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一 橋 大 学 の 「 今 」 が わ か る 広 報 誌
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日
本
の
大
学
が
世
界
の
大
学
と
直
接
競
争
す
る
よ
う
な

こ
と
は
、
以
前
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
世
界
の
大
学
と
の
競
争
が

激
化
し
て
い
る
現
在
で
は
、
日
本
の
大
学
に
と
っ
て
、
そ

の
魅
力
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要

に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
学
も
そ
の
魅
力
を
世
界
に
発
信
す

べ
く
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に

は
社
会
科
学
系
大
学
な
ら
で
は
の
難
し
さ
と
、
逆
に
強
み

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

理
系
の
大
学
で
は
、
研
究
成
果
は
、
英
語
で
書
い
て
世

界
に
問
い
か
け
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。「
世
界
の
大
学
ラ

ン
キ
ン
グ
」
な
ど
で
は
、
こ
う
し
た
論
文
の
内
容
や
引
用

回
数
な
ど
が
、
研
究
者
や
大
学
の
評
価
基
準
の
一
つ
に
な

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
社
会
科
学
系
の
世
界
で
は
、
経
済

学
の
一
部
を
除
け
ば
、
学
問
の
研
究
対
象
が
お
お
む
ね
国

内
の
事
柄
な
の
で
論
文
を
英
語
で
書
く
必
要
性
が
低
く
、

ま
た
論
文
の
あ
て
先
は
日
本
で
あ
り
日
本
人
で
あ
る
の
が

普
通
で
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
の
法
律
を
論
ず
る
に
は
、

ま
ず
日
本
語
で
論
文
を
書
い
て
議
論
す
る
の
が
当
然
で
、

最
初
か
ら
英
語
で
論
文
を
書
く
理
由
も
必
要
も
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
難
し
さ
が
あ
る
な
か
で
、
本
学
が
世
界
的

に
も
す
ば
ら
し
い
大
学
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

一
方
で
は
、
国
内
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世

界
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
強
み
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
社
会

が
抱
え
る
諸
問
題
に
は
、
先
進
国
間
で
共
通
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
多
く
、
ま
た
、
新
興
国
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
こ
れ
ま

で
の
経
験
が
大
い
に
参
考
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
日
本

に
お
け
る
様
々
な
問
題
解
決
の
経
験
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
成

果
を
英
語
等
で
発
信
す
る
の
は
十
分
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

本
学
の
教
育
や
研
究
は
、
世
界
的
に
見
て
も
非
常
に
高
い

レ
ベ
ル
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
国
立
大
学
と
し
て
日
本
国

民
に
対
す
る
直
接
的
な
貢
献
も
大
事
で
す
が
、
国
内
だ
け
に

目
を
向
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
優
れ
た
研
究
成
果
を
英
語

で
世
界
に
伝
え
貢
献
す
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
な
役
割
で
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
支
援
方
法
を
模
索
す
る
と
と
も
に
体
制

を
整
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
学
の
国
際
化
に
つ
い
て
は
、
既
に
戦
略
の
基
本
的
な

枠
組
は
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
具
現
化
し

て
い
く
か
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。
そ
こ
で
常
に
問
題

と
な
っ
て
く
る
こ
と
の
一
つ
に
、
大
学
で
の
英
語
教
育
が

あ
り
ま
す
。

本
学
は
、実
践
的
な
英
語
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、

総
合
的
な
英
語
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
重

要
な
の
は
、
読
む
力
と
と
も
に
、
書
く
力
、
聞
く
力
、
話
す

力
を
ト
ー
タ
ル
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
つ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
の

う
え
で
専
門
分
野
に
つ
い
て
議
論
す
る
力
や
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど

で
使
う
英
語
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
日
本
で
は
読
む
こ

と
に
力
を
入
れ
、
英
語
で
考
え
、
表
現
す
る
こ
と
に
教
育
の

時
間
を
余
り
振
り
向
け
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
考

「世界で最も強靱でSMARTな大学」に

一
橋
大
学
の
よ
さ
を

世
界
に
ど
う
見
せ
る
か

例
え
ば
英
語
教
育
…
…

進
む
国
際
化
対
策
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え
、
表
現
す
る
訓
練
を
す
る
こ
と
で
会
話
力
も
つ
い
て
き

ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
学
問
的
に
高
度
な
英
語
力
と
会
話

力
、
そ
の
両
方
の
教
育
が
今
の
大
学
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
英
語
教
育
は
、
本
来
大
学
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
国
の
教
育
体
系
全
体
の
な
か
で
総
合
的
に
捉
え
て
い

く
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
学
は
社
会
へ
の

出
口
に
近
い
分
だ
け
、
担
う
べ
き
責
任
は
重
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
一
橋
大
学
で
は
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
協
力
を
得
て
、
ト
ー
タ
ル
な
英
語
力

強
化
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
弱
点
を
補
う
と
い
う
意
味
で

日
常
会
話
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
狙
い
は
あ
く
ま
で

総
合
的
な
英
語
力
の
向
上
で
す
。
も
と
も
と
力
の
あ
る
学
生

が
多
い
の
で
、
期
待
以
上
の
効
果
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

大
学
で
の
英
語
教
育
を
充
実
す
る
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
し
た
ツ
ー
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
ツ
ー
ル
だ
け
で
は
、
世
界
を
相
手
に
活
躍
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
学
生
に
は
、
学
生
時
代
に
少
な
く
と

も
一
回
は
海
外
で
の
生
活
を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
日
本
語
が
通
じ
な
い
、
ま
た
日
本
的
な
価
値
観

が
通
じ
な
い
よ
う
な
海
外
で
、
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
経
験
を
積
む
こ
と
で
、

本
学
の
優
れ
た
点
も
不
十
分
な
点
も
わ
か
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
し
、
何
よ
り
も
世
界
と
自
分
と
の
距
離
を
実
感
で
き
る
は

ず
で
す
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
可
能
性
を
広
げ

る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

最
近
、
企
業
の
人
事
担
当
の
方
と
お
会
い
し
て
、
本
学
の

学
生
の
印
象
に
つ
い
て
お
聞
き
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
際
に
私
が
気
に
な
っ
た
の
は
、
本
学
の
学
生
は
「
頭
は

よ
い
が
、
お
と
な
し
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

最
近
の
日
本
の
学
生
は
、
様
々
な
面
に
お
い
て
便
利
で
豊
か

な
環
境
に
暮
ら
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
海
外
と
積
極
的
に
か

か
わ
ら
ず
と
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
世
界
中
に
拠
点
を
持
ち
、
人
々
と
の

交
流
が
あ
る
大
手
企
業
の
担
当
者
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
学

生
は
全
般
的
に
ひ
弱
に
見
え
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。そ
こ
で
、

本
学
の
学
生
に
は
、「
賢
く
も
あ
る
が
強
靭
」
で
あ
っ
て
ほ

し
い
。
本
学
に
は
幸
い
に
も
、
卒
業
生
な
ど
の
支
援
に
よ
る

充
実
し
た
留
学
制
度
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
短
期

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。学
生
諸
君
に
は
、

ぜ
ひ
大
学
が
備
え
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
海
外
に

飛
び
出
し
大
き
く
成
長
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
本
学
は
、「
ア
ジ
ア
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
、
世
界

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
様
々
な
試
み
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
こ
の
ス
タ
ン
ス
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
だ
け
加

え
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
学
を
「
世
界
で
最

も
強
靱
で
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
な
大
学
」
に
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
す
。「sm

art
pow
er

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
米
国
の
戦
略
国
際
問
題
研
究
所
（
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）
が

発
表
し
た
概
念
で
、
軍
事
力
や
経
済
力
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
な

力
ば
か
り
で
な
く
、
文
化
や
技
術
と
い

っ
た
ソ
フ
ト
な
力
を
基
に
し
た
国
際
協

力
を
総
合
的
に
展
開
す
る
と
い
う
、
新

し
い
形
の
対
外
政
策
戦
略
で
す
。
私
の

考
え
る
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
と
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｓ

の
概
念
と
同
様
に
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を

併
せ
持
つ
賢
明
さ
を
意
味
し
ま
す
が
、
や
は
り
「
粋
」
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
い
で
す
ね
。
大
学
の
ハ
ー
ド
と
は
本
来

あ
る
べ
き
教
育
や
研
究
の
こ
と
で
、
そ
の
プ
ラ
ス
α
と
し

て
の
カ
ル
チ
ャ
ー
や
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ア
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
で

も
、
大
い
に
魅
力
を
発
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
学
生
の
み
な
さ
ん
が
自
由
に
集
ま
れ
る
よ
う
な

空
間
づ
く
り
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
の
リ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
卒
業
生
の
尽
力

に
よ
り
昨
年
設
立
さ
れ
た
兼
松
講
堂
を
活
動
拠
点
に
す
る
レ

ジ
デ
ン
ト
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
「
国
立
シ
ン
フ
ォ
ニ
カ
ー
」
も
、

そ
う
し
た
ソ
フ
ト
の
好
例
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
い

る
だ
け
で
感
性
が
磨
か
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
キ
ャ
ン
パ
ス

づ
く
り
を
進
め
た
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
、
本
学
の
魅
力
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
魅
力
が
世
界
中

の
受
験
生
を
引
き
付
け
、
ま
た
、
卒
業
生
の
誇
り
と
も
な
れ

ば
嬉
し
い
限
り
で
す
。

た
だ
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
と
い
う
と
ソ
フ
ト
の
面
が
強
調
さ
れ

る
の
で
、
こ
れ
に
強
靱
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
た
い
と
思

い
ま
す
。
物
事
を
な
す
に
は
強
さ
が
必
要
で
す
。

「
世
界
で
最
も
強
靱
で
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
な
大
学
」。
中
身
が

あ
っ
て
タ
フ
で
カ
ッ
コ
が
い
い
、
文
化
の
薫
り
が
す
る
大

学
。
こ
う
し
た
魅
力
づ
く
り
は
、
世
界
で
競
争
し
て
い
く
う

え
で
も
大
切
な
要
素
だ
と
思
い
ま
す
。（
談
）

新学長からのメッセージ

山内 進
（やまうち・すすむ）

1949年北海道小樽市生まれ。1972年

一橋大学法学部卒業。1977年同大大

学院法学研究科博士課程修了。1987

年博士（法学）取得。成城大学法学

部教授、一橋大学法学部教授、法学

部長、理事等を歴任。2004年、21世

紀ＣＯＥプログラム「ヨーロッパの革

新的研究拠点」の拠点リーダーに就任。

2006年副学長（財務、社会連携担当）、

2010年12月一橋大学長に就任。専門

は法制史、西洋中世法史、法文化史。

『北の十字軍』（講談社）でサントリ

ー学芸賞受賞。その他『新ストア主

義の国家哲学』（千倉書房）、『掠奪の

法観念史』（東京大学出版会）、『決闘

裁判』（講談社）、『十字軍の思想』

（筑摩書房）など著書多数。

学
生
に
は

海
外
に
飛
び
出
し
て
ほ
し
い

本
来
の
強
み
に

カ
ッ
コ
よ
さ
を
プ
ラ
ス
す
る
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副
学
長
（
総
務
、
研
究
、
国
際
交
流
担
当
）

