ
け
が
人
々
に
幸
福
を
も
た
ら

し
他
社
の
製
品
は
不
幸
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、（
た
と
え
市
場
が
限
定
さ
れ
て
い
よ
う
が
他
社
と

の
競
争
が
激
し
か
ろ
う
が
）
張
り
切
っ
て
仕
事
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
が
担
当
し

た
商
品
は
内
容
的
に
は
他
社
の
商
品
と
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
違
い
は
な
く
、
消
費
者
が
ど
ち
ら
の
商
品
を
選
ん
で

も
そ
の
人
の
幸
福
と
か
善
と
か
正
し
さ
と
か
に
は
ま
っ

た
く
差
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
ラ
イ
バ
ル
会
社
と
の
競
争
に
疑
問

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
。

伊
藤
さ
ん
は
、「
な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
に
必
死
に
な
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。一
つ
の
パ
イ
を
奪
い
合
う
。

そ
の
こ
と
に
自
分
の
人
生
を
か
け
る
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
に
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。
伊

藤
さ
ん
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
や
り
が
い
も
生
き
が
い
も
見

い
だ
せ
な
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

伊
藤
さ
ん
は
、
会
社
を
辞
め
る
決
心
を
し
た
。
そ
の

と
き
、
入
社
か
ら
３
年
の
月
日
が
た
っ
て
い
た
。
こ
こ

で
司
祭
へ
の
道
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な

い
。
伊
藤
さ
ん
に
は
ま
だ
逡
巡
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
伊
藤
さ
ん
は
、
雑
誌
『
カ
ト
リ
ッ
ク
生
活
』

（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
発
行
）
の
２
０
０
４
年
６
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
「
そ
れ
ぞ
れ
の
召
命
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
辞
め
て
何
を
す
る
の
か
と
考
え
た
と
き
、
司
祭
へ

の
道
も
頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。
し
か
し
司
祭
に
な
る
た

め
に
は
神
の
呼
び
か
け
が
必
要
な
の
に
、
自
分
に
は
そ

ビ
ジ
ネ
ス
に
生
き
が
い
を

見
い
だ
せ
ず
教
師
に
転
職
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の
呼
び
か
け
は
聞
こ
え
な
い
と
感
じ
た
の
で
す
。
そ
こ

で
、
司
祭
に
似
た
仕
事
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校

の
教
師
に
な
っ
て
教
会
へ
の
〝
呼
び
込
み
〞
を
や
ろ
う

と
考
え
ま
し
た
」

な
お
、
各
人
の
使
命
に
関
す
る
神
か

ら
の
呼
び
か
け
、
召
し
出
し
の
こ
と
を

〝
召
命
〞
と
い
う
。

伊
藤
さ
ん
は
、
社
会
学
部
に
学
士
入

学
し
社
会
科
と
英
語
科
の
教
員
資
格
を

取
得
。
そ
し
て
、
中
高
一
貫
制
の
あ
る

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
（
女
子
）
に
就

職
し
た
。
担
当
科
目
は
、
世
界
史
が
中

心
で
、
地
理
や
公
民
も
教
え
た
と
い
う
。

伊
藤
さ
ん
は
、〝
呼
び
込
み
〞
を
14
年

間
続
け
た
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
こ
れ

も
「
長
い
逡
巡
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

伊
藤
さ
ん
が
い
う
〝
呼
び
込
み
〞
と
は
、
教
師
の
仕

事
を
通
じ
て
信
者
で
は
な
い
人
に
福
音
を
伝
え
る
こ

と
。
つ
ま
り
、「
宣
教
」
で
あ
る
。
だ
が
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ス
ク
ー
ル
な
ら
生
徒
に
信
者
が
多
く
、〝
呼
び
込
み
〞

の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
般
人
の
印
象
は
こ

う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。

日
本
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
場
合
、
洗
礼
を
受

け
て
い
る
生
徒
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
伊
藤
さ
ん
が
勤

務
し
た
学
校
も
例
外
で
は
な
く
、
洗
礼
を
受
け
て
い
る

生
徒
は
、
全
体
の
５
％
程
度
だ
っ
た
。
伊
藤
さ
ん
に
よ

る
と
「
そ
れ
で
も
多
い
ほ
う
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い

て
学
ぶ
授
業
も
行
わ
れ
る
か
ら
、
生
徒
に
は
信
仰
に
関

す
る
下
地
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
〝
呼
び
込
み
〞

も
成
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
召
命
」
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

「
教
師
の
仕
事
を
と
お
し
て
、
時
に
は
福
音
宣
教
の

喜
び
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
宗
教
科
の

担
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
歴
史
の
授
業
や
課

外
活
動
、
果
て
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
の
部
活
動
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
チ
ャ
ン
ス
を
使
っ
て
イ
エ
ス
に
つ
い
て
伝

え
、
小
さ
な
人
々
＊
と
と
も
に
い
る
機
会
を
つ
く
り
ま

し
た
。
多
く
の
生
徒
は
そ
れ
ら
を
素
直
に
受
け
入
れ
て

く
れ
、
な
か
に
は
神
の
招
き
に
応
え
、
洗
礼
の
恵
み
に

あ
ず
か
っ
た
者
も
い
ま
し
た
」

〝
呼
び
込
み
〞
に
よ
り
「
洗
礼
の
恵
み
に
あ
ず
か
っ

た
者
（
生
徒
）
も
い
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

伊
藤
さ
ん
の
努
力
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
た
わ
け

だ
。
し
か
し
、
伊
藤
さ
ん
は
、
14
年
の
勤
務
を
へ
て

学
校
を
辞
め
、
教
師
も
辞
め
た
の
で
あ
る
。

学
校
と
教
師
を
辞
め
た
理
由
は
、
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
学
校
が
受
験
実
績
ば
か
り
を

問
題
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、〝
呼
び
込
み
〞
に
対
す

る
疑
問
で
あ
っ
た
。

「
教
師
の
仕
事
を
と
お
し
て
〝
呼
び
込

み
〞
を
行
う
。
私
は
こ
れ
を
神
父
に
似
た

行
為
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
似
て
非
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
似
た
も
の
は
、

決
し
て
本
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」

教
師
を
続
け
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
て

い
た
伊
藤
さ
ん
は
、
講
演
の
た
め
に
来
校
し
た
旧
友
の

晴
佐
久
昌
英
神
父
に
相
談
し
た
。
晴
佐
久
神
父
は
伊
藤

さ
ん
に
、「
も
う
、
外
で
〝
呼
び
込
み
〞
を
す
る
の
は

終
わ
り
に
し
て
、
中
に
入
っ
て
は
」
と
促
し
た
。

伊
藤
さ
ん
が
司
祭
に
な
る
決
心
を
し
た
際
、
そ
の
背

中
を
押
し
て
く
れ
た
人
は
、
晴
佐
久
神
父
を
は
じ
め
何

人
も
い
る
が
、
大
木
章
次
郎
神
父
の
影
響
も
少
な
く
な

か
っ
た
。

大
木
神
父
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
ポ
カ
ラ
で
障
害
児
の
た

め
の
学
校
を
つ
く
り
、
何
十
年
も
運
営
し
て
き
た
方
で

あ
る
。
学
校
を
辞
め
た
伊
藤
さ
ん
は
、
ポ
カ
ラ
に
大
木

神
父
を
訪
ね
た
。
２
０
０
３
年
の
秋
の
こ
と
だ
。

「
ポ
カ
ラ
の
街
は
湖
の
ほ
と
り
に
あ
り
、
す
ぐ
近
く

に
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
そ
び
え
る
と
て
も
美
し
い
と
こ
ろ
で
し

た
。
あ
る
日
、
め
ず
ら
し
く
湖
畔
の
食
堂
ま
で
夕
食
を

One and Only One

「
司
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と
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院
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学
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食
べ
に
出
た
と
き
、
ビ
ー
ル
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
大

木
神
父
様
は
『
と
に
か
く
人
と
か
か
わ
る
仕
事
だ
け
は

続
け
な
さ
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
」

大
木
神
父
は
教
育
者
で
も
あ
り
、
広
島
学
院
や
栄
光

学
園
で
教
壇
に
立
っ
て
い
た
頃
か
ら
「
他
人
の
幸
せ
に

尽
く
す
人
た
れ
」
と
教
え
、
ま
た
、
ポ
カ
ラ
で
そ
れ
を

実
践
し
て
き
た
。
そ
の
大
木
神
父
か
ら
「
人
と
か
か
わ

る
仕
事
を
続
け
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
司
祭
職
を
意
識
し
な
が
ら
な
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校

教
師
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
辞
め
た
と
な
れ
ば
、
あ
と

は
神
父
に
な
る
以
外
に
道
は
な
い
、
と
決
心
し
ま
し
た
」

帰
国
し
た
伊
藤
さ
ん
は
、
翌
２
０
０
４
年
４
月
、
司

祭
に
な
る
た
め
「
東
京
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
」
に
入
学

し
た
。
洗
礼
を
受
け
て
24
年
、
進
路
に
迷
い
つ
つ
企
業

へ
の
就
職
を
選
択
し
て
か
ら
20
年
が
た
っ
て
い
た
。

「
長
い
、
長
い
逡
巡
」
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
は
、
大
き
く
「
修
道
司
祭
」
と

「
教
区
司
祭
」
に
分
か
れ
る
。
伊
藤
さ
ん
が
入
学
し
た

東
京
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
は
、
教
区
司
祭
養
成
を
目
的

と
し
て
い
る
。

２
０
０
９
年
、
東
京
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
と
福
岡
サ

ン
・
ス
ル
ピ
ス
大
神
学
院
の
合
同
に
よ
り
「
日
本
カ
ト

リ
ッ
ク
神
学
院
」
が
開
校
さ
れ
た
。
伊
藤
さ
ん
は
、
そ

の
第
１
回
卒
業
生
だ
。
養
成
期
間
は
６
年
（
哲
学
２
年
、

神
学
４
年
）
で
あ
る
。

「
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
世
界
中
を
教
区
と
い
う
行
政

区
分
に
区
割
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
教
区
の
長
が
司

教
。
司
教
の
手
足
と
な
っ
て
教
区
内
で
司
牧
に
あ
た
る

の
が
教
区
司
祭
で
す
」

司
祭
が
教
会
を
運
営
し
信
徒
を
指
導
す
る
こ
と
を

〝
司
牧
〞
と
い
う
。

神
学
生
は
20
代
、
30
代
が
中
心
で
、
伊
藤
さ
ん
の
よ

う
に
40
代
で
神
学
院
に
入
学
し
た
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
多

く
な
い
。
し
か
し
こ
の
年
齢
の
差
は
、「
神
学
生
・
伊

藤
淳
」
に
と
っ
て
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
が
設
け
て
い
る
「
入
学
志

願
者
の
資
格
」
の
ト
ッ
プ
に
、「
生
涯
、
司
祭
と
し
て
自

分
を
さ
さ
げ
る
決
意
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
一

項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
部
外
者
か
ら
す
る
と
「
君
は

神
一
筋
に
生
き
る
覚
悟
は
で
き

て
い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

若
い
神
学
生
の
中
に
は
、
入
学

後
、
司
祭
と
し
て
歩
む
人
生
に

迷
い
を
感
じ
辞
め
て
し
ま
う
人

も
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
、

こ
の
一
項
は
重
い
。
で
は
、
伊

藤
さ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

「
私
は
20
年
も
俗
世
間
で
迷
い
、
悩
み
、
逡
巡
し
た
結

果
『
こ
の
道
し
か
な
い
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
着

き
ま
し
た
。
若
い
神
学
生
が
神
学
院
の
中
で
悩
む
こ
と

を
、
私
は
す
で
に
外
で
経
験
し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、

在
学
中
に
迷
っ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

神
学
院
で
学
び
、
司
祭
に
な
り
、
教
区
司
祭
の
使
命

を
ま
っ
と
う
す
る
。
伊
藤
さ
ん
は
、
神
学
院
へ
の
入
学

後
、
そ
の
意
志
が
ま
す
ま
す
固
く
な
っ
た
と
い
う
。

伊
藤
さ
ん
は
神
学
院
の
６
年
間
に
つ
い
て
、「
神
学

は
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
面
白
か
っ
た
。
勉
強
す
る
こ
と

が
将
来
司
祭
職
に
役
立
つ
、
と
い
う
感
じ
よ
り
も
、
単

純
に
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
自
分
の
信
仰
が
ど

ん
ど
ん
深
く
な
り
変
わ
っ
て
い
く
実
感
が
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
あ
り
ま
し
た
。
神
様
っ
て
本
当
に
す
ご
い
で

す
よ
」
と
言
う
。

入
学
か
ら
５
年
後
の

２
０
０
９
年
３
月
15
日
、

助
祭
叙
階
。
翌
２
０
１

０
年
３
月
７
日
、
司
祭

叙
階
。
神
学
院
修
了
後
、

東
京
教
区
の
カ
ト
リ
ッ

ク
目
黒
ア
ン
セ
ル
モ
教

会
に
赴
任
。
住
ま
い
は

教
会
内
の
宿
舎
で
あ
る
。

現
在
、
伊
藤
神
父
は
、
日
曜
日
の
ミ
サ
（
４
回
中
２

回
）
を
執
り
行
う
ほ
か
、
結
婚
式
や
葬
儀
の
司
式
、
教

会
運
営
の
た
め
の
各
種
委
員
会
活
動
、
信
徒
や
洗
礼
志

願
者
の
た
め
の
勉
強
会
、
さ
ら
に
は
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク

ー
ル
で
の
聖
書
入
門
講
座
の
講
師
…
…
と
日
々
多
忙

で
あ
り
、
決
ま
っ
た
休
日
は
な
い
。

伊
藤
神
父
は
、
社
会
学
部
の
阿
部
謹
也
ゼ
ミ
に
所
属

し
て
い
た
。
研
究
テ
ー
マ
は
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
中
世

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
も
の
だ
。

の
ち
に
学
長
も
務
め
た
阿
部
教
授
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
史
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
中
世
史
の
研
究
で
は
日
本

の
泰
斗
で
あ
る
。
そ
の
著
書
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き

男
　
伝
説
と
そ
の
世
界
』（
平
凡
社
）
は
、
ド
イ
ツ
中
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世
史
に
暗
い
人
間
に
も
刺
激
的
な
内
容
で
、
研
究
書

と
い
う
枠
を
超
え
て
と
に
か
く
面
白
い
。

「
阿
部
先
生
は
大
変
に
懐
の
深
い
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
史
の
ゼ
ミ
な
の
に
何
を
研
究
し
て
も
よ
い
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ゼ
ミ

の
メ
ン
バ
ー
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
そ
の
人

間
同
士
の
つ
な
が
り
は
魅
力
的
で
、
今
で
も
先
輩
、
後

輩
を
含
め
付
き
合
い
が
続
い
て
い
ま
す
」

バ
ラ
エ
テ
ィ
と
は
「
型
に
は
め
な
い
」
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
の
「
型
に
は
め
な
い
」
は
、
阿
部
ゼ
ミ
に
と
ど

ま
ら
ず
、
一
橋
大
学
の
校
風
の
一
面
を
表
し
て
い
る
。

「
一
橋
出
身
の
現
役
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
は
、
私
が
知

っ
て
い
る
だ
け
で
も
４
人
は
い
ま
す
。
２
０
０
７
年

に
亡
く
な
っ
た
濱
尾
文
郎
枢
機
卿
も
一
橋
で
し
た
。

ま
た
、
卒
業
後
、
医
学
部
に
入
り
な
お
し
た
友
人
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
司
法
試
験
を

受
け
て
法
曹
界
で
活
躍
し
て
い
る
人

も
大
勢
い
る
。
私
は
教
員
免
許
を
取

る
た
め
社
会
学
部
に
学
士
入
学
し
た

の
で
す
が
、
同
じ
よ
う
に
再
入
学
し

た
同
級
生
の
中
に
は
、
教
員
免
許
を

取
る
た
め
銀
行
を
辞
め
て
き
た
人
も

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
『
本
気
で
教

員
を
目
指
す
』
と
い
う
人
が
周
り
に

何
人
も
い
ま
し
た
」

「
学
生
を
型
に
は
め
な
い
」
と
い
う

大
学
は
一
橋
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
伊
藤
神
父
に
よ
る
と
「
一
橋
の

場
合
、
阿
部
ゼ
ミ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

応
援
し
よ
う
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
」
と
の
こ
と

だ
。
そ
の
阿
部
先
生
に
つ
い
て
、
伊
藤
神
父
か
ら
ひ
と

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
う
か
が
っ
た
。
こ
れ
を
紹
介
す
る

こ
と
で
、
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

「
阿
部
先
生
は
中
学
生
の
と
き
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗

礼
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
時
は
司
祭
に
な
る
こ
と

も
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
は
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
離
れ
、
ご
自
分
は
無
神
論
者
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
か
ら
４
年
前
の
７
月
に
、
何
人
か

の
ゼ
ミ
の
仲
間
で
先
生
と
会
食
し
た
際
、
私
が
教
師
を

辞
め
て
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
お

伝
え
す
る
と
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
は
い
い
で
す
ね
。
私
も

洗
礼
を
受
け
た
と
き
、な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

気
持
が
ス
ー
ッ
と
、
清
々
し
く
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い

ま
す
よ
』
と
遠
く
を
見
つ
め
な
が
ら
何
度
も
お
っ
し
ゃ

り
、
さ
ら
に
私
に
向
か
っ
て
、『
死
ぬ
と
き
に
は
、
伊

藤
に
終
油
の
秘
跡
（
病
者
の
塗
油
の
秘
跡
）
を
し
て
も

ら
お
う
か
な
』
と
さ
え
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
冗
談

と
も
本
気
と
も
つ
か
な
い
お
っ
し
ゃ
り
方
で
し
た
が
、

私
は
心
の
奥
底
に
何
か
響
く
も
の
を
感
じ
て
ド
キ
ド
キ

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
２
か
月
ほ
ど
た
っ
た
２
０

０
６
年
９
月
４
日
、
先
生
は
人
工
透
析
の
最
中
に
容
態

が
悪
化
し
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

あ
の
と
き
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
司
祭
と
な
っ
た
今
で
も
私
の
中
で
静
か
に
響
き
続

け
て
い
ま
す
」

伊
藤
神
父
は
、「
神
は
愛
で
す
」
と
言
う
。
長
い
逡

巡
を
経
て
司
祭
の
道
に
た
ど
り
つ
い
た
伊
藤
神
父
の
ま

な
ざ
し
は
、
深
い
愛
に
包
ま
れ
て
い
た
。
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石

懐
か
し
い

ね
。
君
は
僕
の

ゼ
ミ
の
６
期
生

だ
っ
た
と
思
う

の
だ
け
れ
ど
。

今
日
の
対
談
に

備
え
て
、
ち
ょ

っ
と
当
時
の
名

簿
を
見
て
き
た

ら
、
毎
年
僕
の
ゼ
ミ
に
は
10
名
と
か
12

名
ま
と
ま
っ
て
、
勉
強
の
方
は
さ
て
お

き
、
元
気
の
良
い
の
が
集
ま
っ
て
い
た

な
と
思
う
よ
。

松
井

そ
う
言
わ
れ
る
と
辛
い
の
で
す

が
。
当
時
の
仲
間
と
は
今
で
も
頻
繁
に

会
っ
て
い
ま
す
。

石

ゼ
ミ
と
い
う
の
は
一
生
の
仲
間
を

作
る
良
い
機
会
だ
か
ら
な
。

松
井

当
時
先
生
の
ゼ
ミ
は
、
ほ
と
ん

ど
が
体
育
会
系
の
学
生
で
し
た
ね
。

石

勉
強
の
方
で
は
、
だ
い
ぶ
し
ご
い

た
か
ら
、
随
分
と
学
生
生
活
が
充
実
し

た
で
し
ょ
う
？

松
井

ま
あ
、
そ
う
で
す
ね
。

石

今
社
会
人
に
な
っ
て
学
生
時
代
を

振
り
返
っ
て
み
て
、
一
橋
の
良
さ
と
い

う
の
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
だ
い
？

松
井

け
っ
こ
う
自
由
だ
っ
た
。
そ
し
て

〝
ゼ
ミ
〞
と
い
う
の
が
一
橋
の
一
番
の
象

徴
だ
と
思
い
ま
す
。一
橋
＝
ゼ
ミ
で
す
ね
。

石

僕
が
入
学
し
た
の
は
１
９
５
７
年

だ
け
ど
、
当
時
は
経
済
学
を
や
る
な
ら

一
橋
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
し
、
東
大

や
京
大
の
経
済
学
と
比
べ
る
と
少
人
数

制
の
ゼ
ミ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
求

め
て
入
っ
て
き
た
。

松
井

今
で
も
ゼ
ミ
が
中
心
な
の
で
し

ょ
う
か
？

石

状
況
や
雰
囲
気
は
随
分
変
わ
っ
た

と
思
う
け
ど
ね
。
今
の
先
生
方
の
奥
さ

ん
は
、
職
に
就
い
て
い
る
人
が
多
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
昔
の
よ
う
に
家

族
ぐ
る
み
で
付
き
合
う
な
ん
て
こ
と
が

難
し
く
な
る
。

松
井

ゼ
ミ
は
、
一
つ
の
家
族
み
た
い

な
感
じ
で
し
た
よ
ね
。
先
生
の
お
宅
に

も
何
回
も
お
邪
魔
し
ま
し
た
し
、
先
生

の
好
き
だ
っ
た
山
登
り
な
ん
か
も
ご
一

緒
し
ま
し
た
。

石

そ
の
本
は
君

の
卒
論
の
テ
ー
マ

か
？

松
井

こ
れ
は
、

た
ま
た
ま
本
箱
で

埃
を
被
っ
て
い
た

も
の
を
取
り
出
し

て
き
た
ん
で
す

が
、
３
年
の
と
き
の
テ
キ
ス
ト
で
す
。

石

読
ん
だ
あ
と
が
歴
然
と
残
っ
て

い
る
ね
。

松
井

内
容
は
…
…
石
先
生

に
言
わ
れ
て
感
じ
た
こ
と
が
、

こ
う
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

「
我
は
す
っ
か
り
自
信
を
失

い
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
我

は
今
後
、
恥
の
上
塗
り
を
し

な
が
ら
で
も
、
ず
う
ず
う
し
く
出
し
ゃ

ば
る
覚
悟
を
す
。
人
生
最
悪
の
日
。
５

月
18
日
」
結
構
ウ
ブ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
け

ど
「
こ
こ
か
ら
何
ペ
ー
ジ
ま
で
訳
せ
」

と
先
生
に
言
わ
れ
て
徹
夜
し
て
訳
し
た

ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、「
そ
ん
な
の
聞
い

て
い
る
暇
は
な
い
。
も
っ
と
勉
強
し
て

こ
い
。
今
日
は
時
間
の
無
駄
だ
か
ら
、

や
り
直
し
」
と
言
わ
れ
て
。

石

僕
は
原
書
主
義
だ
っ
た
の

で
、
訳
本
の
な
い
原
書
を
み
ん

な
に
読
ま
せ
る
。
経
済
学
は
輸

入
学
問
で
、
欧
米
の
学
問
を
輸

入
す
る
な
か
で
国
際
人
を
作
り

た
い
と
思
っ
て
い
た
。
原
書
を

読
ま
せ
る
こ
と
で
、
学
生
の
外
国
語
に
対

す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
を
払
拭
し
た
か
っ
た
。

松
井

原
書
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読

み
通
す
と
い
う
経
験
は
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
も
、
あ
ま
り
な
い
で
す
か
ら
ね
。