大
芝

亮

副
学
長
（
教
育
・
学
生
担
当
）

落
合
一
泰

副
学
長
（
財
務
、
社
会
連
携
、
企
画
・
評
価
、
情
報
化
担
当
）

小
川
英
治

新
任
副
学
長

附
属
図
書
館
長

江
夏
由
樹

新
任
図
書
館
長

商
学
研
究
科
長

沼
上

幹

社
会
学
研
究
科
長

村
田
光
二

新
任
研
究
科
長
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副学長（総務、研究、国際交流担当）大芝 亮

新任副学長メッセージ

総
務
、
研
究
、
国
際
交
流
担
当
の

副
学
長
を
引
き
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

現
在
、
日
本
は
経
済
的
に
停
滞
し
て

い
ま
す
。
政
治
的
に
も
混
迷
し
て
い
ま

す
。
進
路
が
見
え
な
い
こ
の
よ
う
な
時

こ
そ
、
大
学
が
き
ち
ん
と
世
界
の
政
治

経
済
や
社
会
状
況
を
分
析
し
、
日
本
の

と
る
べ
き
進
路
を
示
す
使
命
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
が
こ
の
よ
う
な
使
命
を
果

た
す
た
め
に
、
ま
ず
必
要
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
現
在
の
状
況
を
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
分
析
し
、
研
究
機
関
と
し

て
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
す
。
政

策
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、

よ
り
根
源
的
な
問
い
に
つ
い
て
じ
っ
く
り

と
思
索
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
応
用
研

究
と
と
も
に
基
礎
的
な
研
究
も
重
視
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究

を
多
方
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
な
姿
勢
で
諸
問
題
に
取
り
組
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

優
れ
た
研
究
を
進
め
る
に
は
、
世
界

の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
研
究
者
と
知
的
に

交
流
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
一
橋

大
学
の
教
員
は
個
々
の
レ
ベ
ル
で
積
極

的
に
世
界
の
研
究
者
と
交
流
し
、
外
国

の
学
会
で
も
発
表
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

若
手
研
究
者
に
も
こ
の
よ
う
な
機
会
が

い
っ
そ
う
増
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

思
い
ま
す
。

大
学
と
し
て
、
多
様
な
国
際
共
同
研

究
に
取
り
組
み
、
ま
た
、
よ
り
継
続
的

な
協
力
体
制
を
築
く
た
め
に
世
界
各
国

の
大
学
と
学
術
交
流
協
定
を
結
ん
で
き

ま
し
た
。
こ
う
し
た
実
績
に
基
づ
き
、

こ
れ
か
ら
は
、
２
つ
の
大
学
間
の
バ
イ

ラ
テ
ラ
ル
な
協
定
だ
け
で
な
く
、
複
数

の
大
学
と
の
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
な
学
術

協
力
体
制
を
築
い
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
本
学
に

お
け
る
研
究
・
教
育
の
中
身
を
充
実
さ

せ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
主
に
教
育
の

分
野
で
は
あ
り
ま
す
が
、
エ
ラ

ス
ム
ス
計
画
（E

R
A
SM
U
S

）
と
し
て
、

Ｅ
Ｕ
域
内
の
大
学
間
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
が
進
展
し
て
い
ま
す
。
一
橋
大
学

に
お
い
て
も
、
い
わ
ば
ア
ジ
ア
太
平
洋

版
エ
ラ
ス
ム
ス
計
画
と
し
て
、
ア
ジ
ア

太
平
洋
地
域
の
優
れ
た
大
学
と
の
学

術
・
教
育
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、

次
に
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
足
が
か

り
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
傑
出
し

た
大
学
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
大

学
と
の
交
流
強
化
に
つ
な
げ
て
い

く
。
そ
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
参
加

の
、
い
わ
ば
「
仲
間
」
と
と
も
に
、
共
同

研
究
は
も
と
よ
り
、
可
能
な
分
野
で
の
共

通
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
な
ど
、
研

究
・
教
育
の
中
身
の
充
実
を
図
り
、
本
学

を
世
界
的
に
魅
力
の
あ
る
大
学
へ
と
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
の
専
門
で
あ
る
国
際
政
治
学
で

は
、
日
本
外
交
の
問
題
点
と
し

て
、
こ
う
し
た
「
仲
間
づ
く
り
」
が
お

よ
そ
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
大
学
の
「
世

界
戦
略
」
に
お
い
て
も
弱
い
と
こ
ろ
で

あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
と
は
い
っ
て

も
、
組
織
と
し
て
の
共
同
研
究
や
共
通

の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
ば
か
り
を
重
視

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
個
人
で
あ
れ

グ
ル
ー
プ
で
あ
れ
、
個
々
の
自
発
的
な
研

究
が
世
界
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
く
こ
と

を
め
ざ
す
の
が
基
本
で
あ
り
、
こ
う
し
た

戦
略
は
、
個
々
の
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
研
究
・
教
育
・
社
会
連

携
は
相
互
に
関
連
し
あ
う
も
の
で
す
。

優
れ
た
研
究
者
＝
優
れ
た
教
育
者
で
あ

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
優
れ
た
教
育

を
行
う
た
め
に
は
、
優
れ
た
研
究
者
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
一
橋
大
学
の
教
育
を
い
っ
そ
う
向

上
さ
せ
る
た
め
に
も
、
研
究
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
ま
た
、

研
究
の
成
果
を
色
々
な
形
で
社
会
に
還

元
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
わ
れ

わ
れ
が
大
学
で
研
究
に
従
事
で
き
る
の

は
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
お
か

げ
で
あ
り
、
社
会
連
携
の
な
か
で
、
ど

の
よ
う
に
研
究
成
果
を
還
元
す
る
か
を

常
に
考
え
て
お
く
こ
と
は
、
学
術
研
究

に
従
事
す
る
も
の
の
責
務
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

山
内
新
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

も
と
、
３
人
の
副
学
長
が
連
携
し
て
研

究
・
教
育
・
社
会
連
携
の
国
際
化
・
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。（
談
）

国
際
的
な
「
仲
間
づ
く
り
」
を
通
じ
て

世
界
的
に
魅
力
の
あ
る
大
学
を
め
ざ
す
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大
学
が
果
た
す
べ
き
最
も
重
要
な

社
会
的
責
任
は
、
学
生
一
人
一

人
が
社
会
に
貢
献
す
る
力
を
備
え
た
人

間
と
し
て
巣
立
っ
て
い
く
こ
と
を
後
押

し
し
、
見
届
け
る
こ
と
で
す
。
学
生
に

は
、
日
々
の
研
鑽
を
通
じ
「
自
分
は
成

長
し
た
」
と
い
う
実
感
を
得
て
社
会
に

羽
ば
た
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

学
生
に
は
、「
卒
業
時
に
は
こ
う
い
う

人
間
に
な
っ
て
い
た
い
」
と
い
う
出
口

ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、「
そ
の
実
現
の
た
め

に
は
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
」
と
い
う

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
学
年
の
進

行
と
と
も
に
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
更
新
を
前
提
に
、
常
に
出
口

ビ
ジ
ョ
ン
と
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
念
頭
に

置
い
て
ほ
し
い
。
学
生
に
と
り
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
努
力
が
自
分
に
対

す
る
「
契
約
履
行
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
大

学
の
四
年
間
で
自
分
を
こ
こ
ま
で
創
っ

た
」
と
い
う
達
成
感
に
つ
な
が
り
ま
す
。

学
生
が
主
体
的
に
自
分
を
創
っ
て
い

け
る
よ
う
、
大
学
は
次
の
よ
う
な
対
話

型
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
努
め
て

い
ま
す
。

（
１
）
学
生
が
将
来
計
画
を
立
て
ら
れ
る

よ
う
、
各
学
部
は
入
口
・
中
身
・
出
口

に
関
す
る
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
（
ア
ド
ミ

ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
ポ
リ
シ
ー
、
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ

シ
ー
）
を
明
示
す
る

（
２
）
各
教
員
は
担
当
す
る
授
業
や
演
習

の
詳
し
い
シ
ラ
バ
ス
を
示
す

（
３
）
学
生
は
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
学
習

計
画
を
立
て
、
履
修
科
目
を
登
録
す
る

（
４
）
教
員
は
シ
ラ
バ
ス
に
即
し
て
授
業

を
進
め
、
出
欠
を
含
め
た
厳
格
な
成
績

評
価
を
行
う

（
５
）
学
生
は
自
分
の
成
績
や
Ｇ
Ｐ
Ａ

（
成
績
評
価
平
均
値
）
を
自
己
分
析
し
、

必
要
に
応
じ
学
習
指
導
を
大
学
に
求

め
る

（
６
）
学
生
は
履
修
科
目
の
授
業
評
価
を

行
う

（
７
）
学
生
の
授
業
評
価
を
受
け
て
、
教

員
は
よ
り
よ
い
授
業
を
設
計
す
る

大
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
役

割
は
、
本
学
で
い
え
ば
学
生
団

体
の
課
外
活
動
、
Ｋ
Ｏ
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ａ
祭
、

一
橋
祭
な
ど
を
大
学
教
育
の
一
環
と
し

て
支
援
す
る
こ
と
で
す
。
学
生
が
教
職

員
や
他
の
学
生
に
配
慮
し
つ
つ
協
調
し

て
活
動
し
、
そ
の
機
会
に

学
外
社
会
と
も
秩
序
あ
る
連

携
を
広
く
実
践
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
教
育
上
お
お
い
に
有
意
義
で
す
。

本
学
は
大
学
院
重
点
化
大
学
で
す
。

以
前
に
く
ら
べ
大
学
院
生
が
大
幅
に
増

え
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
研
究
力
あ
る

高
度
職
業
人
や
専
門
職
の
知
識
や
技
能

を
備
え
た
専
門
職
業
人
を
養
成
す
る
観

点
か
ら
、
そ
の
教
育
支
援
、
研
究
支
援
、

進
路
支
援
等
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
当

然
と
考
え
て
い
ま
す
。

就
職
情
報
は
大
事
で
す
。
学
部
生
、

大
学
院
生
を
問
わ
ず
キ
ャ
リ
ア
支
援
室

で
相
談
員
と
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。

山
内
学
長
が
掲
げ
る
「
グ
ロ
ー
バ

ル
一
橋
」
を
教
育
面
で
い
か
に

実
現
す
る
か
、
こ
れ
は
重
要
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
す
。
本
学
が
育
成
す
る
国
際
的

なC
ap
tain
s
of
In
d
u
stry

に
は
、
世

界
の
多
様
な
文
化
や
社
会
の
価
値
体
系

の
間
に
一
定
の
互
換
性
を
見
出
し
、
そ

れ
を
職
業
的
実
践
に
つ
な
げ
る
力
を
持

っ
て
ほ
し
い
。
異
な
る
価
値
意
識
の
間

で
の
「
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
」（
調
律
、
調
整
）

能
力
は
、
鍛
え
ら
れ
た
英
語
力
と
と
も

に
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
あ
る
グ
ロ
ー
バ

ル
人
材
の
条
件
の
一
つ
だ
か
ら
で
す
。

同
じ
こ
と
が
大
学
そ
の
も
の
に
も
言

え
ま
す
。
学
生
の
海
外
派
遣
や
留
学
生

受
け
入
れ
を
恒
常
化
す
る
に
は
、
本
学

の
教
育
機
能
の
国
際
的
認
知
度
を
高
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、

海
外
諸
大
学
と
の
間
で
「
チ
ュ
ー
ニ
ン

グ
」（
科
目
の
単
位
互
換
性
や
課
程
の
比

較
可
能
性
の
相
互
認
定
）
を
進
め
、
本

学
が
教
育
面
で
も
国
際
基
準
を
満
た
す

優
れ
た
機
関
で
あ
る
証
を
得
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

本
学
に
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
教
職

員
と
学
生
が
築
い
て
き
た
魅
力
的
な
社

会
空
間
が
あ
り
、
そ
れ
は
広
く
外
部
に

開
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
と
外
を
つ

な
ぐ
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
の
存
在
と
協
力
が
、

他
に
類
を
見
な
い
本
学
の
質
の
高
い
教

育
環
境
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
、
日
々

感
謝
し
て
い
ま
す
。（
談
）

学
生
が
自
分
を
創
る
―
―

そ
の
支
援
が
大
学
の
役
割

6
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山
内
新
学
長
が
大
き
く
掲
げ
ら
れ

て
い
る
テ
ー
マ
に
大
学
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
が
あ
り
ま
す
。
私
の
役
割
は
、

与
え
ら
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
遂
行
し
つ

つ
、
ほ
か
の
２
人
の
副
学
長
と
連
携
協

力
し
て
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
い
く

こ
と
で
す
。

私
の
担
当
は
、
財
務
、
社
会
連
携
、

企
画
・
評
価
、
情
報
化
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
財
政
基
盤
が

不
可
欠
で
す
か
ら
、
１
０
０
億
円
の
目

標
を
掲
げ
て
い
る
一
橋
大
学
基
金
の
充

実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
同
窓
会
や
、
企
業
へ
の
働
き

か
け
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、

積
極
的
に
外
部
資
金
を
増
加
さ
せ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

社
会
連
携
に
お
い
て
は
、
産
学
官
で

連
携
し
、
教
育
研
究
を
進
め
て
い
く
こ

と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

加
え
て
一
橋
大
学
は
国
立

く
に
た
ち

と
い
う
場
所

に
位
置
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
国

立
市
、
多
摩
地
区
へ
の
貢
献
も
考
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
、
市
民

公
開
講
座
な
ど
国
立
を
ベ
ー
ス
に
し
た

活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
し
、
開
放
講

座
、
関
西
ア
カ
デ
ミ
ア
、
中
部
ア
カ
デ

ミ
ア
な
ど
社
会
科
学
の
総
合
大
学
と
し

て
全
国
を
視
野
に
入
れ
た
講
座
も
展
開

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
充
実

さ
せ
、
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
学
外
の
方
々

と
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
が
、
一
橋
大

学
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
も
繋
が
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

評
価
に
つ
い
て
は
毎
年
実
施
し
て
い

ま
す
が
、
単
に
そ
の
善
し
悪
し
に
一
喜

一
憂
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
政

策
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
に

な
り
ま
す
。
私
自
身
は
今
年
度
大
学
入

試
の
評
価
を
担
当
し
ま
し
た
。
そ
の
経

験
も
踏
ま
え
て
、
一
橋
大
学
に
と
っ
て

将
来
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な
政
策
提
言

型
の
評
価
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
良
い
点
を
伸
ば
し
、
問
題

点
を
改
善
で
き
る
よ
う
な
建
設
的
な
評

価
は
、
よ
り
良
い
大
学
づ
く
り
に
繋
が

る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

情
報
化
は
、
長
期
的
な
視
点
で
取

り
組
む
べ
き
課
題
で
す
。
そ
の

た
め
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
構
築
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
情
報
シ
ス
テ
ム

の
統
合
化
に
よ
っ
て
業
務
面
に
お
け
る

一
層
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
今
す
ぐ
や

る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
情
報
基
盤
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
と
と
も
に
、
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
確
立
が
重
要
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、

大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ブ
ラ
ン

ド
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
一
橋

大
学
の
ア
ジ
ア
で
の
位
置
を
確
か
な
も

の
と
し
、
世
界
の
な
か
で
も
存
在
感
の

あ
る
大
学
に
す
る
た
め
に
も
、
的
確
な

サ
ブ
ス
タ
ン
ス
の
あ
る
情
報
発
信
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

実
現
に
向
け
て
、
教
育
担
当
、
研
究
担

当
の
副
学
長
と
連
携
し
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
産

学
連
携
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
必
要
で

す
。
例
え
ば
、
す
で
に
Ｅ
Ｕ
Ｓ
Ｉ
に
お

い
て
は
欧
州
委
員
会
と
の
連
携
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
の
発

展
の
た
め
の
研
究
に
つ
い
て
、
日
本
の

み
な
ら
ず
、
海
外
の
企
業
と
の
連
携
も

視
野
に
入
れ
た
い
で
す
。

一
橋
大
学
に
は
１
３
５
年
の
歴
史
と

伝
統
が
あ
り
、
学
問
的
知
識
の
蓄
積
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
一
橋
大
学
の
素

晴
ら
し
さ
を
い
か
に
目
に
見
え
る
形
に

し
て
い
く
か
が
重
要
で
す
。
ま
ず
は
、

現
在
、
世
界
で
関
心
の
持
た
れ
て
い
る

重
要
課
題
の
研
究
を
進
め
た
り
、
教
育

面
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
推
進
し

た
り
し
て
い
く
こ
と
。
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ

ブ
に
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
在
の
重
要

課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

に
伝
統
の
重
み
と
一
橋
大
学
の
素
晴

ら
し
さ
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

伝
統
と
し
て
重
ん
じ
る
べ
き
部
分
と

イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
に
変
革
し
て
い
く
部

分
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
挑
ん
で
い
き

た
い
で
す
ね
。（
談
）

イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
に
考
え

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
革
し
て
い
く



附属図書館長 江夏由樹

新任図書館長メッセージ

私
と
図
書
館
と
の
関
わ
り
は
、
35

年
前
の
大
学
院
生
時
代
に
ま
で

遡
り
ま
す
。
現
在
の
図
書
館
の
様
子
は

当
時
と
は
す
っ
か
り
変
わ
り
ま
し
た
。

今
は
開
館
時
間
も
夜
の
10
時
ま
で
延

び
、
ま
た
、
蔵
書
の
多
く
も
開
架
式
に

な
っ
て
お
り
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
大

変
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
大

閲
覧
室
な
ど
に
は
昔
の
面
影
が
色
濃
く

残
っ
て
お
り
、
そ
こ
を
訪
ね
る
と
本
当

に
懐
か
し
い
思
い
が
し
ま
す
。

私
は
中
国
東
北
部
（
旧
満
洲
）
の
歴

史
を
研
究
し
て
き
た
の
で
、
旧
高
等
商

業
学
校
時
代
の
資
料
を
は
じ
め
、
図
書

館
の
蔵
書
に
は
ず
っ
と
お
世
話
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
、
図
書
館

は
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
よ
う
な
存
在

と
い
え
ま
す
。

図
書
館
に
は
、
静
か
に
そ
こ
で
書
物

を
読
む
と
い
っ
た
「
静
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
の
図
書

館
は
、
一
見
静
的
で
あ
り
ま
す
が
実
は

「
動
」
の
世
界
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

一
橋
大
学
附
属
図
書
館
の
特
長
の
一

つ
は
、
専
門
図
書
費
が
効
率
的
に
活
用

さ
れ
、
蔵
書
数
が
約
１
８
０
万
冊
と
、

大
学
の
中
央
図
書
館
と
し
て
、
大
い
に

誇
れ
る
規
模
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
な
ど
も

利
用
で
き
ま
す
。
図
書
館
で
は
、
約
50

名
の
職
員
が
活
躍
し
、
こ
れ
ら
書
籍
が

体
系
的
、
網
羅
的
か
つ
集
中
的
に
管
理

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
書
籍
に
加
え
、
社
会
科

学
の
研
究
に
欠
か
せ
な
い
学
術
雑
誌
、

さ
ら
に
近
年
は
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な

ど
の
学
術
資
産
を
整
備
、
蓄
積
し
て

利
用
者
に
供
す
る
の
は
大
変
な
仕
事

だ
と
思
い
ま
し
た
。

図
書
館
は
学
術
的
資
産
を
活
用
さ

せ
る
た
め
の
心
臓
部
に
あ
た
り

ま
す
か
ら
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮

す
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
今
申

し
上
げ
た
よ
う
に
、
社
会
科
学
の
分
野

で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
役
割
が
非
常
に

重
要
で
す
か
ら
、
書
籍
と
併
せ
て
そ
の

充
実
を
一
層
図
っ
て
い
か
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
の

価
格
高
騰
を
考
え
る
と
、
一
大
学
だ
け

で
は
整
備
が
難
し
い
面
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
先
、
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
は
、

複
数
の
大
学
で
共
有
す
る
よ
う
な
仕
組

み
づ
く
り
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
図
書
館
長
と
し
て

は
、
他
大
学
と
の
連
携
と

い
っ
た
外
向
き
の
仕
事
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
図
書
館
で
は
「
機
関
リ
ポ

ジ
ト
リ
」
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。
大
学
が
学
術
情
報
を
電
子
化
し

て
発
信
す
る
仕
組
み
で
す
が
、
各
大
学

が
そ
う
し
た
事
業
を
進
め
て
い
け
ば
、

電
子
情
報
の
共
有
化
が
加
速
し
て
い
き

ま
す
。
例
え
ば
、
電
子
化
さ
れ
た
論
文

の
場
合
は
、
ど
れ
だ
け
閲
覧
さ
れ
た
か

が
ヒ
ッ
ト
数
で
わ
か
り
ま
す
。
あ
る
意

味
で
は
、
筆
者
と
読
者
が
双
方
向
の
関

係
に
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
紀
要
の
類

な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
外
部
の
人
に
と
っ

て
は
入
手
が
難
し
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

そ
の
た
め
、
電
子
情
報
化
さ
れ
た
本
学

の
紀
要
な
ど
は
、
現
在
、
そ
の
閲
覧
数

も
多
い
よ
う
で
す
。
課
題
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
が
、
一
橋
大
学
の
学
術
資
料

の
デ
ジ
タ
ル
化
は
進
ん
で
お
り
、
さ
ら

に
非
図
書
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
て
挙
げ
て
み
る
だ
け
で
も
、

今
ま
で
の
静
的
な
図
書
館
と
は
か
な

り
異
な
っ
た
図
書
館
の
姿
が
見
え
て

き
ま
す
。

ま
た
、
学
生
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

も
大
切
な
仕
事
で
す
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
学
生
へ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ

ス
や
論
文
の
書
き
方
の
指
導
な
ど
も
行

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
も
っ
と
ア
ピ

ー
ル
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
図
書
館
と
し
て
は
、

絶
え
ず
新
し
い
情
報
を
蓄
積
し
、
整
備

し
、
効
率
的
に
活
用
さ
れ
て
い
く
よ
う

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
図
書
館
が
呼
吸
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