し
ご
か
れ
た
の
か
な
あ
、
と
思
い
ま
す

け
ど
ね
。
改
め
て
恐
怖
を
覚
え
た
。
そ

れ
で
も
結
局
思
い
出
す
の
は
ク
ラ
ブ
と

ゼ
ミ
の
思
い
出
な
ん
で
す
。

松
井

先
生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
の
は
「
こ
れ
か
ら
は
海
外
な
ん
だ
」

と
。
日
本
で
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
や
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
海
外
に
雄
飛
し
て

ち
ゃ
ん
と
や
れ
と
。

石

君
な
ん
か
は
そ
れ
を
率
先
し
て
や

パ
イ
オ
ニ
ア
を
育
て
た
い

厳
し
く
も
温
か
い
存
在

松
井
氏
が
一
冊
の
本
を
取
り
出
す

卒
業
ア
ル
バ
ム
を
見
て
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対談

大
学
紹
介
テ
レ
ビ
番
組
に
て
、

前
学
長
石
弘
光
氏
と
松
井
証
券
社
長
・
松
井
道
夫
氏
が

大
学
伝
統
の
ゼ
ミ
の
魅
力
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た

２
０
１
０
年
７
月
18
日
に
放
送
（
再
放
送
８
月
15
日
）
さ
れ
た
、
Ｂ
Ｓ
日
テ
レ
番
組
「
大
学
を
知
ろ
う
〜
知
の
道
し
る
べ
〜
」
内
に
て
、

前
学
長
石
弘
光
氏
と
教
え
子
で
あ
っ
た
松
井
道
夫
氏
（
松
井
証
券
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
）
が

一
橋
大
学
の
伝
統
で
あ
る
〝
ゼ
ミ
〞
を
テ
ー
マ
に
対
談
を
行
い
ま
し
た
。

記
事
で
は
、
当
日
放
送
さ
れ
た
お
２
人
の
対
談
内
容
を
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。



っ
て
く
れ
た
方
だ
と
思
う
な
。
僕
の
ゼ

ミ
は
財
政
学
だ
っ
た
か
ら
官
僚
や
金
融

業
界
に
行
く
者
が
多
か
っ
た
。
し
か
し

君
は
、
日
本
郵
船
に
就
職
し
た
。
僕
の

ゼ
ミ
と
し
て
は
パ
イ
オ
ニ
ア
だ
よ
ね
。

そ
の
後
奥
さ
ん
と
出
会
っ
て
、
松
井
証

券
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
。

松
井

先
生
に
は
仲
人
も
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
ね
。

石

新
し
い
ネ
ッ
ト
証
券
に
着
手
し
て
、

ま
さ
に
証
券
界
の
革
命
児
だ
よ
ね
。

新
し
い
こ

と
を
や
る
に

は
、
周
り
の

抵
抗
な
ど
が

あ
っ
て
、
大

変
だ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
？

松
井

あ
の

と
き
は
、
恐
怖
感
な
ど
全
く

感
じ
な
か
っ
た
。
今
や
れ
と

言
わ
れ
た
ら
、
で
き
な
い
か

も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

石

い
う
な
れ
ば
、
一
種
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
ね
。
う

ち
の
大
学
か
ら
と
い
う
と
、

君
と
楽
天
の
三
木
谷
君
だ
よ
ね
。
新
し

い
媒
体
を
使
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
裾
野
を

広
げ
た
と
い
う
意
味
で
は
。
ま
た
、
証
券

会
社
と
い
う
の
は
、
銀
行
に
比
べ
る
と

異
質
だ
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

け
れ
ど
、
君
ら
若
手
の
経
営
者
が
出
て

き
て
随
分
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
よ
ね
。

松
井

そ
う
言
っ
て
頂
け
る
の
は
嬉
し

C
a
p
ta
in
s
o
f
In
d
u
s
try

の
神
髄

い
の
で
す
が
、
単
純
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
反
権
力
な
ん
で
す
ね
。

石

反
権
力
？

君
に
向
い
て
い
る
ね
。

松
井

自
分
で
新
し
い
も
の
を
自
分
の

信
念
に
そ
っ
て
や
っ
て
い
く
。
そ
う
い

う
精
神
が
一
橋
の
根
底
に
あ
る
と
思
う
。

石

僕
も
そ
う
思
う
よ
。
旧
帝
大
と
い

わ
れ
る
東
大
や
京
大
な
ど
は
「
官
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
そ
の
点
、
僕
が
一

橋
に
来
た
と
き
感
じ
た
魅
力
は
「
民
間
」、

要
す
る
に
「
民
」
の
方
か
ら
日
本
経
済

を
支
え
る
と
い
う
理
念
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
反
権
力
と
い
う
色
彩
が
強
か
っ

た
。
今
は
、
随
分
色
彩
が
変
わ
っ
た
よ

う
だ
け
れ
ど
。

松
井

当
時
と
大
学
の
雰
囲
気
は
変
わ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
新
た
な
試
み
も

始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
石
先
生
の

あ
と
に
学
長
に
就
任
さ
れ

た
杉
山
さ
ん
と
先
日
お
話

し
し
た
と
き
に
、
面
白
い

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
一
橋
と
い
う
の
は
、

１
学
年
全
学
部
合
わ
せ
て

せ
い
ぜ
い
１
０
０
０
人
ぐ

ら
い
し
か
い
な
い
。
た
だ

世
界
各
国
か
ら
来
て
い
る
留
学
生
の
比

率
は
一
番
高
い
。
こ
れ
か
ら
は
バ
ー
タ

ー
だ
と
。
海
外
か
ら
迎
え
て
、
今
度
は

一
橋
の
学
生
を
外
に
出
す
。
将
来
的
に

は
一
橋
の
卒
業
要
件
と
し
て
１
年
間
の

留
学
を
義
務
付
け
る
。

石

良
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

松
井

我
々
の
時
代
は
海
外
に
行
き
た

く
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
無
理
し
て

で
も
海
外
に
行
っ
た
。
今
の
若
い
人
た

ち
は
、
無
理
し
な
く
て
も
当
た
り
前
に

行
け
る
か
ら
、
逆
に
発
想
が
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

石

あ
え
て
苦
し
い
留
学
を
す
る
の
は

嫌
だ
と
か
、
世
界
の
最
先
端
で
頑
張
る

の
を
嫌
が
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

自
分
が
年
を
取
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
若
者
は
覇
気
が
無
く
な
っ

て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。

松
井

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
か
ら
、

今
の
若
い
者
は
…
…
み
た
い
な
こ
と
は

あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
一
橋
大
学
と
い
う

の
は
、
伝
統
的
に
家
族
主
義
的
な
後
輩

思
い
の
大
学
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
な

か
で
先
輩
が
後
輩
に
対
し
て
「
お
前
ら
、

こ
れ
が
良
い
か
ら
、
あ
え
て
や
れ
」
と

言
え
る
。
私
た
ち
の
価
値
観
を
強
引
に

押
し
付
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
良
い
よ

う
に
思
う
ん
で
す
。

石

ま
あ
、
数
が
少
な
い
か
ら
凄
く
親

し
み
が
湧
い
て
、
結
束
が
固
い
と
こ
ろ

が
一
橋
の
特
色
で
、
お
そ
ら
く
産
業
界

経
済
界
で
も
一
橋
独
特
の
繋
が
り
・
絆

が
あ
る
。

松
井

し
か
し
こ
う
し
た
結
束
力
は
諸

刃
の
剣
で
、
ち
ょ
っ
と
間
違
え
る
と
つ

ま
ら
な
い
閥
に
な
り
ま
す
か
ら
。
こ
う

い
う
こ
と
は
一
橋
と
し
て
は
反
権
力
だ

し
、
徒
党
を
組
む
な
ん
て
冗
談
じ
ゃ
な

い
。
一
つ
の
価
値
観
の
も
と
で
プ
ラ
イ

ド
を
持
っ
て
日
本
の
た
め
に
や
る
ん
だ
、

そ
ん
な
精
神
を
共
有
す
る
こ
と
が
大
事

な
の
だ
と
思
う
。

石

う
ち
の
ゼ
ミ
と
い
う
の
は
、
28
期

生
ま
で
い
て
、
３
０
０
人
を
き
る
く
ら

い
の
人
数
だ
と
思
う
け
ど
、
学
年
ご
と

に
、
元
気
な
や
つ
が
必
ず
い
る
。
社
長

に
な
っ
た
り
、
最
近
に
な
っ
て
副
大
臣

も
出
て
き
た
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
新
し
い
分
野
に
人
材
を
輩
出
し
た

か
な
と
思
う
。
元
気
な
や
つ
が
頑
張
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
教
師
と
し
て
は
非

常
に
楽
し
い
。

石

今
後
も
一
橋
大
学
は
色
々
な
展
望

を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、

こ
れ
か
ら
先
の
学
生
に
対
す
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
は
？

松
井

日
本
は
元
気
が
な
い
、
先
が
な

い
な
ん
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は

こ
ん
な
に
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
あ

る
国
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

石

僕
の
世
代
は
、
日
本
経
済
の
発
展

と
崩
壊
を
見
て
き
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
感
じ
て
い
る
。
君
の

言
う
通
り
だ
と
思
う
。

松
井

僕
は
４
年
ぐ
ら
い
前
に
一
橋
大

学
で
講
演
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に

と
て
も
印
象
深
い
学
生
と
出
会
い
ま
し

た
。
当
時
彼
は
４
年
生
で
、「
就
職
ど
う

す
る
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
先
輩
、
私

は
就
職
を
せ
ず
、
前
か
ら
夢
だ
っ
た
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
学
校
に

入
り
直
し
た
い
。
家

族
み
ん
な
か
ら
反
対

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

夢
は
果
た
し
た
い
」

と
彼
は
言
い
ま
し
た
。

僕
は
こ
の
学
生
と
話

を
し
て
、
若
い
や
つ

ら
も
決
し
て
捨
て
た

も
ん
じ
ゃ
な
い
、
と

思
い
ま
し
た
。

石

つ
い
先
週
１
期

生
の
集
ま
り
が
あ
っ
て
、
医
者
に
な
っ

た
者
が
い
る
。
ま
っ
た
く
異
業
種
の
と

こ
ろ
で
頑
張
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、

一
橋
の
卒
業
生
の
特
色
だ
と
思

う
。
自
由
な
ん
だ
な
。

松
井

そ
れ
に
倣
え
と
は
言

わ
な
い
け
れ
ど
、
プ
ラ
イ
ド
を

持
っ
て
や
る
と
い
う
の
は
非

常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
よ
。

石

リ
ス
ク
を
取
ら
な
い
と
い

け
な
い
よ
う
な
？

松
井

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

石

そ
れ
が
「C

ap
tain
s
of

Industry

」
の
神
髄
な
ん
だ
な
。
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き
っ
か
け
は
誕
生
日
に
届
い
た
一
通
の
電
報
だ
っ
た
。「
お
誕
生
日
お
め

で
と
う
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
入
っ
た
筒
と
は
別
に
、
き
れ
い
な
小
箱
が
添
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
箱
の
中
の
色
鮮
や
か
な
贈
り
物
、
そ
れ
が
プ
リ
ザ
ー
ブ