図
書
館
の
書
籍
購
入
冊
数
は
年
間

約
３
万
冊
で
す
。
現
在
の
書
庫
で
は
２

０
０
万
冊
で
パ
ン
ク
し
て
し
ま
い
ま
す

の
で
、
蔵
書
の
収
納
の
問
題
も
大
き
な

課
題
で
す
。（
談
）

閑
静
な
中
に
あ
っ
て
動
的
に

図
書
館
が
呼
吸
す
る
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社
会
学
研
究
科
は
、「
魅
力
あ
る
大
学

院
教
育
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」（
社
会

科
学
の
先
端
的
研
究
者
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）、

「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
の
場
と
し
て
の
大
学

院
」
と
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
０
９
年

度
ま
で
大
学
院
教
育
の
新
し
い
取
り
組
み
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

画
期
的
な
の
は
英
語
や
Ｉ
Ｔ
教
育
と
い
う

ス
キ
ル
教
育
を
大
学
院
レ
ベ
ル
で
、
し
か
も

多
く
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
い
う
形
で
取

り
入
れ
た
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
一
橋
大
学

は
、
歴
史
、
思
想
研
究
で
は
定
評
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
研
究
を
新
し
い
次
元
に
ま

で
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
新
し
い
技
法
が

必
要
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、大
学
院
で
は
専
門
社
会
調
査
士
、

学
部
で
は
社
会
調
査
士
の
資
格
を
取
得
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
貧
困
調
査
や
原
爆
調

査
な
ど
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
対

象
者
の
本
音
を
引
き
出
す
質
的
調

査
を
中
心
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
用
い
た
量
的

調
査
に
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
力

を
入
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
数

量
デ
ー
タ
分
析
の
ス
キ
ル
も
こ
れ
ら
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
提
供
し
て
き
た
の
で
す
。

両
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
終
了
し
ま
し
た
が
、

重
要
な
要
素
は
授
業
科
目
と
し
て

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
試
み
は
、
か
な

り
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
と
り

わ
け
、
他
大
学
か
ら
一
橋
大
学
の
大
学
院
修

士
課
程
を
め
ざ
す
人
に
は
魅
力
を
感
じ
て
も

ら
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
こ
１
〜
２
年
で
４
分
の
１
の
教
員
が
定

年
で
退
任
し
、
若
手
研
究
者
と
入
れ
替
わ
り

ま
し
た
。
新
し
い
分
野
の
研
究
に
取
り
組
ん

で
い
る
教
員
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し

た
教
員
が
気
持
ち
よ
く
教
育
・
研
究
に
専
念

で
き
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
研
究
科
長
と

し
て
の
私
の
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
方
、
私
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
大
学
お
よ
び
大
学
院
教
師
と
い
う
立

場
に
置
い
て
い
ま
す
。
学
部
所
属
の
専
任

で
は
一
橋
大
学
唯
一
の
心
理
学
者
と
し
て
、

学
生
に
接
す
る
の
が
私
の
務
め
だ
と
認
識

し
て
い
ま
す
。
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
研
究

科
長
に
就
任
し
て
も
変
わ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
よ

り
意
識
し
、
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。（
談
）

社会学研究科長 村田光二

新任研究科長メッセージ

商
学
部
・
商
学
研
究
科
で
は
、
い
ろ

い
ろ
議
論
を
積
み
重
ね
て
、
革
新

的
に
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
学
部
で
は
、
１
、
２
年
次
か

ら
ゼ
ミ
教
育
を
実
施
し
、
ゼ
ミ
を
コ
ア
に

し
た
４
年
一
貫
の
体
系
的
な
教
育
を
行
っ

て
い
ま
す
。
大
学
院
研
究
者
養
成
コ
ー
ス

で
は
、
博
士
号
取
得
後
１
年
以
内
に
欧
米

の
学
会
で
報
告
し
、
論
文
公
表
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
が
目
標
。
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ

Ｅ
を
起
爆
剤
に
国
際
化
を
進
め
て
い
ま

す
。
経
営
学
修
士
（
Ｍ
Ｂ

Ａ
）
コ
ー
ス
で
は
、
高
度
な

実
学
志
向
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学

び
ま
す
。
こ
こ
で
も
国
際
的
な
視
点

が
必
要
で
、
金
融
や
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
そ
の
一
つ
の
突
破
口
と
な
る
で

し
ょ
う
。
今
後
の
商
学
研
究
科
の
教
育
・

研
究
に
つ
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
準
備
と
し
て
、
特
に
学
部
入
学
直

後
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
し
よ
う
と
い

う
高
い
志
を
も
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
必
要

で
す
。「
鉄
は
熱
い

う
ち
に
打
て
」
で
、

第
一
線
で
活
躍
し
役

割
モ
デ
ル
に
な
る
よ

う
な
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
と

間
近
に
触
れ
合
え
る

機
会
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、
案

を
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

一
橋
大
学
は
日
本
の
経
済
社
会
を
根

幹
か
ら
支
え
る
人
材
を
輩
出
し
て

き
ま
し
た
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
20
年
の
反

省
は
、
社
会
科
学
的
思
考
力
の
差
で
日
本

が
不
利
に
立
た
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。日
本
経
済
の
根
本
的
な
立
て
直
し
は
、

実
務
の
世
界
で
経
営
を
担
っ
て
い
る
人
た

ち
の
優
れ
た
社
会
科
学
的
洞
察
力
に
か
か

っ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
時
代
に

日
本
を
再
活
性
化
す
る
に
は
、
社
会
科
学

の
分
析
力
を
身
に
つ
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

経
営
の
場
で
そ
れ
を
生
か
せ
る
人
材
を
輩

出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
橋
大
学
の
立
ち
位
置
は
、
伊
丹
敬
之

名
誉
教
授
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
実
学
の
象

牙
の
塔
」
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
洞

察
力
を
も
っ
て
現
場
・
現
実
を
語
り
、
リ

ー
ド
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
の
育
成
に

あ
る
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
世
界
で
通
用

す
る
洞
察
力
豊
か
な
人
材
を
輩
出
し
て
い

く
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
使
命
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
ま
す
。（
談
）

商学研究科長 沼上 幹

新任研究科長メッセージ

9

教
育
・
研
究
、
管
理
・
運
営
の

業
務
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
、

日
々
の
仕
事
に
集
中
し
た
い

一
橋
大
学
商
学
部
・
商
学
研
究
科
の
立
ち
位
置
は

「
実
学
の
象
牙
の
塔
」





松
本
正
義
氏

進
取
の
気
性
、
冒
険
心
、
革
新
的
指
向
、
向
上
心
…
…

今
こ
そ
日
本
人
の
持
つ
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
思
い
出
す
と
き
だ

リ
ー
ダ
ー
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
平
常
心
、
自
然
体
、
正
々
堂
々
、
誠
心
誠
意
だ
と
語
る
、

住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
の
松
本
社
長
。
と
り
わ
け
変
革
期
に
は
、「
気
骨
あ
る
異
端
児
」
が
必
要
だ
と
い
う
。

一
橋
大
学
同
窓
会
組
織
で
あ
る
如
水
会
理
事
長
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
松
本
社
長
と
山
内
学
長
が

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
人
材
像
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
社
長

社
団
法
人
如
水
会
理
事
長

山
内
進

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？

巻頭特集

×
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松
本

漢
詩
は
唐
時
代
に
ル
ー
ル
が
確
立
し
て
い
ま
す
。
中

国
の
人
は
規
則
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
か
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
面
が
あ
り
ま
す
。
漢
詩
は
起
承
転
結
は
も
ち
ろ
ん
、

押
韻
が
あ
り
、
音
の
平
仄

ひ
ょ
う
そ
く

も
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
俳
句
で
は
、
五
七
五
で
季
語
を
入
れ
れ
ば
あ
と
は
自

由
奔
放
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
…
…
。

山
内

そ
れ
に
し
て
も
高
尚
な
ご
趣
味
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、

ご
自
身
の
作
品
は
あ
る
の
で
す
か
。

松
本

ロ
ン
ド
ン
に
責
任
者
と
し
て
駐
在
し
た
と
き
に
、
欧

米
へ
の
反
発
心
も
あ
っ
て
漢
詩
を
好
ん
で
詠
み
ま
し
た
。
そ
の

と
き
の
詩
が
残
っ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
中
国
の
杭
州
に
光

フ
ァ
イ
バ
ー
関
連
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
行
き
ま
し
た
。
富
陽
と
い
う

と
こ
ろ
に
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
で
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
・

ケ
ー
ブ
ル
製
造
関
連
会
社
を
設
立
し
た
の
で
す
。
そ
の
調
印

式
の
と
き
に
、
お
祝
い
の
気
持
ち
か
ら
即
興
で
記
念
に
七
言

絶
句
を
つ
く
っ
て
渡
し
ま
し
た
。
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
い
ま

せ
ん
が
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
つ
く
り
ま
し
た
。

新
秋
爽
風
渡
杭
州

水
光
　
　
映
西
湖

朝
発
大
阪
到
富
陽

挙
傾
玉
杯
祝
成
功

日
本
人
的
な
漢
詩
で
す
が
…
…
。
帰
国
し
て
し
ば
ら
く
経

っ
た
と
き
に
、
中
国
か
ら
荷
物
が
届
き
ま
し
た
。
な
ん
だ
ろ

う
と
思
っ
て
開
け
て
み
る
と
、
幅
80
セ
ン
チ
、
長
さ
２
メ
ー

ト
ル
も
あ
る
立
派
な
掛
け
軸
で
し
た
。
中
国
の
パ
ー
ト
ナ
ー

が
、
私
の
漢
詩
を
書
家
に
揮
毫

き
ご
う

し
て
も
ら
っ
て
贈
っ
て
く
れ

た
の
で
す
。
漢
詩
の
出
来
栄
え
よ
り
数
段
素
晴
ら
し
い
装
丁

で
し
た
。
な
に
よ
り
も
パ
ー
ト
ナ
ー
の
人
と
人
と
の
繋
が
り

を
大
切
に
す
る
気
持
ち
が
う
れ
し
か
っ
た
。

山
内

一
番
好
き
な
詩
は
な
ん
で
す
か
。

松
本

杜
牧

と
ぼ
く

で
す
ね
。「
清
明
の
時
節
」
と
い
う
詩
が
あ

り
ま
す
。

清
明
時
節
雨
紛
紛

路
上
行
人
欲
断
魂

借
問
酒
家
何
処
有

牧
童
遥
指
杏
花
村

「
清
明
の
時
節
雨
紛
紛

路
上
の
行
人
魂
を
断
た
ん
と
欲
す

借
問
す
酒
家
は
何い

ず

れ
の
処
に
か
有
る

牧
童
遥
か
に
指
さ
す
杏
花
の
村
」

初
春
の
こ
ぬ
か
雨
の
先
に
白
い
杏
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

山
内

本
日
は
、
如
水
会
理
事
長
を
務
め
て
い
る
住
友
電

気
工
業
の
松
本
社
長
に
お
こ
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
意
外

と
い
っ
て
は
失
礼
で
す
が
、
松
本
さ
ん
は
漢
詩
を
読
ま
れ

る
と
か
？

松
本

殺
伐
と
し
た
時
代
で

す
か
ら
、
な
に
か
ほ
っ
と
す

る
こ
と
が
な
い
か
と
、
朝
、

漢
詩
の
好
き
な
と
こ
ろ
を
開

い
て
い
ま
す
。

山
内

な
に
し
ろ
漢
字
ば
か

り
で
す
か
ら
漢
詩
は
読
む
こ
と
自
体
が
難
し
い
し
、
熟
練
す

る
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

松
本

い
や
、
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
、
で
す
よ
。
日
本
人
は

漢
字
に
馴
染
ん
で
い
ま
す
し
、
学
校
で
も
漢
文
や
漢
詩
は

習
っ
て
き
て
い
ま
す
。
一
度
馴
染
ん
で
し
ま
え
ば
、
ハ
ー

ド
ル
は
そ
ん
な
に
高
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
大

学
時
代
は
体
育
会
系
で
陸
上
競
技
部
の
活
動
が
中
心
で
し

た
し
、
読
書
と
い
え
ば
小
説
な
ど
散
文
系
が
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。
会
社
に
入
っ
て
か
ら
漢
詩
を
読
ん
で
心
を
鎮
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
じ
っ
と
見
て
い
る
と
意
味
が
わ