ド
フ
ラ
ワ
ー
だ
っ
た
。
電
報
を
受
け
取
る
だ
け
で
も
日
頃
あ
ま
り
な
い
こ
と

だ
っ
た
が
、
電
報
に
添
え
て
花
ま
で
も
贈
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
知
ら
な
か

っ
た
の
で
、
私
は
嬉
し
い
驚
き
を
覚
え
た
。
そ
し
て
同
時
に
心
が
文
字
通
り

華
や
か
な
気
分
に
な
っ
た
。
こ
の
心
に
残
る
贈
り
物
が
き
っ
か
け
で
、
私
は

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
と
は
、
生
花
に
特
殊
な
加
工
を
施
し
、
美
し
い

姿
で
長
期
間
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

本
物
な
の
に
「
枯
れ
な
い
花
」
な
の
で
あ
る
。
水
を
与
え
る
必
要
が
な
く
、

ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
よ
う
に
長
く
楽
し
め
る
。
花
の
種
類
も
、
一
番
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
バ
ラ
に
加
え
て
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
菊
、
デ
ン
フ
ァ
レ
な
ど
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
上
、
グ
リ
ー
ン
や
青
の
バ
ラ
な
ど
、

着
色
に
よ
っ
て
現
実
に
は
な
い
色
合
い
の
花
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
色

合
い
だ
け
で
な
く
、
花
器
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
点
に
お
い
て
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
は
優
れ
た
特

性
を
そ
な
え
て
い
る
。

電
報
と
と
も
に
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
い
た
だ
い
て
か
ら
と
い
う
も

の
、
そ
の
美
し
さ
に
心
惹
か
れ
て
、
今
度
は
贈
る
側
と
し
て
も
プ
リ
ザ
ー
ブ

ド
フ
ラ
ワ
ー
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
友
人
の
出
産
祝
い
や
新
築
祝

い
な
ど
に
贈
っ
た
ら
喜
ん
で
も
ら
え
る
は
ず
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
形

の
残
る
も
の
だ
か
ら
で
き
る
だ
け
素
敵
な
贈
り
物
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
あ
っ
て
、
私
は
休
日
に
な
る
と
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
調
査
す
る
た

め
、
街
へ
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
そ
の
１
は
、
近
く
の
花
屋
で
あ
る
。
デ
パ
ー
ト
や
近
所

の
専
門
店
に
出
か
け
る
と
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
を
手
軽
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
花
屋
の
軒
先
は
、
季
節
に
合

わ
せ
た
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
常
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
母
の
日
の

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
動
物
の
形
に
し
た
も
の
や
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
リ
ー
ス
な

ど
、
定
番
か
ら
新
作
ま
で
一
つ
一
つ
工
夫
を
凝
ら
し
た
商
品
が
飾
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
こ
う
し
た
商
品
を
見
て
、
友
人
で
は
な
く
、
つ
い
つ
い
自
分
自
身

へ
の
贈
り
物
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
が
最
近
の
問
題
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
そ
の
２
は
、
書
店
で
あ
る
。
近
年
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー

の
専
門
誌
も
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
最
新
の
色
合
い
や
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
の
流
れ
を
つ
か
む
の
に
専
門
誌
は
も
っ
て
こ
い
で
あ
る
。
投
稿
作
品
や

Ｑ
＆
Ａ
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
観
賞
だ
け
で
な
く
制
作
も
手

が
け
る
熱
心
な
読
者
が
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
写
真

が
多
く
大
型
の
雑
誌
で
あ
る
た
め
、
重
く
て
あ
ま
り
長
時
間
の
立
ち
読
み
に

は
向
か
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

こ
う
し
た
趣
味
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
プ

リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
は
男
性
よ
り
も
や
は
り
女
性
の
フ
ァ
ン
や
デ
ザ
イ
ナ

ー
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
花
屋
で
も
書
店
で
も
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ

ラ
ワ
ー
の
周
り
に
は
女
性
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
私
を
含
め
て
、

多
く
の
女
性
が
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
？

維
持
管
理
の
簡
便
さ
、
あ
る
い
は
多
彩
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
魅
力
だ
ろ
う
か
？

確
か
に
、
こ
う
し
た
特
性
は
忙
し
い
現
代
の
女
性

た
ち
の
手
間
を
省
い
た
り
ス
ト
レ
ス
を
減
ら
し
た
り
す
る
の
に
効
果
が
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
私
が
思
う
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
最
大
の
魅
力
は
、

そ
れ
が
「
枯
れ
な
い
花
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
つ

ま
で
も
生
き
生
き
と
美
し
く
「
枯
れ
な
い
」
生
き
方
を
し
て
い
き
た
い
、
と

い
う
女
性
た
ち
の
願
い
が
、
こ
の
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
姿
に
投
影
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

あ
の
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
が
私
の
と
こ
ろ
に
電
報

と
と
も
に
届
い
て
か
ら
す
で
に
３
年
が
経
っ
た
。
今
も
３

年
前
と
変
わ
ら
な
い
鮮
や
か
さ
を
保
っ
て
い
る
。
私
も
こ

の
花
の
よ
う
に
「
枯
れ
な
い
」
心
の
若
さ
を
も
っ
て
年
齢

を
重
ね
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー：

「
枯
れ
な
い
花
」
の
魅
力

法学研究科講師 

���� �� ��	
���

プリザーブドフラワー 

「
枯
れ
な
い
花
」
を
求
め
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

「
枯
れ
な
い
花
」
の
よ
う
な
生
き
方
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経営学には「垂直統合」（開発から生産、販売に至

る業務の流れを一貫して自社で手がける）とか「水平

分業」（特定の機能に業務を専門化して、それ以外の

分野は外注したり外部の企業と連携する）という言

葉がある。パソコン業界などでは水平分業が一般的

だが、アパレル業界では垂直統合的なやり方をして

いる企業の方がこのところ強い（その代表がファー

ストリテイリングのユニクロ）。

……というような話はこの際どうでもよくて、音

楽の話です。子供のころから音楽を聴いたり歌ったり

踊ったり飛び跳ねたりするのがスキでスキで、そのま

ま現在に至るのですが、水平分業的に音楽を楽しむ人

もいれば、垂直統合モデルを追求する人もいます。

僕はといえば完全に垂直統合派。どういうことかと

言いますと、まず音楽を聴く。僕がスキなのは軽音楽

で、ロック（70年代中心）とかＲ＆Ｂを好んで聴きます。

僕は小さいころアフリカで育ったのですが（70年代

前半）、当時は周囲にいた黒人の人々がやたらにモー

タウン（The SupremesとかThe Temptationsと

かStevie Wonderとか）を聴いては踊りまくってい

た（このノリが凄かった！）こともあり、軽音楽のビ

ートの楽しさ、とりわけ後ノリというかアップビート

のかっこよさにすっかりやられてしまいました。

普段はiPodとかでちゃらちゃらと聴くこともあり

ますが、これはという曲は自宅のオーディオ装置の

前でしっかりと聴きます。オーディオ再生装置にも

相当の無駄遣いを投入しているのでわりとイイ音。

とりわけスピーカーはウエストレイク・オーディオ

という会社のLC-3W10VFというマニアックなのを

使っております。で、気持ち良く

なる。気持ち良くなると必ずとい

いっていいほど踊りたくなる。で、

踊る。で、すっかり楽しくなる。

すっかり楽しくなると自分で演奏したくなる。で、

曲に合わせて弾いてみる（僕はエレクトリック・ベ

ースという楽器をやる）。で、ますます楽しくなる。

自宅で一人で弾いているのもわりとさびしいので、

バンドでやってみる（この二十数年Bluedogsとい

うロックバンドをやっている）。で、スタジオでデカ

い音でやるといよいよ気持ち良くなる。

いよいよ気持ち良くなると人にも聴かせたくなる。

で、ライブをやる（Bluedogsは渋谷のライブハウス

でやっています。知り合いの方々に無理やり聴きに来

てもらうという、これがまたわりと迷惑な話）。ステ

ージで演奏すると興奮する。興奮して汗とかヨダレ

とか涙とか、さまざまな水分が体から出ていく。水分

を放出すると、その曲がますますスキになる。

ますますスキになるとレコーディングしたくなる。

で、エンジニアを雇ってスタジオにこもり、レコーデ

ィングする（現代ではデジタル・レコーディングな

のでスカッとできる）。レコーディングした音源を、

自分が聴いて気持ち良くなるように（ここがポイン

ト。オーディエンスはとにかく自分中心の自己満足）

ミキシングする。で、ＣＤにする。

自分たちの演奏をＣＤにすると聴きたくなる。で、

自宅のスピーカーの前で爆音で聴く。爆音で聴くと

踊りたくなる。踊ると演奏したくなる。で、スタジオ

に行くと……（以下、延々とループ）。

ということで、これが音楽趣味の垂直統合なので

あります。すべてが自己完結してぐるりぐるりと循

環していくうちに音楽の感動がよどみなく深まりま

くりやがるわけです。

これがプロということになるとさまざまな理由で

ある程度水平分業しなければならないこともありま

しょうが、音楽に限らず、ものごとを素直に楽しむア

マチュアリズムの精神は垂直統合に帰結するという

のが僕の見解です。音楽がスキでも、聴いてるだけ観

てるだけという水平分業の方、多少

なりとも垂直統合してみることをお

勧めします。まずは踊るところから

始めてみましょう。

ちなみに、Bluedogsのライブに

ついてはTwitterの「楠木建」フォ

ローで、ひとつご贔屓に！

楠木  建 
国際企業戦略研究科教授 

���� �� ��	
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音
楽
趣
味
の
垂
直
統
合
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2007年春以来、サブプライムローンの焦げ付きに端を発