か
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

山
内

漢
文
で
は
、「
レ
点
」
な
ど
の
返
り
点
が
便
利
で
す

ね
。
ほ
か
の
外
国
語
で
も
返
り
点
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
な

い
か
と
研
究
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

人
と
人
と
の
絆
を
深
め
た

自
作
漢
詩
の
プ
レ
ゼ
ン
ト



日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

松本正義（まつもと・まさよし）
1944年生まれ、兵庫県出身。1967年一橋大学法学部卒業後、住友電気工業株式会社入社。

1985年海外事業部業務部（ロンドン駐在）Sumitomo Electric Europe S.A.社長、
1996年中部支社長、1999年常務取締役、2003年専務取締役、2004年６月社長就任。

2009年より一橋大学学外理事、2010年８月より如水会理事長。
趣味はジョギング、読書、絵画鑑賞など。中学時代は野球、高校では柔道にうちこむ。

大学では陸上競技のやり投げ選手としてインターカレッジに出場した経験もあるスポーツマン。
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会
食
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

山
内

私
た
ち
の
世
代
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
改
革
、
ベ
ル
リ

ン
の
壁
崩
壊
と
す
ご
い
時
期
を
体
験
し
て
い
ま
す
ね
。
強
固

そ
の
も
の
で
壊
れ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
実
際
は
、
ソ
連
も
そ
の
衛
星
国
も
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
か
ら
…
…
。

山
内

話
は
前
後
し
ま
す
が
、
松
本
さ
ん
が
、
一
橋
大
学
に

入
学
さ
れ
た
動
機
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

松
本

高
校
の
先
輩
で
の
ち
に
一
橋
大
学
ボ
ー
ト
部
で
活
躍

山
内

幸
運
で
す
か
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
変
化
が
多
く
大

変
な
時
期
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
幸
運
と

捉
え
る
こ
と
で
、
結
果
が
違
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

松
本

歴
史
の
歯
車
は
突
然
回
り
出
し
ま
す
。「
Ｅ
Ｃ
が
ど

う
な
っ
て
い
く
の
か
、
情
報
を
取
っ
て
こ
い
」
と
送
り
出
さ

れ
ま
し
た
。
１
９
８
９
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
統
合
を
見
据
え
た
経
済
統
合
が
始
ま
り
ま

し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
、
日
米
に
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
さ

れ
て
経
済
的
に
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
危
機
感
か
ら
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
を
乗
り
越
え
た
の
で
す
。

山
内

１
９
８
５
年
と
い
え
ば
、
私
も
ロ
ン
ド
ン
に
い
ま

し
た
。

松
本

前
学
長
の
杉
山
さ
ん
も
い
ら
し
て
い
ま
し
た
。
交
通

経
済
学
の
講
演
を
聞
き
、
そ
の
あ
と
如
水
会
で
集
ま
っ
て
、

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？
寒
さ
か
ら
か
、
牧
童
に
酒
家
の
あ
り
か
を
聞
く
…
…
中
国
ら

し
い
詩
だ
と
思
い
ま
す
。

山
内

ロ
ン
ド
ン
の
お
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
少
し
そ
の
当

時
の
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

松
本

１
９
８
５
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
の
年
か
ら
１
９
９
２
年

ま
で
赴
任
し
ま
し
た
。
レ
ー
ガ
ン
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
、
コ
ー

ル
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
と
い
っ
た
大
物
政
治
家
が
活
躍
す
る
激
動

の
時
代
で
、
そ
の
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
で
き
た
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
幸
運
で
し
た
。

歴
史
の
歯
車
が

突
然
回
り
出
し
た

偏
差
値
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い

キ
ャ
ン
パ
ス
を
見
て
一
目
惚
れ
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し
た
登
里
と
い
う
先
輩
が
入
学
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、

休
み
の
日
に
国
立
を
訪
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、「
一

橋
？

そ
れ
私
立
？
」
と
い
う
感
じ
で
、
ま
っ
た
く
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
親
父
が
「
と
も
か
く
行
っ
て
こ
い
」
と
言
う

の
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
の
ぞ
き
に
行
っ
て
み
た
の
で
す
。
そ

し
て
一
目
で
気
に
入
り
ま
し
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
歴
史
を
持
つ

大
学
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
納
得
し
て
受
験
を
決
意
し
ま
し

た
。
偏
差
値
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
本
当
に
い
い
な
と

思
っ
た
の
で
す
。

大
学
で
は
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

ゼ
ミ
で
お
世
話
に
な
っ
た
吉
永
榮
助
先
生
は
一
橋
大
学
に
大
変

愛
着
の
あ
る
先
生
で
し
た
。
正
月
に
は
学
年
別
に
先
生
の
お
宅

に
招
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
陸
上
競
技
部
の
部
長
は
都
留
重
人

先
生
で
し
た
。
関
西
出
身
の
私
に
は
、
先
生
の
鋭
い
口
調
が
最

初
は
冷
た
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
年
末
に
な
る
と
Ｏ
Ｂ
も

含
め
て
寿
司
職
人
を
呼
ん
で
の
大
パ
ー
テ
ィ
を
開
く
な
ど
と
て

も
面
倒
見
の
良
い
先
生
で
し
た
。
都
留
先
生
の
奥
様
の
ピ
ア
ノ

も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
陸
上
競
技
部
の
練
習
は
よ
く
見
に
来

ら
れ
ま
し
た
し
、
三
商
大
戦
は
必
ず
観
戦
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

先
生
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
薫
陶
を
受
け
ま
し
た
が
、
風

通
し
の
良
い
師
弟
関
係
の
な
か
か
ら
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
あ
り

方
を
学
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
内

陸
上
競
技
部
は
強
か
っ
た
の
で
す
か
。

松
本

都
留
先
生
は
、
三
商
大
戦
の
競
技
の
結
果
を
定
量
分

析
で
予
測
す
る
ん
で
す
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
集
め
て
、
今

年
は
ど
こ
の
大
学
が
勝
つ
と
予
測
す
る
の
で
す
が
、
毎
年
一

橋
大
学
が
勝
つ
と
い
う
結
論
に
な
る
ん
で
す
ね
。
実
際
に
、

当
時
は
６
年
連
続
で
優
勝
し
て
い
ま
し
た
。
私
も
や
り
投
げ

で
66
メ
ー
ト
ル
を
記
録
し
ま
し
た
が
、
こ
の
一
橋
大
学
の
記

録
は
未
だ
破
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

山
内

住
友
電
工
と
い
う
会
社
に
入
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
い

き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

松
本

長
男
で
す
か
ら
関
西
で
就
職
し
よ
う
と
思
っ
て
、
あ

る
方
に
相
談
し
た
の
で
す
。
す
る
と
そ
の
方
の
義
兄
が
住
友

電
工
の
専
務
で
し
た
。
ま
だ
、
売
上
が
６
０
０
億
円
ぐ
ら
い

の
会
社
で
し
た
ね
。
そ
こ
で
、
訪
問
し
て
み
る
と
、
面
接
１

分
ぐ
ら
い
で
、
採
用
が
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ん
と
も
牧

ビ
ジ
ネ
ス
サ
イ
ク
ル
３
週
間
か
ら

数
秒
で
反
応
の
時
代
へ
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は
ラ
ッ
キ
ー
で
し
た
ね
。

山
内

「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
言
わ
れ

た
時
代
か
ら
バ
ブ
ル
期
、
バ
ブ
ル
崩
壊
を
経
て
停
滞
期
に
入

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
来
、
学
生
の

就
職
環
境
も
悪
化
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
ア
ジ
ア
は
上
り

調
子
に
あ
り
ま
す
。

松
本

終
戦
直
後
の
廃
墟
の
な
か
か
ら
世
界
第
２
位
の
経
済

大
国
に
な
っ
た
過
去
を
、
今
こ
そ
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ア
メ
リ
カ
の
未
来
学
者
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ン
博
士
が
、

１
９
６
８
年
に
京
都
産
業
大
学
の
招
き
で
来
日
し
た
際
に
、

講
演
で
日
本
人
の
精
神
的
本
質
を
指
摘
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、「
進
取
の
気
性
に
富
む
」「
旺
盛
な
冒
険
心
に
富
む
」

「
革
新
的
指
向
に
富
む
」「
教
育
水
準
が
高
く
向
上
心
に
富
む
」

松
本

１
９
７
３
年
頃
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
言
葉
は
聞
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
島
善
哉
先
生
が

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
礎
を
持
た
な
い
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
根
無
し
草
云
々
」
と
言
っ
て
い
ら
し
た
の
は
覚

え
て
い
ま
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
80
年
代
あ
た

り
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
企
業

の
国
際
化
も
進
展
し
ま
し
た
。
日
本
の
産
業
構
造
が
変
わ
っ

て
い
く
と
き
に
、
中
堅
社
員
と
し
て
そ
の
一
翼
を
担
え
た
の

歌
的
な
経
緯
で
入
社
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
、

就
職
難
だ
っ
た
の
で
す
が
…
…
。

山
内

そ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
今
の
学

生
も
、
い
ろ
い
ろ
な
会
社
を
選
択
肢
に
入
れ
る
と
い
い
で
す

ね
。
成
熟
し
た
大
手
企
業
だ
け
が
会
社
で
は
な
い
し
、
む
し

ろ
、
今
は
、
小
さ
い
が
成
長
し
そ
う
な
会
社
の
ほ
う
が
、
自

分
の
力
を
発
揮
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

松
本

私
も
若
い
頃
は
や
り
た
い
放
題
で
し
た
か
ら
ね

（
笑
）。
私
は
ロ
ン
ド
ン
に
赴
任
す
る
前
に
シ
カ
ゴ
に
行
き
ま

し
た
。
１
９
７
３
年
か
ら
１
９
７
８
年
ま
で
で
す
ね
。
当
時

は
今
ほ
ど
通
信
手
段
が
豊
富
で
は
な
く
、
会
社
へ
の
連
絡
と

い
え
ば
手
紙
か
テ
レ
ッ
ク
ス
で
す
。
事
務
所
に
戻
る
と
何
十

メ
ー
ト
ル
も
の
テ
レ
ッ
ク
ス
が
届
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
手
紙
だ
と
往
復
す
る
の
に
２
週
間
以
上
か
か
り
ま