した国際金融市場の動揺と混乱は、100年に一度の金融危

機という形容をされる規模にまで拡大した。

2008年11月にロンドン・スクール・オブ・エコノミクス

（ＬＳＥ）をエリザベス女王が訪問された際に、「こんなに

大規模な金融危機なのに、どうして事前に予見できなかっ

たのか」という異例ではあるが率直な質問をされた。それ

に対して、イギリスの経済学者たちは後日、「金融の専門家

たちはリスクを適切に管理しており、他の人たちも皆同じ

ように管理しているとの過信があったこと、また、個々の

リスクが複合されると過大なリスクになる点を見逃してい

たこと、しかし、危機の収拾については全力を挙げて立ち

向かっていること」などを伝えるのが精一杯であった。

ここでは、金融危機を理解する上で参考になる金融史の

読み物２冊を紹介したい。

Reinhart and Rogoff（2009）は、政府債務危機、銀行

危機、通貨危機などの形で現れる金融危機が過去800年間

に世界各国で繰り返し発生していることを統計的に示した

研究書である。

本書では、金融関係者や政策当局が持ちがちな偏見を

The“This-Time-Is-Different”シンドロームと名付けて、

次のように要約している。「金融危機とは他人に対し

て、他国で、別の時代に起こることであって、我々

はそのようなへまはしない。我々は金融知識もある

し、過去の失敗からも学んでいる。過去の金融価値

の評価方法は当てはまらない。現在の好景気は、過

去に崩壊したバブルとはちがい、健全な実体経済、

構造改革や技術革新、そして適切な政策対応に裏づ

けされている」（p.15）ことを信じて

疑わない心理や行動を表している。

確かに、バブルの最中にあって、

これ以上の金融取引は危険であると

学者が警告したところで、実際に金

融関係者の暴走を初期の段階で阻止で

きなければ、その効果は無かったと言

わざるを得ない。金融当局も市場取引

が活発に行われているところに水を差

すような金融引き締めを行うには、か

なりの反発を予想しなければならない

ので、どうしても政策対応が後手に回る。こういったメカ

ニズムが金融危機を生んでいるというのである。

Niall Ferguson（2008）も「金融史はジェットコースター

のようにアップダウンし、バブルが生じてははじけ、熱狂

とパニック、ショックと暴落を繰り返してきた」ことを認

めつつも、基本的には「人類には科学の進歩や法の普及と

同じぐらい、金融の技術革新や仲介業務や統合などの複雑

なプロセスが不可欠だった」ことを強調している。

そうした中で、著者は金融危機の原因を次の３点に求め

ている。「第一に、未来が予測可能なリスクではなく、不確

実性の領域にある点。第二に、熱狂から失意へと急変しや

すい人間の本性や、過去の歴史から学べないという人間の

性質。第三に、金融の進化論的性質」ということである。

著者は「金融市場は人間を映す鏡であり、私

たちが自分自身や自分たちを取り巻く資源の価

値をどのように評価しているかをつねに示して

いる。人間の欠点が、美徳と同じようにあから

さまに映ったとしても、それは鏡のせいではな

い」と結んでいる。

●

評者はここで取り上げた２冊の本に

共感するところが多いが、金融が如何

に進化しようとも、金融危機を未然に

防ぎ、公正な金融のあり方の指針にな

るのは、実体経済と金融経

済のバランスにあることを

再確認しておきたい。

� � � �
� � � � ��

北村行伸 
経済研究所教授 

『マネーの進化史』
ニーアル・ファーガソン／著
仙名紀／訳　早川書房刊
定価：2,835円（税込）
2009年12月18日発行

Niall Ferguson (2008)
The Ascent of Money:
A Financial History of
the World
The Penguin Press. 

Carmen M. Reinhart and
Kenneth S. Rogoff (2009)
This Time is Different: 
Eight Centuries of 
Financial Folly
Princeton University Press. 

金 融 危 機 を ど う 考 え る か

The“This-Time-Is-Different”Syndrome

金融の進化史観
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荷
札
と
は
全
く
無
縁
の
地
で
、
家
内
工
業
が
始
ま
っ
た
。

小
さ
な
知
恵
が
大
き
な
成
功
を
生
ん
だ

48

創業者井村福松は、新しい物流ルートとして急成長していた鉄道輸送に使われる荷札の将来性に注目した。



イ
ム
ラ
封
筒
は
、
１
９
１
８
年
（
大
正
７
年
）
に
荷
札
製
造

会
社
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
創
業
者
は
、
私
の
祖
父
で

あ
る
井
村
福
松
で
す
が
、
彼
は
奈
良
県
立
農
林
高
校
を
卒
業
し

た
後
に
教
師
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
家
業
を
な
お
ざ
り
に
し

が
ち
な
両
親
と
の
生
活
に
は
、
お
金
が
か
か
る
為
に
創
業
を
決
意
、

「
荷
札
」
を
そ
の
商
材
に
選
び
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
駅
に
山
積

み
に
さ
れ
た
荷
物
を
見
た
こ
と
で
し
た
。
回
転
率
の
高
い
消
費
財

で
あ
る
荷
札
に
大
き
な
可
能
性
を
見
出
し
、
製
造
を
手
掛
け
る

会
社
を
立
ち
上
げ
た
の
で
す
。
印
刷
以
外
は
、
１
０
０
％
手
作
業

の
家
内
工
業
で
し
た
。
自
転
車
で
注
文
を
取
り
に
い
き
、
家
に

帰
っ
て
荷
札
を
つ
く
り
、
出
来
上
が
っ
た
荷
札
は
ま
た
自
転
車

で
届
け
に
い
く
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
労
働
集
約
的
な
仕
事
で
す
。

し
か
し
事
業
は
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
軌
道
に
乗
る
こ
と

イ
ム
ラ
封
筒
創
業
者
、
井
村
福
松
は
実
家
の
あ
る
奈
良
県
の
農
村
に
荷
札
の
製
造
会
社
を
起
こ
し
た
。

大
正
、
昭
和
の
混
乱
期
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
適
地
で
な
い
こ
と
が
幸
い
し
た
。

後
発
で
あ
る
こ
と
で
、
工
夫
と
顧
客
至
上
の
精
神
が
生
ま
れ
た
。

逆
境
の
先
に
成
功
が
あ
る
。
気
が
つ
け
ば
封
筒
製
造
と
い
う
ニ
ッ
チ
の
業
界
で
、
唯
一
の
上
場
企
業
へ
と
育
っ
て
い
た
。

災
い
が
運
と
な
り
、
創
意
工
夫
が

家
内
工
業
を
事
業
へ
と
発
展
さ
せ
た

地 球 の 風
地 域 の 風

i n O s a k a
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規
事
業
と
し
て
封
筒
の
製
造
に
着
手
し
た
の
で
す
。

封
筒
を
つ
く
る
過
程
に
お
い
て
福
松
は
、
偶
然
に
も
荷
札
の
改

良
を
思
い
つ
き
ま
す
。
荷
札
の
針
金
を
通
す
穴
を
１
つ
か
ら
３

つ
穴
に
改
良
し
、
封
筒
製
造
の
際
に
出
た
切
れ
端
を
補
強
材
と

し
て
使
用
し
、
よ
り
丈
夫
な
荷
札
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
こ
れ

が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
ロ
ー
テ
ク
で
は
あ
り
ま
す
が
、
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
戦
時
中
は
、

将
来
の
物
資
不
足
を
予
測
し
、
荷
札
の
用
紙
と
針
金
を
備
蓄
し

て
い
ま
し
た
。
い
か
な
る
状
況
下
で
も
、
お
得
意
様
へ
の
責
任

だ
け
は
、
果
た
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ

れ
は
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
顧
客
本
意
主
義
に
あ
た
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
企
業
努
力
も
あ
り
、
弊
社
は
戦

後
に
お
い
て
も
比
較
的
早
く
復
興
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
会
社

も
奈
良
県
の
農
村
部
と
い
う
立
地
条
件
が
幸
い
し
て
、
ほ
と
ん

ど
被
害
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
受
注
が
増
え
企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
過
程

に
お
い
て
弊
社
は
市
場
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

封
筒
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
後
発
企
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
様
々

な
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
販
売
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
な
い
こ
と
で
す
。
業
界
内
で
は
、
封
筒
製
造
の
受

注
は
印
刷
会
社
か
ら
の
ル
ー
ト
が
柱
に
な
る
の
が
一
般
的
で
し

た
が
、
後
発
の
弊
社
に
は
そ
の
ル
ー
ト
が
な
い
。
自
ら
販
路
を

開
拓
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
業
界
と
し
て
は
極
め

て
珍
し
い
、
直
販
体
制
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

に
な
り
ま
す
。
大
正
時
代
に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
、
世
界
恐

慌
で
す
。
災
害
に
よ
っ
て
東
京
の
産
業
イ
ン
フ
ラ
が
停
止
し
、

仕
事
の
場
が
、
関
西
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
既

に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
つ
つ
あ
っ
た
東
京
は
、
世
界
恐
慌
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
関
西
は
東
京
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
創
業
者
の
営
業
努
力
の
か
い
も
あ
り
、
奈
良
県
の
農

村
部
に
あ
る
手
作
業
の
荷
札
製

造
者
に
、
大
量
の
注
文
が
舞
い

込
ん
で
き
た
の
で
す
。

時
代
が
進
ん
で
昭
和
に
入
り
、

福
松
は
荷
札
の
需
要
低
下
を
感

じ
取
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

１
９
３
７
年
（
昭
和
12
年
）、
新

後
発
と
い
う
ハ
ン
デ
を
乗
り
越
え
て

50

1936年（昭和11年）、日産10万枚の新鋭機を導入し、封筒の
大量生産にふみきった。当時大手メーカーが力を入れていなか
った事務用封筒の生産に重点をおいた。

各種通知書やDMに多用される透明窓、「プラマド」は、イムラ
封筒の登録商標。輪転プラマド製袋機は、東京市場の開拓に
力を発揮した。

社員が半年がかりで改
良した国産初の超高速封筒輪
転製袋機が、全国展開に向け
ての生産拡大を可能にした。

プラマド付き封筒の製造から、郵便物の封入、宛名印字、発送、
顧客データ管理に至るまでを行うメーリングサービスを実施し
ている。



し
か
し
、
こ
の
直
販
体
制
こ
そ
が
弊
社
成
長
の
礎
を
築
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
顧
客
と
直
に
接
す
る
こ
と
で
、
細
か
い
ニ

ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
前
例
や
慣
習
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
新
し
い
モ
ノ
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

風
土
が
育
ま
れ
た
の
で
す
。
現
在
、
弊
社
の
販
売
実
績
の
う
ち
、

50
％
強
が
直
販
に
よ
る
も
の
で
す
。
印
刷
会
社
や
他
の
販
売
ル

ー
ト
を
通
し
て
の
依
頼
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
大
阪
・
東

京
の
営
業
は
原
則
と
し
て
直
販
体
制
で
行
っ
て
い
ま
す
。
生
き

る
た
め
に
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
直
販
営
業
が
、
結
果
と
し

て
弊
社
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
力
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
力
、
営
業
力

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
成
功
の
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

自
社
開
発
力
で
し
た
。
封
筒
の
製
造
工
程
は
、
平
判
原
紙
を
切

っ
て
、
型
を
抜
き
、
貼
り
つ
け
る
と
い
う
単
純
な
３
つ
の
作
業

し
か
な
い
た
め
、
従
来
大
量
生
産
に
対
応
す
る
機
械
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
弊
社
で
は
巻
取
原
紙
か
ら
全
工
程
を
一
貫
し
て

行
え
る
機
械
を
求
め
て
メ
ー
カ
ー
に
製
造
を
依
頼
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
結
局
満
足
で
き
る
機
械
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
仕

方
な
く
そ
の
未
完
成
の
機
械
を
引
き
取
り
、
自
社
に
て
機
械
の

改
良
を
試
み
た
の
で
す
。
弊
社
に
機
械
に
強
い
技
術
者
が
い
た

の
が
幸
い
し
、
機
械
を
完
成
品
と
し
て
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
自
社
開
発
の
機
械
は
、
大
量
生
産
を
可
能
に

し
、
同
時
に
製
造
コ
ス
ト
の
削
減
を
実
現
し
ま
し
た
。
こ
う

し
た
技
術
力
、
商
品
開
発
力
が
顧
客
対
応
力
、
提
案
力
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

イ
ム
ラ
封
筒
と
い
う
会
社
は
、
創
業
時
の
井
村
商
会
と
い
う
商

号
か
ら
井
村
荷
札
封
筒
と
い
う
社
名
を
経
て
、
１
９
６
２
年
（
昭

和
37
年
）
か
ら
現
在
の
社
名
に
な
り
ま
し
た
。
経
営
者
も
、
創

業
者
で
あ
る
祖
父
の
後
、
父
、
伯
父
の
娘
婿
と
３
代
続
き
、
私

は
４
代
目
と
な
り
ま
す
。
子
供
の
頃
か
ら
家
業
継
承
の
意
識
は

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
と
一
橋
大
学
へ
の
進
学
に
関
連
は

あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
最
初
に
「
一
橋
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

の
は
子
供
の
頃
で
し
た
。
大
学
対
抗
の
ボ
ー
ト
競
技
を
見
て
、

そ
こ
で
一
橋
大
学
の
名
を
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。
ヒ
ト
ツ
バ
シ

と
い
う
響
き
に
「
変
わ
っ
た
名
前
の
学
校
や
な
」
と
興
味
を
持

っ
た
ん
で
す
（
笑
）。

そ
の
後
高
校
１
年

生
の
と
き
に
、
旺

文
社
の
『
螢
雪
時

代
』
を
見
て
「
一

橋
」
の
文
字
を
発

見
し
、
子
供
の
頃

の
記
憶
が
蘇
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の

記
事
で
は
、
ゼ
ミ
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
、
先
生
と
学
生
の
距
離

が
近
い
こ
と
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
学
校
と
い
う
表
現
で
紹
介

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
で
、「
あ
、
こ
の
学
校
え
え
な
。

行
き
た
い
な
」
と
直
感
的
に
思
い
、
入
学
を
目
指
し
受
験
勉
強

に
励
ん
だ
の
で
す
。

入
学
し
て
感
じ
た
の
は
、
一
橋
は
同
窓
会
の
結
束
が
固
い
と

い
う
こ
と
。
そ
の
独
特
な
風
土
は
、
私
が
通
っ
て
い
た
奈
良
県

立
畝
傍
高
校
と
似
て
い
て
、
早
い
段
階
か
ら
大
学
に
親
近
感
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

当
時
は
学
生
運
動
が
盛
ん
な
時
代
で
し
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
だ

け
で
な
く
、
下
宿
先
に
も
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
人
間
が
い
て
、

連
日
〝
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
〞
が
ど
う
し
た
と
か
〝
資
本
主
義
〞
が

刺
激
、
個
性
、
自
由
が
そ
こ
に
あ
っ
た

ボ
ー
ト
で
知
っ
た
一
橋

地 球 の 風
地 域 の 風
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◆
井
村
守
宏
（
い
む
ら
・
も
り
ひ
ろ
）

１
９
４
７
年
生
ま
れ
、
奈
良
県
立
畝
傍
高
校
出
身
。
１
９
７
２
年
一
橋
大
学
商
学

部
卒
業
後
、
ミ
ド
リ
安
全
株
式
会
社
に
就
職
、
１
９
７
４
年
同
社
退
社
。
１
９
７

５
年
株
式
会
社
イ
ム
ラ
封
筒
入
社
。
１
９
７
９
年
４
月
同
社
取
締
役
営
業
部
長

代
理
、
８
月
取
締
役
製
造
部
長
、
１
９
８
３
年
常
務
取
締
役
製
造
部
長
、
１
９
８

７
年
専
務
取
締
役
、
２
０
０
３
年
代
表
取
締
役
社
長
に
就
任
、
現
在
に
至
る
。

は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仕
事
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
一
人
の
人
間
が
担
当
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
き
ま
す
。

一
方
、
中
堅
企
業
で
あ
れ
ば
、
規
模
は
小
さ
く
な
り
ま
す
が
主

軸
と
し
て
活
躍
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
私
が
一
橋
大
学

に
望
む
こ
と
は
、
中
堅
・
中
小
企
業
で
働
く
魅
力
に
つ
い
て
も

学
生
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
い
も
の
は
自
分

で
つ
く
る
、
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
中
堅
・

中
小
企
業
こ
そ
が
、
そ
う
い
っ
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト

を
最
も
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

ど
う
だ
と
か
、
本
当
に
ま
と
ま
ら
な
い
話
を
延
々
議
論
し
て
い

ま
し
た
。
私
は
毎
回
、
あ
え
て
相
手
を
敵
に
回
し
て
「
資
本
主

義
が
絶
対
勝
つ
」
と
い
う
論
陣
を
張
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
を

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
本
気
の
議
論
が
で
き
た
あ
の

時
代
は
、
今
さ
ら
な
が
ら
幸
せ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
の
学

生
が
ど
ん
な
議
論
を
楽
し
ん
で
い
る
の
か
は
想
像
す
ら
及
び
ま

せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
様
々
な
価
値
観
に
触
れ
る
こ
と
は
、

自
己
を
確
立
す
る
う
え
で
と
て
も
大
切
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と
思
い

ま
す
。
私
の
場
合
、
自
分
よ
り
も
明
ら
か
に
優
れ
て
い
る
と
思

う
同
級
生
が
数
多
く
い
ま
し
た
し
、
そ
う
い
う
人
間
と
出
会
え

た
こ
と
が
、
今
で
も
私
の
財
産
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
学
を
卒
業
し
て
、
日
本
経
営
シ
ス
テ
ム
の
紹
介
で
３
年
間
ミ

ド
リ
安
全
で
働
き
ま
し
た
。
そ
の
後
に
イ
ム
ラ
封
筒
に
入
社
し
た

わ
け
で
す
が
、
最
初
に
担
当
し
た
の
が
原
価
管
理
と
い
う
仕
事
で

し
た
。
工
場
と
営
業
の
間
に
入
っ
て
、
原
価
を
元
に
販
売
価
格
を

決
定
す
る
仕
事
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
初
め
て
『
原
価
計
算
原
論
』

と
い
う
本
を
読
み
込
み
ま
し
た
。
学
生
時
代
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を

示
さ
な
か
っ
た
の
に
（
笑
）。
改
め
て
学
ん
で
み
る
と
、
原
価
管
理

の
仕
事
は
非
常
に
面
白
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
営
業
部
署
へ

と
異
動
し
て
、
東
京
で
顧
客
開
拓
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
そ
の
仕

事
も
や
り
が
い
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

私
の
体
験
か
ら
言
え
る
の
は
、
中
堅
・
中
小
企
業
だ
か
ら
こ

そ
味
わ
え
る
手
応
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
橋
大
学
の

場
合
、
学
生
の
就
職
先
は
大
企
業
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
も
ち
ろ

ん
大
企
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ケ
ー
ル
は
、
何
百
億
、
何
千
億
と
い

う
大
き
な
も
の
に
な
る
の
で
、
単
位
と
し
て
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

旧本社事務所。1964年（昭和39年）より東京向けの生産拠点として稼働してきた
相模原工場。写真は1997年（平成9年）に完成した新工場。

中
堅
・
中
小
企
業
は
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
求
め
て
い
る

地 球 の 風
地 域 の 風
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2010年
オープンキャンパス

開催報告今年も3,000人を超える高校生や保護者が、
オープンキャンパスに参加しました

夏の恒例行事となったオープンキャンパスを2010年も８月５日に開催しました。

大学紹介、学部説明、学生による学生生活相談コーナーやキャンパスツアー、受験生相談会など、

盛りだくさんのプログラムを用意し、3,000人を超える高校生や保護者を迎えました。

キャンパス見学
個人でキャンパス内を見学されたい方は、建物への入館はできませんが、事前申し込みなく自由にキャンパ

ス内を見学できます。また大学案内は、守衛所又は学生受入課にて入手できます。（平日9：00～17：00）

詳しくは右記のURLをご参照ください。 http://www.hit-u.ac.jp/admission/entry_guide/opencampus/index.html

一
橋
大
学
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、

キ
ャ
ン
パ
ス
の
大
き
さ
や
大
教
室
の
数
に
限

り
が
あ
る
た
め
、
午
前
、
午
後
の
２
部
構
成

で
開
催
し
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ま
ず
、

兼
松
講
堂
に
て
杉
山
学
長
の
挨
拶
か
ら
始
ま

り
、
続
い
て
盛
副
学
長
か
ら
大
学
概
要
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

当日オープンキャンパスに参加できなかった方へ

映像配信 オープンキャンパスの模様をWebサイトにて映像配信しています。

午
前
、
午
後
の
2
部
構
成

兼
松
講
堂
を
出
た
高
校
生
た
ち
が
向
か
う

の
は
、
各
学
部
が
開
催
す
る
学
部
説
明
の
会

場
で
す
。
模
擬
授
業
や
学
生
に
よ
る
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
学
部
説
明
用
の
ビ
デ

オ
上
映
な
ど
、
各
学
部
が
趣
向
を
凝
ら
し
て

学
部
を
紹
介
し
ま
し
た
。
学
部
に
関
す
る
個

別
質
問
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

学
部
説
明

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
在
学
生
も

活
躍
し
ま
す
。
学
内
を
案
内
す
る
キ
ャ
ン
パ

ス
ツ
ア
ー
や
受
験
生
相
談
会
は
学
生
が
主
体

と
な
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
大
学
に

来
ら
れ
な
か
っ
た
高
校
生
や
当
日
聞
き
忘
れ

た
こ
と
が
あ
る
高
校
生
に
対
し
て
、
一
橋
祭

運
営
委
員
会
が
左
記
の
一
橋
祭
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
に
受
験
生
応
援
ペ
ー
ジ
を
設
け
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
高
校
生
の
質
問
に
答

え
て
い
ま
す
。

http://w
w
w
.ikkyosai.com

/

学
生
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
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佐藤　修　　様
佐藤繁男　　様
佐藤正治　　様
佐藤秀明　　様
佐藤　均　　様
佐藤隆介　　様
眞田幸男　　様
澤幡満男　　様
澤村　裕　　様
山東裕美　　様
塩川明男　　様
篠田紘明　　様
柴本泰宏　　様
渋谷武夫　　様
嶋　巌　　　様
島　達浩　　様
島田浩一郎　様
島田秀一　　様
島田弘道　　様
島村利則　　様
清水一男　　様
下澤伸介　　様
下平龍平　　様
寿福未来　　様
荘　雅行　　様
白井和彦　　様
白井和之　　様
白井浩司　　様
白石英一　　様
白石欣三郎　様
城田峰生　　様
新保　智　　様
末延幸辰　　様
菅井雅昭　　様
菅谷信雄　　様
杉浦由和　　様
杉本伸之　　様
杉本　学　　様
勝呂裕二　　様
助川信一　　様
菅生健史　　様
鈴木　淳　　様
鈴木喜一郎　様
鈴木吾朗　　様
鈴木省三　　様
鈴木孝男　　様
鈴木恭之　　様
鈴木竹夫　　様
鈴木武文　　様
鈴木　徹　　様
鈴木俊樹　　様
鈴木智子　　様
鈴木弘之　　様
鈴木　誠　　様
鈴木義雄　　様
鈴木善堯　　様
須藤尚彦　　様
住友昭夫　　様
陶山　浩　　様
諏訪部正彦　様
瀬川　篤　　様
関　浩暢　　様
関　正利　　様
関口紘三郎　様
関根雅志　　様
関本洋輔　　様
関谷　純　　様
世古洋介　　様
瀬島史郎　　様
妹尾有己男　様

芹沢宗一郎　様
善住義和　　様
曾我　裕　　様
曾我隆二　　様
曽根健孝　　様
園田一精　　様
田尾孝太郎　様
高井龍彦　　様
高井　豊　　様
岡慶四郎　様

高木照大　　様
木悦朗　　様

高桑　豊　　様
高嵜祐輔　　様
嶋和美　　様
橋　繁　　様
橋　毅　　様

高橋哲彦　　様
橋　通　　様
橋治範　　様

高橋靖夫　　様
橋良多　　様
間伯夫　　様

高見沢昌彦　様
高森啓滋　　様
滝島守夫　　様
瀧本峰男　　様
田口貴弘　　様
田口　実　　様
武井　淳　　様
武内邦信　　様
竹内敏男　　様
竹内伸行　　様
武田恒雄　　様
武田晴雄　　様
武久　裕　　様
田嶋正信　　様
田代哲也　　様
田中長雄　　様
田中克己　　様
田中秀夫　　様
田中英雄　　様
田中宏昌　　様
田中正昭　　様
田邉昌良　　様
谷川昌隆　　様
田沼浩之　　様
田林宏章　　様
田原賢明　　様
玉川越三　　様
溜箭隆司　　様
田村晶彦　　様
田村朋之　　様
為永和博　　様
千葉博彦　　様
塚田浩史　　様
塚本章人　　様
塚本迪三　　様
辻　清隆　　様
辻村太喜雄　様
津田樹己　　様
津田朋彦　　様
堤　哲児　　様
角田憲司　　様
壷屋修平　　様
津曲　靖　　様
鶴　一郎　　様
鶴　邦彦　　様
鶴　護　　　様
鶴田雅男　　様