す
。
都
合
約
３
週
間
が
ビ
ジ
ネ
ス
サ
イ
ク
ル
で
し
た
。
し
か

も
駐
在
員
は
私
だ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ

を
一
人
で
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
忙
し
さ
こ
そ
あ
り
ま
し
た

が
、
で
き
る
こ
と
に
も
限
り
が
あ
る
た
め
、
物
事
を
じ
っ
く

り
考
え
る
時
間
も
あ
り
ま
し
た
。
今
は
数
秒
で
連
絡
で
き
ま

す
か
ら
、
慌
た
だ
し
い
時
代
と
な
り
ま
し
た
ね
。

若
い
人
た
ち
は
、
落
ち
着
い
て
物
事
を
考
え
る
余
裕
が
な

く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
ス
ピ
ー
ド
、
ス
ピ

ー
ド
で
す
べ
て
を
捉
え
て
い
る
と
、
十
中
八
九
は
失
敗
し
て

し
ま
い
ま
す
よ
。
忙
し
す
ぎ
ま
す
。

山
内

そ
う
で
す
ね
。
か
つ
て
の
よ
う
に
１
週
間
や
２
週
間

の
猶
予
が
あ
れ
ば
じ
っ
く
り
考
え
ら
れ
ま
す
。
即
応
、
即
応

で
は
大
変
で
す
。
し
か
し
、
松
本
さ
ん
が
海
外
で
活
躍
さ
れ

て
い
た
70
年
代
、
80
年
代
に
日
本
か
ら
世
界
的
な
企
業
が
育

っ
て
き
ま
し
た
ね
。

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

戦
後
の
廃
墟
か
ら
這
い
上
が
っ
た

日
本
人
の
精
神
的
美
質
と
気
概
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「
目
的
達
成
志
向
が
強
い
」「
企
業
の
成
功
と
国
家
の
栄
光
の

一
体
意
識
が
強
い
」
と
い
う
も
の
で
す
。
今
こ
そ
こ
れ
ら
の

キ
ー
ワ
ー
ド
を
思
い
起
こ
し
て
、
日
本
を
世
界
の
檜
舞
台
に

再
び
立
て
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日

本
人
一
人
一
人
に
そ
の
気

概
が
必
要
な
の
で
す
。
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

な
か
で
活
躍
で
き
る
仕
組

み
を
つ
く
れ
ば
、
日
本
人

は
こ
う
し
た
能
力
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
私
自
身
は
将
来
を
楽
観
的
に
考
え
て
い
ま
す
。

山
内

大
学
や
高
等
教
育
に
対
す
る
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

松
本

如
水
会
の
理
事
時
代
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
会
報

の
巻
頭
言
に
書
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
教
員
と
学
生
と
の
距
離

を
縮
め
る
、
双
方
向
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
…
…
。

私
た
ち
の
母
校
へ
の
愛
着
の
ベ
ー
ス
は
、
恩
師
か
ら
受
け
た

愛
情
に
あ
り
ま
す
。
近
年
、
一
橋
大
学
は
、
研
究
分
野
に
お

い
て
、
素
晴
ら
し
い
業
績
を
残
し
て
い
る
反
面
、
教
育
分
野

に
は
も
っ
と
力
を
い
れ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
学
生
に
は
、
４
年
間
の
学
生
生
活
の

な
か
で
、
ゼ
ミ
や
ク
ラ
ブ
な
ど
を
通
じ
て
将
来
の
ベ
ー
ス
と

な
る
も
の
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
支
援
が
、
学
生
の
大
学
に
対
す
る
愛
着
に
繋
が
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
な
ん
ら
か
の
方
法
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

山
内

Ｅ
Ｕ
や
ア
メ
リ
カ
、
中
国
で
も
、
大
学
に
資
金
を

投
入
し
て
人
材
を
育
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
企
業

は
日
本
人
の
採
用
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

日
本
の
大
学
教
育
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
、
そ
し
て
、
企
業
は
学
生
に
な
に
を
期
待
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

松
本

今
の
学
生
が
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
ど
う
想
定
し

て
大
学
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、
少
し
不

安
に
な
り
ま
す
。
４
年
間
を
だ
ら
だ
ら
過
ご
す
の
で
は
な
く
、

学
生
時
代
に
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
を
受
け
て
視
野
を
拡
げ
、
将

来
へ
の
き
っ
か
け
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

山
内

一
橋
大
学
の
学
生
は
、
卒
業
生
が
主
催
し
て
く
れ
て

い
る
キ
ャ
リ
ア
ゼ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
機
会
に

も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
の
学
生
は
、
我
々
の
学
生
時
代
よ

り
も
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
ま
す
。
昔
の
学
生
は

社
会
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
学
生
は
会
社
に

つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
す
。

私
は
、
今
の
学
生
の
成
長
に
有
効
な
の
は
、
学
生
時
代
に

海
外
に
出
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語

が
通
じ
な
い
文
化
、
風
習
が
違
う
な
か
で
苦
労
す
る
。
困
難

を
打
破
し
よ
う
と
も
が
く
な
か
で
、
自
分
で
物
事
を
考
え
る

力
、
判
断
力
、
生
活
力
が
つ
い
て
き
ま
す
。
結
果
的
に
は
、

知
識
や
技
術
を
磨
く
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
私
は
、
学
生

全
員
が
一
度
は
海
外
に
行
く
よ
う
な
仕
組
み
を
一
橋
大
学
に

つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
力
強
さ
、
タ
フ
さ
と
い
っ

た
も
の
は
、
言
葉
で
理
解
し
て
も
だ
め
で
、
体
験
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
す
。

松
本

そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
如
水
会
も
よ
ろ
こ
ん
で
応

援
し
ま
す
。
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
グ
ビ
ー
校
を
訪
問
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
英
帝
国
を
支
え
た
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
ス
ク
ー
ル
の
寄
宿
舎
生
活
で
す
。
そ
こ
で
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ

よ
り
基
本
・
教
養
・
体
力
を
鍛
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
教
育

に
欠
け
て
い
る
の
は
、
そ
れ
で
す
。
私
は
い
つ
も
、
知
力
・

体
力
・
胆
力
で
、
誠
心
誠
意
正
々
堂
々
と
人
生
を
生
き
ろ
と

言
っ
て
い
ま
す
。

山
内

大
学
の
教
育
環
境
そ
の
も
の
の
な
か
で
、
そ
う
し
た

素
養
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
重
要
な

基
本
・
教
養
・
体
力
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研 究 室 訪 問

金
融
シ
ス
テ
ム
は
空
気
や
水
に
似
た
面
が
あ
り
ま
す
。
我
々

の
日
常
生
活
で
空
気
の
存
在
を
意
識
す
る
こ
と
は
少
な
い
で
す

し
、
日
本
な
ら
国
内
ど
こ
で
も
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
清
潔

な
水
が
手
に
入
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
気
汚
染
を
経
験
す
る

と
き
れ
い
な
空
気
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感
し
ま
す
し
、
災
害
で

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
水
道
の
復
旧
は
最
優
先
事
項

に
な
り
ま
す
。
き
れ
い
な
空
気
や
水
は
元
々
は
大
自
然
の
恵
み

で
す
が
、
そ
の
享
受
は
運
営
者
の
努
力
や
公
的
規
制
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
円
滑
な
運
行
も
同
様
で
す
。
日
頃
、
さ
ま

ざ
ま
な
金
融
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
定
的

に
提
供
さ
れ
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
が
、
金
融
危
機
に
直
面
す
る
と
金
融
シ
ス
テ
ム
が
一
定
の
脆

弱
性
（
も
ろ
さ
）
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

我
々
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
は
、
高
い
公
共
性
を
持
つ
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
銀
行
や
証
券
会
社
な
ど
民
間
営
利
企
業

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
金
融
市
場
に

は
多
く
の
取
引
主
体
が
利
益
を
目
的
に
参
入
し
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
金
融
シ
ス
テ
ム
が
、
社
会
の
経
済
活
動
全
般
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
決
済
機
能
」
と
「
金
融
仲
介
機
能
」

を
担
っ
て
い
ま
す
。
決
済
機
能
と
は
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
売
買

に
伴
う
対
価
の
支
払
い
、
金
銭
貸
借
や
そ
の
返
済
に
伴
う
資
金

の
移
動
な
ど
が
確
実
に
履
行
さ
れ
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。

預
金
口
座
を
経
由
し
て
、
給
与
の
受
取
り
、
公
共
料
金
の
振
込
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
の
支
払
い
な
ど
が
行
わ
れ
る
の
は
そ
の

一
例
で
す
。
金
融
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
日
本
銀
行
の
シ
ス

テ
ム
が
こ
の
機
能
を
支
え
て
い
ま
す
。
金
融
仲
介
機
能
と
は
、

金
融
機
関
や
金
融
市
場
が
仲
立
ち
と
な
っ
て
資
金
余
剰
主
体

（
貸
し
手
）
か
ら
資
金
不
足
主
体
（
借
り
手
）
へ
資
金
が
流
れ

る
社
会
的
仕
組
み
で
す
。
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
て
、

国
境
を
越
え
、
異
な
る
産
業
分
野
に
ま
た
が
り
、
異
時
点
間
の

橋
渡
し
を
し
つ
つ
、
効
果
的
に
こ
の
金
融
仲
介
が
行
わ
れ
れ
ば
、

社
会
全
体
と
し
て
の
経
済
活
動
水
準
が
高
ま
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
高
い
公
共
性
の
ゆ
え

に
、
金
融
業
や
金
融
市
場
に
は
、
他
の
分
野
に
は
な
い
多
く
の

金
融
シ
ス
テ
ム
は
空
気
や
水
に
似
て
い
る
！？

高
い
公
共
性
の
ゆ
え
に
必
要
と
な
る

効
果
的
な
金
融
規
制

民
間
セ
ク
タ
ー
が
担
う

決
済
機
能
と
金
融
仲
介
機
能
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公
的
な
規
制
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
の
金
融
行
政
を
担

っ
て
い
る
金
融
庁
は
、
そ
の
中
核
的
な
政
策
目
標
と
し
て
、

（
１
）
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
、（
２
）
利
用
者
の
保
護
、（
３
）
市

場
の
透
明
・
公
正
、
の
３
つ
を
掲
げ
て
い
ま
す
。「
金
融
シ
ス

テ
ム
の
安
定
」
と
は
、
そ
の
構
成
要
素
が
連
携
を
保
っ
て
円
滑

に
作
用
し
、
契
約
が
き
ち
ん
と
履
行
さ
れ
、
金
融
機
関
の
財
務

の
健
全
性
が
維
持
さ
れ
、
市
場
の
価
格
発
見
機
能
が
十
分
に
発

揮
さ
れ
る
よ
う
、
規
制
・
監
督
を
及
ぼ
す
こ
と
で
す
。「
利
用

者
の
保
護
」
と
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
者
に
契
約
の
適
切

な
履
行
を
求
め
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
責
任
に
裏
付
け

ら
れ
た
判
断
を
支
え
る
等
の
行
政
対
応
で
す
。「
市
場
の
透

明
・
公
正
」
と
は
、
市
場
に
参
加
す
る
不
特
定
多
数
の
取
引
主

体
が
合
理
的
判
断
を
行
え
る
よ
う
情
報
開
示
の
制
度
を
整
え
る

と
と
も
に
、
市
場
参
加
者
の
間
の
公
平
を
確
保
す
る
た
め
不
公

正
取
引
を
禁
ず
る
等
の
対
応
で
す
。

金
融
規
制
・
監
督
の
必
要
性
は
、
し
ば
し
ば
金
融
シ
ス
テ
ム

に
内
在
す
る
「
外
部
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ

ま
す
。
例
え
ば
重
要
な
金
融
機
関
が
経
営
破
綻
す
る
と
、
そ
の

損
害
は
当
該
金
融
機
関
の
株
主
、
債
権
者
・
預
金
者
、
借
り
手

企
業
な
ど
の
直
接
取
引
相
手
だ
け
で
な
く
、
他
へ
伝
染
し
て
金

融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
伝
播
し
か
ね
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
私
的
費

用
を
上
回
る
社
会
的
費
用
が
発
生
し
ま
す
。
こ
う
し
た
外
部
性

を
「
内
部
化
」
し
て
負
の
社
会
的
費
用
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く

す
る
こ
と
が
、
金
融
当
局
の
重
要
な
任
務
の
ひ
と
つ
で
す
。

他
方
、
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
の
た
め
と
は
い
え
過
剰
な
規
制

に
走
る
と
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
低
下
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
金
融
仲
介
が
限
定
的
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
公
共
性
と
民
間
活
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要

に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
金
融
規
制
は
金
融
シ
ス
テ
ム
の
不
可
欠
な
一
部

で
あ
り
、
そ
の
質
の
良
し
悪
し
が
そ
の
国
の
金
融
全
体
の
安
定

度
や
利
便
性
な
ど
を
左
右
す
る
と
も
い
え
ま
す
。
米
欧
で
、
金

融
規
制
が
重
要
な
研
究
分
野
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
は
こ
の

た
め
で
す
。

２
０
０
８
年
９
月
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
頂
点
と
す

る
今
回
の
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
で
は
、
日
本
の
金
融
シ
ス

テ
ム
は
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
も
の
の
、
米
欧
で
は
深
刻

な
「
市
場
型
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
」
が
顕
在
化
し
ま
し

た
。
も
と
も
と
金
融
シ
ス
テ
ム
は
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
が

連
携
し
て
動
く
複
雑
な
仕
組
み
で
す
か
ら
、
一
か
所
に
不
具

合
が
生
じ
る
と
そ
れ
が
広
く
伝
播
し
て
し
ま
う
傾
向
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
今
回
の
危
機
で
は
、
金
融
商
品
の
市
場
価
格

の
急
落
、
そ
れ
を
担
保
と
し
た
資
金
調
達
の
行
き
詰
ま
り
、

市
場
に
お
け
る
流
動
性
の
枯
渇
と
価
格
発
見
機
能
の
喪
失
、

金
融
機
関
の
自
己
資
本
不
足
と
財
務
悪
化
な
ど
が
、
相
互
に

増
幅
す
る
よ
う
な
形
で
生
起
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
、
金
融
規
制
の
新
し
い
課
題
の

ひ
と
つ
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
の
が
「
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ

ン
ス
監
督
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
個
々
の
金
融
機
関

の
健
全
性
を
中
心
に
監
督
し
て
い
く
、
伝
統
的
な
「
ミ
ク

ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
監
督
」
に
加
え
、
市
場
全
体
の
動
き
を

モ
ニ
タ
ー
し
、
金
融
機
関
の
行
動
に
着
目
す
る
こ
と
等
で
、

金
融
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
安
定
を
よ
り
直
接
的
な
政
策
目

標
に
位
置
付
け
る
も
の
で
す
。

こ
の
点
を
含
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
を
受
け
て
、
世
界

的
な
金
融
規
制
の
再
構
築
が
進
行
中
で
す
。
自
己
資
本
規
制
、

流
動
性
規
制
、
業
務
範
囲
規
制
、
市
場
規
制
な
ど
の
強
化
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
融
業
の
変
貌
や
市
場
の
実
態
に
応
じ
て
常
に
進
化
を
求
め

ら
れ
る
の
が
金
融
規
制
で
あ
り
、
わ
が
国
の
規
制
・
監
督
も
、

国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
そ
の
努
力
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
今
回
危
機
で
混
乱
が
軽
微
で
あ
っ
た
日
本
に

は
、
同
時
に
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
わ
が
国
の
金
融
資
本
市
場
の
競
争
力
強
化
と
い
う
目
標

で
す
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
十
分
な
実
効
性
を
持
つ
と
同

時
に
、
民
間
活
力
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
「
賢
い
規
制
」

に
努
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。（
談
）

商学研究科教授

佐藤隆文
（さとう・たかふみ）

1973年一橋大学経済学部卒業、

1977年オックスフォード大学・

修士、2002年名古屋大学・博

士（経済学）。1973年大蔵省入

省。主計局主計官、銀行局総務

課長などを経て、2001年金融

庁総務企画局審議官、2002年

同検査局長、2004年同監督局

長、2007年金融庁長官（2009

年退官）。2010年より一橋大学

大学院商学研究科教授。著書に

『金融行政の座標軸　―平時と

有事を越えて―』（2010年・東

洋経済新報社）など。

グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
が
提
起
し
た

新
し
い
課
題
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研 究 室 訪 問

「
再
生
産
労
働
」
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
い
ま
、
日
本
に

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
再
生
産
労
働

と
は
、「
人
の
再
生
産
に
か
か
わ
り
、
多
く
の
社
会
で
家

族
、
と
り
わ
け
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
往
々
に
し
て
対

価
を
受
け
取
ら
な
い
労
働
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
家
事
や
育
児
、
介
護
な
ど
の
労
働
が
、
こ
れ
に
あ
た

り
ま
す
。
し
か
し
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
で
は
世
界
で

類
を
見
な
い
ほ
ど
、
少
子
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
２
９
３
３
万
人
、
高
齢
化
率
は

23
・
０
％
（
２
０
１
０
年
11
月
総
務
省
調
べ
）
と
、
５
人

に
１
人
が
65
歳
以
上
と
い
う
高
齢
社
会
は
現
実
の
も
の
。

高
齢
者
の
「
介
護
」
を
海
外
の
人
材
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
事
情
は
日
本
に
限
ら
ず
、
世
界
各
地
で
見
ら
れ
、
介
護

や
家
事
を
担
う
女
性
移
住
労
働
者
の
数
が
増
加
し
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
実
態
を
調
べ
る
の
が
、
私
の
現
在
の
研
究

課
題
で
す
。

生
ま
れ
、
育
ち
、
死
ぬ
と
い
う
人
の
一
生
の
な
か
で
、

高
齢
者
の
身
体
的
・
心
理
的
ケ
ア
は
、
非
常
に
重
要
な
役

割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
直
面
す
る
リ
ア
ル
な
問
題

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
担
い
手
に
は
、
最
近
ま

で
社
会
的
に
も
研
究
対
象
と
し
て
も
光
が
当
た
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
親
の
介
護
に
男
性

が
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
介
護
の
担
い

手
は
嫁
や
娘
、
あ
る
い
は
妻
な
ど
女
性
が
多
い
。
そ
れ
が

当
た
り
前
で
あ
り
、
対
価
の
対
象
と
な
る
労
働
と
は
見
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

２
０
０
０
年
４
月
に
開
始
し
た
介
護
保
険
制
度
は
、
家

庭
内
の
労
働
を
外
部
化
し
、
正
規
の
労
働
と
す
る
一
歩
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
人
材
を
海
外
か
ら
迎
え
入
れ
る
と

な
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
移
住
労

働
者
か
否
か
を
問
わ
ず
、
介
護
労
働
の
社
会
的
評
価
を
高

め
、「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
（
適
正
な
労
働
）」
と
し

て
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

労
働
を
目
的
と
し
た
海
外
か
ら
の
人
材
の
流
入
は
、
１

９
８
０
年
代
か
ら
新
し
い
流
れ
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
の
場
合
、
女
性
の
流
入
で
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
他
の

先
進
国
と
違
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

80
年
代
初
期
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の

女
性
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
就
労
ビ
ザ
で
来

日
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

農
村
部
、
さ
ら
に
都
市
部
で
国
際
結
婚
が
増
加
。
一
方
、

男
性
の
移
住
労
働
者
は
女
性
に
少
し
遅
れ
て
、
建
設
現

場
や
工
場
な
ど
で
の
就
労
が
増
加
し
て
い
き
ま
し
た
。

女
性
移
住
者
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
、
暴
力
団
が
ら
み

の
犯
罪
、
も
し
く
は
風
俗
の
問
題
と
し
て
報
道
さ
れ
、
就

労
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
近
年
の
介
護
労
働
に
お
け
る
海
外
人
材

導
入
の
動
き
は
期
せ
ず
し
て
、
す
で
に
日
本
に
定
住
し
て

家
事
・
介
護
労
働
者
の
国
際
移
動
を
テ
ー
マ
に
、

実
態
と
問
題
点
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
調
査
し
、
研
究
す
る

高
齢
社
会
で
「
介
護
」
を
支
え
る

移
住
労
働
者
の
実
態
は
？

１
９
８
０
年
代
初
頭
に
始
ま
る

移
住
労
働
者
の
日
本
へ
の
流
入
は
女
性
か
ら
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い
る
女
性
移
住
者
の
就
労
の
問
題
を
も
引
き
出
す
と
い
う

側
面
を
も
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
枠
組
の
な
か
で
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
２
０
０
８
年
開
始
）
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
２
０
０
９
年
開
始
）
か
ら
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
候
補

生
を
受
け
入
れ
て
き
て
い
ま
す
。
農
業
や
製
造
業
を
対
象

と
し
た
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
な
か
に
初
め
て
人
の
自
由
な
移
動
を
組

み
入
れ
た
と
い
え
ま
す
が
、
モ
ノ
を
つ
く
る
労
働
と
、
人

と
人
と
の
関
係
性
の
な
か
で
行
わ
れ
る
再
生
産
労
働
を
同

じ
文
脈
で
読
み
解
く
の
は
も
と
も
と
ム
リ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
本
格
的
な
就
労
の
た
め
に
は
、
日
本
人
と
同
様
の

国
家
試
験
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
い
ま
の

仕
組
み
は
、
働
き
に
来
た
い
者
に
と
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
き

わ
め
て
高
い
状
況
で
す
。

他
方
で
、
職
業
と
し
て
の
歴
史
が
長
い
看
護
師
に
比
べ

て
、
介
護
は
職
業
と
し
て
の
歴
史
が
浅
く
、
そ
の
社
会
的

地
位
が
ま
だ
十
分
に
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
点
も
見

過
ご
せ
ま
せ
ん
。

重
要
な
の
は
、
冒
頭
で
お
話
し
し
た
通
り
、
介
護
を
社

会
的
に
評
価
さ
れ
る
労
働
と
し
て
認
め
る
仕
組
み
を
考

え
、
そ
う
し
た
認
識
を
社
会
全
体
に
広
げ
て
い
く
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
雇
用
主
団
体
と
労
働
組

合
が
結
ぶ
職
業
別
の
全
国
労
働
協
約
が
あ
り
、
家
事
・
育

児
労
働
も
休
暇
や
社
会
保
障
を
含
め
、
労
働
条
件
が
明
記

さ
れ
、
こ
れ
は
移
住
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
イ
タ

リ
ア
に
も
こ
う
し
た
仕
組
み
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら

の
国
に
も
、
非
正
規
移
住
労
働
者
の
問
題
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
移
住
労
働
者
は
少
し
で
も
条
件
が
整
っ
て
い
る
国