Campus Information

鶴巻　暁　　様
寺田恭典　　様
遠山興一　　様
鴇田圭史　　様
登坂秀峰　　様
戸松　宏　　様
富井　元　　様
富田昭平　　様
内藤雅和　　様
中井順一　　様
長澤　昭　　様
中島　聡　　様
中島靖之　　様
中條祐介　　様
永瀬正治　　様
中田久志　　様
中田裕之　　様
仲田　忠　　様
永田　光　　様
中谷亮太　　様
中野重幸　　様
仲野恒恭　　様
中野賢行　　様
中牟田研市　様
中村敦夫　　様
中村家久　　様
中村克己　　様
中村光伸　　様
中村博司　　様
中村博之　　様
中村正己　　様
中村　稔　　様
中村佳央　　様
中村龍太郎　様
中山直子　　様
南雲和利　　様
那須維昭　　様
名取光広　　様
新川　学　　様
新倉和夫　　様
新村邦彦　　様
西垣内靖子　様
西川敏明　　様
西川昌宏　　様
西崎進三　　様
西嶋健治　　様
西野史尚　　様
西野　実　　様
西原勝太郎　様
西村達哉　　様
西村　徹　　様
西山修二　　様
仁平　忠　　様
韮谷　裕　　様
貫井清一郎　様
沼口理作　　様
根崎修一　　様
苗加　隆　　様
野川　清　　様
野間春海　　様
野村正博　　様
橋本哲次　　様
蓮沼昭男　　様
長谷川治雄　様
長谷　　　　様
畑　威　　　様
服部和夫　　様
服部　壮　　様
花田一憲　　様
花田翔平　　様

花田信彦　　様
馬場　昭　　様
馬場信三　　様
濱浦　清　　様
林　かおり　様
林　一夫　　様
林　俊行　　様
林　信行　　様
羽山章一　　様
原　博貞　　様
原田芳宏　　様
春川裕光　　様
半田正雄　　様
樋口明男　　様
樋口久雄　　様
日暮康之　　様
久松圭文　　様
平井一樹　　様
平賀茂孝　　様
平田貴彦　　様
平田雅彦　　様
平竹善次郎　様
平野和俊　　様
平原重利　　様
廣澤昌輝　　様
廣瀬　進　　様
深町昌彦　　様
深谷　進　　様
深谷光茂　　様
福島紀美夫　様
福島清四郎　様
福田　勇　　様
福田俊一　　様
福田潤弥　　様
福田達夫　　様
福田寛之　　様
藤井大輔　　様
藤井雅博　　様
藤井雅義　　様
藤岡澄人　　様
藤田精一　　様
藤本　隆　　様
藤森恒雄　　様
藤原一朗　　様
古川和正　　様
古田公一　　様
古田正信　　様
古谷磐根　　様
古谷九八郎　様
古屋元伸　　様
瓶子　眞　　様
逸見和宏　　様
星崎功明　　様
星野茂夫　　様
細井五郎　　様
細野　徹　　様
穂積洋一郎　様
堀　慎一　　様
堀　隆之　　様
堀江　隆　　様
堀木幹夫　　様
本多　功　　様
本多伸次　　様
本多永正　　様
本間要一郎　様
前田　新　　様
増田広和　　様
町田晶生　　様
町田耕一　　様
松井　順　　様

松井　浩　　様
松井嘉則　　様
松浦　明　　様
松江勇吉　　様
松尾弘人　　様
松崎澄義　　様
松澤　正　　様
松田健志　　様
松田　智　　様
松田　博　　様
松原　寛　　様
松村隆志　　様
松本五良策　様
松本　正　　様
松本哲明　　様
松本正幸　　様
松山啓哲　　様
松山博久　　様
松山雅胤　　様
丸山和宏　　様
丸山憲治　　様
丸山正之　　様
三浦　勝　　様
三上　哲　　様
三上光雅　　様
三瓶晴康　　様
三木隆二郎　様
神子田基博　様
水越芳信　　様
水野　光　　様
溝口球子　　様
三谷正夫　　様
三橋秀方　　様
光山亨治　　様
南　大造　　様
南塚　優　　様
三原朝彦　　様
三宅秀夫　　様
宮田　勇　　様
宮原一代　　様
宮原真一　　様
宮村忠司　　様
三好　毅・
みよ子　　様

三好啓司　　様
三輪　聡　　様
村　達男　　様
村上永一　　様
村瀬　寛　　様
村田大郎　　様
村田　宏　　様
村田眞昭　　様
村田康一　　様
室井興起　　様
目黒修二　　様
目羅輝和　　様
最上　徹　　様
茂木俊明　　様
森　泰助　　様
森　洋治　　様
森田　饒　　様
森本啓介　　様
八木政幸　　様
八木美紀子　様
矢澤　徹　　様
矢代弥六　　様
矢田清明　　様
柳川克己　　様
山岡道昌　　様
山川信彦　　様

山口昭一　　様
山口　猛　　様
山口仁史　　様
山崎耕一　　様
山崎昌三郎　様
山崎　進　　様
山崎俊男　　様
山　寛也　　様
山下国雄　　様
山下直樹　　様
山田和子　　様
山田計介　　様
山田　生　　様
山田孝行　　様
山田高章　　様
山田雅之　　様
山田雅義　　様
山田幸　　　様
山田幸正　　様
山中禎夫　　様
山埜茂樹　　様
山村　孝　　様
山本　継　　様
油井雄二　　様
遊佐伸彦　　様
湯澤誠章　　様
楊　超雄　　様
横尾　優　　様
横田勝介　　様
横田希代子　様
横堀喜一郎　様
横山雅文　　様
吉井一真　　様
吉岡建夫　　様
吉沢哲生　　様
吉沢裕樹　　様
吉田憲一郎　様
吉田泰彦　　様
吉田幸夫　　様
吉野彰志郎　様
吉本清志　　様
米井忠生　　様
米倉一良　　様
米田徳夫　　様
若尾　靖　　様
若菜重一　　様
若林照二　　様
若目田宏三　様
若山正彦　　様
和田規文　　様
渡辺　恵　　様
渡辺淳平　　様
渡辺　仁　　様
渡邉　孝　　様
渡邉太郎　　様
渡辺哲也　　様
渡辺直美　　様
渡辺　裕　　様
綿引　充　　様
龍の会（増淵龍夫ゼミ）有志一同　様
山澤逸平ゼミ会　　　　　　　　　様
昭和37年　悠々会　　　　　　　　様
如水会川崎北支部　　　　　　　　様
如水会名古屋支部　　　　　　　　様
りそなグループ有志一同　　　　　様
他104名

在学生の保護者・在学生

8名（670,000円）

有村一郎　　様
岩船眞人　　様
遠藤　博　　様
押久保政樹　様
鈴木公典　　様
服部高尋　　様
他２名

卒業生のご家族・一般の方

4名（55,100,000円）

天野明夫　　様
小林アヤ子　様
荒川三枝子　様
他１名

企業・法人等

10団体（8,500,000円）

株式会社アトックス　　　　　　　　　　様
オフィス赤谷株式会社　　　　　　　　　様
株式会社コトブキ　　　　　　　　　　　様
株式会社ＪＭ　　　　　　　　　　　　　様
株式会社ダイヤモンド・ビッグ＆リード　様
タナカ塗装株式会社　　　　　　　　　　様
ティ・エス・ケイ株式会社　　　　　　　様
長谷川体育施設株式会社　関東支店　　　様
株式会社ビル代行　　　　　　　　　　　様
株式会社プリンスホビー　　　　　　　　様

本学役職員

25名（3,062,000円）
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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８月末現在で、総額約30億6,000万

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６月１日から2010年

８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：gen-kj.g@dm.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

相原　稔　　様
青葉孝畤　　様
新井　実　　様
池田　墾　　様
稲次哲郎　　様
伊与部恒雄　様
榎戸　勇　　様
奥村一郎　　様
尾　敏紘　　様
小　英紀　　様
加藤龍雄　　様
兼子春三　　様
亀田　清　　様
岸本　敏　　様
木重知　　様
橋治朗　　様
橋誠一　　様

高橋俊夫　　様
竹内誠一・　
竹内和男　様

中居紘一　　様
枡本守生　　様
町田秀春　　様
松井道夫　　様
松本正義　　様
丸子博之　　様
森川莫臣　　様
森田英二　　様
吉原隆司　　様
吉村尚憲　　様
渡邊　彰　　様
渡辺俊一　　様
他３名

青木雅宏　　様
市川康夫　　様
大澤俊夫　　様
奥山富夫　　様
蔭山真人　　様
北川三雄　　様
倉田　之　　様
國府　諭　　様
柴　晃一　　様
神藤浩明　　様
鈴木輝彦　　様
高野直人　　様
中村敬太郎　様
中森　徹　　様
端山　靖　　様
平田省三　　様
増田誠一　　様
水田正二　　様
山下輝男　　様
山田利夫　　様
一橋三八会　
大学基金支援会　　様

株式会社ふくおか
フィナンシャルグループ
如水会　　　　　様

相沢剛彦　　様
相原大介　　様
青木　昭　　様
青木英司　　様
青木克規　　様
青野勝之　　様
青柳茂夫　　様
青山浩司　　様
赤尾洋昭　　様
赤熊善行　　様
浅井辰彦　　様
浅野　勉　　様
網代隆介　　様
麻生輝清　　様
足達明聖　　様
厚見　収　　様
阿部源次郎　様
阿部　博　　様
新井　陽　　様
新井　靖　　様
荒木宣夫　　様
有明秀太郎　様
有坂三郎　　様
庵木孝公　　様
飯島　満　　様
飯塚清彦　　様
飯室信一　　様
井口秀作　　様
池内　章　　様
池田信彦　　様
池田雅英　　様
井澤章二　　様
石井　徹　　様
石井昌司　　様
石井勝博　　様
石垣　勲　　様
石上栄一　　様
石川赳夫　　様
石川信夫　　様
石黒達郎　　様
石下志郎　　様
石島浩一　　様
石田　章　　様
石田政明　　様
石橋一雄　　様
石橋徹一　　様
石畠康充　　様
石平厚一郎　様
磯崎栄一　　様
市川和夫　　様
市川武伸　　様
井土光夫　　様
伊藤弘介　　様
伊藤　　　　様
伊藤　寛　　様
伊藤隆吉　　様
稲田厚生　　様
稲場秀弥　　様
稲見英紀　　様
稲毛尚之　　様
伊野弘男　　様
井上禎浩　　様
井上　武　　様
井上博史　　様
井口　潤　　様
伊富貴徹二　様
今井明良　　様
今泉博勝　　様
今泉俊明　　様
今村　卓　　様

井本喜徳　　様
岩井雅司　　様
岩上武夫　　様
岩澤輝幸　　様
上田隆夫　　様
上田時裕　　様
上南達郎　　様
植野尚男　　様
植村泰行　　様
宇賀正樹　　様
宇佐見博志　様
宇佐見　衛　様
宇佐美雄介　様
内田　宏　　様
内田裕康　　様
内田陽三　　様
内海和之　　様
卯木　肇　　様
海野俊一郎　様
江口栄治　　様
江黒雅美　　様
江角　史　　様
江藤修治　　様
海老名　昂　様
海老原靖幸　様
大井　篤　　様
大石克洋　　様
大墻　敦　　様
大木　隆　　様
大熊　誠　　様
大倉喬雄　　様
大坂一義　　様
大澤悦治　　様
大澤徳恭　　様
大沢　宏　　様
大島道雄　　様
大島光長　　様
大島康正　　様
太田真治　　様
太田正三　　様
太田良久　　様
大谷誠司　　様
大西信也　　様
大沼正博　　様
大野昌美　　様
大野廉生　　様
大橋　浩　　様
大林一広　　様
大原慶一　　様
大平淳一　　様
大堀一充　　様
大森　憲　　様
大山武志　　様
大和田　忍　様
岡井和一　　様
岡田昌士　　様
緒方　徹　　様
岡村　健　　様
岡本賢一郎　様
岡本健二　　様
岡本岳彦　　様
岡本　正　　様
岡本博夫　　様
岡本　浩　　様
荻本洋子　　様
荻原貞雄　　様
奥田道生　　様
奥村恒夫　　様
小椋康宏　　様
小栗真吾　　様

小澤孝正　　様
落合　健　　様
乙黒絵里　　様
乙黒　勤　　様
乙部千寿子　様
小野洋二　　様
小野打　真　様
小俣真一　　様
小俣良一　　様
織井啓介　　様
甲斐文敏　　様
海江田誠司　様
柿田智行　　様
蠣田春久　　様
柿沼正明　　様
角野公則　　様
籠池宗平　　様
笠松弘典　　様
樫尾昭彦　　様
梶山征爾　　様
片桐一平　　様
片山光代　　様
勝沼依久　　様
加藤俊一　　様
加藤　卓　　様
加藤真美　　様
金森　良　　様
金谷　研　　様
鐘江健一郎　様
金子恵美　　様
金子俊太郎　様
金子喜昶　　様
兼松勝弘　　様
鹿野泰孝　　様
加納正三　　様
樺澤精一　　様
釜井章三　　様
鎌田茂男　　様
鎌田忠吉　　様
狩生　茂　　様
川合広保　　様
加輪上浩之　様
河口脩一　　様
川口　卓　　様
河久保弘和　様
川　勝晤　　様
河　　卓　　様
川崎忠一　　様
川添　淳　　様
川田　隆　　様
川西三郎　　様
神田和幸　　様
神田俊彦　　様
木川　眞　　様
菊岡昭謙　　様
菊竹秀敏　　様
菊地政夫　　様
岸田一男　　様
北原繁美　　様
北原久己　　様
北原義雄　　様
北村輝文　　様
木津浩司　　様
木下節男　　様
木下智雄　　様
木村一郎　　様
木村武彦　　様
九鬼　聡　　様
草薙　潤　　様
朽津精一　　様

工藤　章　　様
久保敬三　　様
久保豊子　　様
久保田友康　様
熊澤輝彦　　様
倉金秀実　　様
倉　伸一朗　様
栗原浩史　　様
楜沢琢郎　　様
黒川嘉郎　　様
黒澤謙一　　様
黒田　尚　　様
黒田　泰　　様
桑名道　　　様
桑原隆人　　様
小池芳規　　様
小池良司　　様
小出洋朗　　様
郷　寛幾　　様
合田　洋　　様
高着敦史　　様
小久保和夫　様
小久保嘉郎　様
小島　繁　　様
小高正敏　　様
小林　功　　様
小林克信　　様
小林成古　　様
小林博一　　様
小林正明　　様
小林正元　　様
小舟　賢　　様
小堀公男　　様
小松幹太　　様
小美野広行　様
小宮　修　　様
小室　貢　　様
小山和秀　　様
小山哲司　　様
小山嚴也　　様
紺谷信也　　様
近堂一郎　　様
近藤康裕　　様
済藤　昭　　様
斎藤顕次　　様
齋藤健介　　様
斎藤　徹　　様
齊藤俊樹　　様
斎藤英秋　　様
齊藤　康　　様
斉之平伸一　様
坂井幹一　　様
榊　成明　　様
榊原貞夫　　様
坂西秀都　　様
坂本茂樹　　様
坂本慎一郎　様
坂本威夫　　様
坂本武文　　様
坂本暢明　　様
坂本秀雄　　様
坂本幸雄　　様
坂本良夫　　様
櫻井　哲　　様
佐古田　明　様
迫田裕三　　様
佐々木宏明　様
薩摩林俊彦　様
佐藤　明　　様
佐藤一郎　　様

100万円以上

卒業生

846名・8団体（111,775,673 円）

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。

34名

50万円以上
100万円未満

20名・2団体

50万円未満

792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）

一橋大学基金へのご協力、
心より御礼申し上げます。
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社会学部連続市民講座2010開催報告

1年間のインターバルを経て、
社会学部連続市民講座を再開しました
2010年、社会学部では、１年間のインターバルを経て全８回の連続市民講座を開講しています。2010年

10月までに５回が終了していますが、今後も継続的開催を検討してまいります。2010年のテーマは、

「ローカル、ナショナル、グローバル～世界は小さくなったのか」であり、それぞれの用語が現代にどの

ような意味を持っているかを様々な視点から考察していきます。過去３期にわたり実施してきた連続市民

講座と同様に、一橋大学社会学部の学際的で総合的な特長を活かす取り組みです。多くの市民、そして高

校生のご参加をお待ちしております。

タイトル日程 担当者

■2010年度講座一覧（今後実施分については、変更の可能性があります。）

Campus Information

ローカル、ナショナル、グローバル～グローバル空間のローカルな編成4月17日（土） 伊豫谷登士翁

世界・アジアのなかの日朝関係～19世紀後半から現在まで5月15日（土） 糟谷憲一

日本におけるジャズ受容～異文化の摂取・消化・再生を考える6月19日（土） マイク・モラスキー

地域の中でせめぎ合うグローバルとナショナル～北米大陸での経験7月17日（土） 小井土彰宏

タイの外国人労働者受け入れ政策～医療保険と子供の教育問題を中心に10月16日（土） 浅見靖仁

フィジー～公立老人ホームで考える11月13日（土） 春日直樹

音響・国境・望郷～ローカルな音楽がグローバル化するとき12月18日（土） 岡崎　彰

〈庇護の地〉フランスの変容と苦悩～英仏海峡トンネルの町・カレーの事例から1月22日（土） 伊藤るり

会　　場 兼松講堂（一橋大学国立西キャンパス）

時　　間 13：30～15：00

参加方法 参加は無料。どなたでも入場できます。当日、直接会場までお越しください。

問い合わせ先 一橋大学社会学部・社会学研究科事務部
〒186-8601 東京都国立市中2-1
TEL：042-580-8212 FAX：042-580-8210 E-mail：info@soc.hit-u.ac.jp
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Campus Information

〈編集・発行〉

一橋大学HQ編集部

〈編集部長〉

副学長（総務、財務、社会連携担当） 山内　進

〈編集長〉

言語社会研究科教授　　　　　　　　坂井洋史

〈編集部員〉

商学研究科准教授　　　　　　　　　松井　剛

経済学研究科教授　　　　　　　　　水岡不二雄

法学研究科准教授　　　　　　　　　屋敷二郎

社会学研究科教授　　　　　　　　　阪西紀子

国際企業戦略研究科准教授　　　　　大上慎吾

経済研究所教授　　　　　　　　　　青木玲子

〈外部編集部員〉

有限会社イプダワークス　　　　　　吉田清純

〈印刷・製本〉

図書印刷株式会社

〈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/

koho1284@dm.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

koho1284@dm.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

編 集 部 か ら

日本のＧＤＰが中国に抜き去られる日が、近づ

いた。

ネオリベラリズムと脱工業化社会の誘惑に乗っ

てマネーゲームにうつつを抜かしたあげく、リー

マンショックなどの危機が爆発。小泉・竹中路線

も日本経済を成長軌道に乗せることに失敗、格差

拡大・地域経済疲弊をもたらした。対照的に、中

国は、国家が経済介入して投機資金侵入を阻止し

つつ、世界から工業投資を集め、「世界の工場」と

して経済を着実に成長させた。

金融資本主義か産業資本主義か、投機資金の跳梁

を自由放任に委ねるか公的に管理するか――中国

は、このどちらの対立軸でも後者を択び、成功した。

日本の閉塞は民主党政権を生んだが、現在の指

導者は経済の学識も政策への明晰さも乏しいまま、

権力の座にしがみついている。「雇用」と口先だけ

で叫んでも、力強い成長がなければ、ただ空しい。

かくて疲弊した日本経済と政治を見透かすかの

ように、中国は、尖閣諸島は中国固有の領土と主

張、船長を逮捕した日本にさまざまの対抗措置を

とりはじめた。

リーダーが経済学にも国際関係にも罔ければ、

日本の前途は殆い。本学の「知と業のフロンティ

ア」こそ、この闇を打開してほしいと希う。（FM）

式辞

一橋大学長

杉山武彦

奏楽

一橋大学津田塾大学吹奏楽団
曲目：百年祭序曲
（ジェームズ・バーンズ作曲）
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1875年（明治８年）９月、一橋大学の前身である商法

講習所が東京銀座尾張町に誕生しました。1923年（大正

12年）関東大震災により、当時神田一ツ橋にあった東

京商科大学（現：一橋大学）の建物の大半が倒壊。小

平・国立へのキャンパス移転計画が始動、1930年（昭和

５年）に学部本部の移転が完了しました。

2010年９月25日、創立135周年・国立移転80周年の

記念式典および祝賀会を開催いたしました。

2010年9月25日
創立135周年・国立移転80周年記念式典を

挙行しました

記念映像会

国立移転
1930年当時の
記念映像会

一橋の歌　斉唱

一橋大学津田塾大学混声合唱団
ユマニテ

来賓祝辞

国立市長

関口 博氏

来賓祝辞

文部科学省
大臣官房審議官

小松親次郎氏

来賓祝辞

社団法人如水会
理事長

松本正義氏

挨拶

一橋大学長

杉山武彦

乾杯

一橋大学
名誉教授

佐藤定幸氏

演武

一橋大学
体育会応援部

閉会

一橋大学
理事・副学長

山内 進

記念式典　場所：兼松講堂

祝賀会　場所：マーキュリータワー7階ホール
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日 時

会 場

ご 参 加

：2010年11月29日（月） 13時開演（12時30分開場）

：如水会館　2階スターホール
〒101－0003 東京都千代田区一ツ橋2－1－1
TEL：03－3261－1101（代表）

：無料・先着200名
氏名・所属・連絡先を明記の上、2010年11月19日（金）までに、
E-mailまたはFAXでお申し込みください。
【創立135周年・国立移転80周年記念講演会担当】
E-mail：gen-sh.g@dm.hit-u.ac.jp FAX：042－580－8006

開会挨拶

講 演

：山内　進　一橋大学理事・副学長

：「日本企業、再飛躍の条件―グローバル競争に打ち勝つ知恵と戦略―」
伊藤邦雄　一橋大学商学研究科教授

「パラダイムシフトとグローバル化する企業経営―変化への対応と事業精神―」
松本正義　住友電気工業株式会社社長

松本正義　住友電気工業株式会社社長
伊藤邦雄　一橋大学商学研究科教授
司会／山下裕子　一橋大学商学研究科准教授

：杉山武彦　一橋大学長

お問い合わせ先：〒186－8601 東京都国立市中2－1
一橋大学総務部総務課　TEL：042－580－8010

ディスカッション：

テ ー マ：変動する世界経済と日本企業の革新

一橋大学創立135周年・国立移転80周年記念講演会

プログラム

閉会挨拶