へ
向
か
い
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
日
本
も
ま
た
、
海
外

か
ら
人
材
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
受
け
入
れ
側
の

論
理
だ
け
で
な
く
、
働
く
側
の
視
点
を
大
事
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

い
ま
「
国
際
移
動
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
会
」
の
仲
間
と

フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
科
研
費
に
よ
る
共
同

研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ア
フ
リ
カ
、
東

欧
な
ど
、
じ
つ
に
多
様
な
地
域
か
ら
家
事
や
ケ
ア
に
携
わ

る
人
が
数
多
く
流
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
さ
し
あ
た
り
日
本
に
も
多
い
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
労
働
者
に
注
目
し
つ
つ
、
各
地
で
彼
女
た
ち
が

ど
の
よ
う
な
条
件
で
就
労
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
ア
フ
リ

カ
出
身
者
や
東
欧
出
身
者
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
就
労
状

況
に
あ
る
の
か
な
ど
を
、
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
研
究
チ
ー

ム
を
構
成
し
て
共
同
で
調
査
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
再
生
産
労
働
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
人
類

が
直
面
し
て
い
る
現
代
的
課
題
を
ひ
も
と
い
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）

社会学研究科教授

伊藤るり
（いとう・るり）

1977年上智大学外国語学部

フランス語学科卒業、1979

年津田塾大学大学院国際関

係学研究科国際関係論専攻

修士課程修了、1981年フラ

ンス社会科学高等学院社会

学博士課程修了。1986年～

1997年、明治学院大学国際

学部専任講師・助教授、

1992年～1993年メキシコ大

学院大学客員教員、1993年

～1994年フランス社会科学

高等学院歴史研究センター

訪問研究員・在外研究、

1995年～1997年明治学院大

学国際平和研究所主任、

1996年～1999年お茶の水女

子大学ジェンダー研究セン

ター客員研究員、1997年～

2000年立教大学社会学部社

会学科教授、1997年～明治

学院大学国際平和研究所客

員所員、2000年～2007年お

茶の水女子大学ジェンダー

研究センター教授、2007年

～一橋大学大学院社会学研

究科教授。

パリの対人サービス・フェアに
集まったフィリピン人家事労働者
と支援者（撮影：2010年11月）

介
護
を
正
当
に
評
価
さ
れ
る
労
働
と
す
る

枠
組
を
ど
う
つ
く
る
か

マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
研
究
チ
ー
ム
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
に
迫
る
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「三商ゼミ」の今
60年の伝統を学生たちが守る

※2010年の三大学によるゼミの正式名称は「三大学
学生研究討論会」です。正式名称とは別に、「三商大
ゼミ」、「三商ゼミ」などの通称が使われてきました。
今号では、ゼミの名称を、現在大多数の学生が使う
「三商ゼミ」の通称で記させていただきました。



以
下
、『
ヘ
ル
メ
ス
』
の
記
録
を
引
用
し
ま

す
。「『
三
大
学
合
同
研
究
発
表
会
』
は
今
か
ら

５
年
前
の
昭
和
26
年
（
１
９
５
１
年
）
に
、
大

阪
市
立
大
学
、
神
戸
大
学
、
そ
れ
に
本
学
を
加

え
た
伝
統
を
誇
る
『
旧
三
商
大
』
が
、
商
学
、

経
済
学
、
法
学
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
互
い
に

そ
の
研
究
の
成
果
を
発
表
し
合
い
、
討
論
を
か

わ
し
、
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
三

大
学
』
の
よ
り
一
層
の
発
展
、
よ
り
一
層
の
交

流
を
目
指
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
足
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
第
１
回
の
発
表
会
は
同
年
、

大
阪
市
立
大
学
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
。
第
４

回
目
迄
は
『
三
商
大
研
究
発
表
会
』
と
い
う
名

称
の
も
と
に
、
毎
年
当
番
校
を
か
え
、
第
２
回

は
神
戸
大
学
、
第
４
回
は
再
び
大
阪
市
立
大
学
、

そ
し
て
昨
年*

神
戸
大
学
で
行
わ
れ
た
第
５
回

目
か
ら
『
三
大
学
合
同
研
究
発
表
会
』
と
名
称

を
か
え
、
同
時
に
研
究
発
表
部
門
の
拡
張
な
ら

び
に
一
部
門
二
テ
ー
マ
制
（
共
通
テ
ー
マ
と
個

別
テ
ー
マ
）
の
確
立
を
申
し
合
わ
せ
本
年
に
い

た
っ
た
も
の
で
あ
る
。」（
３
回
目
の
開
催
地
は

一
橋
大
学
と
推
測
さ
れ
ま
す
。『
ヘ
ル
メ
ス
』

８
号
・
１
９
５
６
年
発
行
）。

１
９
５
１
年
に
学
生
に
よ
っ
て
発
足
し
、
以

来
学
生
の
手
で
運
営
さ
れ
て
き
た
「
三
商
ゼ
ミ
」

で
す
が
、
２
０
１
０
年
は
60
回
目
を
記
念
し
て

三
大
学
に
よ
る
記
念
式
典
が
一
橋
大
学
佐
野

書
院
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
式
典
は
杉
山

一
橋
大
学
長
（
当
時
）

の
式
辞
で
始
ま
り
、
神

戸
大
学
の
萩
原
経
済

学
研
究
科
長
、
大
阪

市
立
大
学
の
脇
村
経

済
学
研
究
科
長
か
ら

の
祝
辞
が
続
き
ま
し

た
。
三
大
学
の
要
人

が
一
堂
に
会
し
、「
三

商
ゼ
ミ
」
の
た
め
に
式

典
が
開
か
れ
た
例
は
、

近
年
の
記
録
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
会
場
に
集
ま

っ
た
１
０
０
人
を
超
え

る
学
生
に
と
っ
て
も
、

新
鮮
な
こ
と
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

１
９
５
６
年
発
行
の
『
ヘ
ル
メ
ス
』
８
号
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
大
学
に
よ
る
合
同
研
究

発
表
会
は
「
三
商
大
研
究
発
表
会
」
と
い
う
正

式
名
称
の
も
と
、
１
９
５
１
年
に
１
回
目
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
１
９
５
５
年
に
、「
三

大
学
合
同
研
究
発
表
会
」
と
正
式
名
称
を
変
更

2010年、60回目を迎える「三商ゼミ」は、例年とは少し違った雰囲気のなかでスタートしました。

主幹校は一橋大学。開催日程は、11月27日、12月4日、5日の3日間でした。

初日の午前10時40分、「三商ゼミ」に先だち、60周年記念式典が開催されたのです。

学生編集による学術情報誌『ヘル
メス』8号（1956年発行）では、
「三商ゼミ」を特集している。

＊1955年と推測されます。

学
生
に
よ
る
学
生
の
た
め
の

三
大
学
合
同
研
究
発
表
会

「
三
商
大
」
が
消
え
て
も
な
お

「
三
商
ゼ
ミ
」
が
残
る
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し
ま
す
。
そ
の
後
何
度
名
称
変
更
が
行
わ

れ
た
か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

２
０
１
０
年
の
正
式
名
称
は
、「
三
大
学
学

生
研
究
討
論
会
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、「
正
式
名
称
」

は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い

よ
う
で
す
。
２
０
１
０
年
の
「
三
商
ゼ
ミ
」

の
運
営
を
担
当
す
る
３
校
の
学
生
代
表

に
、
正
式
名
称
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
と
こ

ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
知
ら
な
い
だ
ろ

う
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
知
っ

て
い
る
の
は
、「
三
商
ゼ
ミ
」
な
の
で
す
。

戦
後
三
商
大
は
新
制
大
学
へ
と
生
ま

れ
変
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
学
名
が
変
わ

り
ま
し
た
。
三
商
大
の
名
前
が
歴
史
の

な
か
に
消
え
去
っ
て
か
ら
60
年
以
上
が

経
過
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
日
に
お

い
て
も
、
学
生
た
ち
は
通
称
で
あ
る
「
三

商
ゼ
ミ
」
に
こ
そ
強
い
愛
着
を
感
じ
て

い
る
の
で
す
。

「
三
商
ゼ
ミ
」
と
い
っ
て
も
、
全
て
の
ゼ
ミ

が
３
校
参
加
で
行
わ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
一
橋
大
学
か
ら
２
つ
の
ゼ
ミ
が
参
加

し
、
神
戸
大
学
、
大
阪
市
立
大
学
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
１
つ
ず
つ
が
参
加
し
、
合
計
４
つ
の
ゼ
ミ
で

行
う
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
は
、

神
戸
大
学
か
ら
１
つ
、
大
阪
市
立
大
学
か
ら
１

つ
の
ゼ
ミ
が
参
加
し
、
２
校
間
で
実
施
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
関
西
の
２
校
は

わ
ざ
わ
ざ
東
京
に
遠
征
す
る
必
要
は
な
い
た

め
、
ゼ
ミ
は
関
西
で
開
催
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
２
０
１
０
年
は
一
橋
大
学
を
会

場
と
し
て
16
の
グ
ル
ー
プ
、
関
西
で
８
つ
の
グ

ル
ー
プ
が
「
三
商
ゼ
ミ
」
を
行
い
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
か
ら
い
く
つ
の
ゼ
ミ
が
参

加
し
、
ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
行
わ
れ
る

の
か
、
そ
の
カ
ギ
を
握
る
の
が
マ
ッ
チ
ン
グ
で

す
。
ま
ず
各
校
の
「
三
商
ゼ
ミ
」
担
当
者
は
、

参
加
意
思
の
有
無
や
発
表
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
し
ま
す
。
そ
の
結
果
を
も
と
に
、

参
加
す
る
ゼ
ミ
を
カ
テ
ゴ
リ
別
に
分
け
、
研
究

領
域
の
近
い
ゼ
ミ
同
士
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行

い
、
再
度
そ
れ
ぞ
れ
の
ゼ
ミ
と
の
最
終
調
整
を

行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
２
０
１
０
年
は
右
図

の
よ
う
な
マ
ッ
チ
ン
グ
が
で
き
あ
が
り
、
60
回

目
の
「
三
商
ゼ
ミ
」
は
全
部
で
24
の
研
究
発
表

討
論
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
学
部
別
の
参
加
ゼ
ミ
の
内
訳
は
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
橋
大
学
か
ら
は
商
学

神戸大学経営学部村上ゼミは「マルチ
マーケットコンタクト理論」をテーマ
に、航空会社の事例研究を発表した。

一橋大学商学部山内ゼミの発表テーマは、「スマー
トグリッド」。再生エネルギー、ＩＣＴ、蓄電池と
いう３つのアプローチから研究発表を行った。

「三商ゼミ」に向けての予行演習風
景。一橋大学商学部山内ゼミにて。
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挽ゼミ 加登ゼミ 岡野ゼミ 

石川城太ゼミ 菊地ゼミ  

高柳ゼミ 天野ゼミ 大島ゼミ 

高田ゼミ  玉井ゼミ、ウェザーズゼミ 

奥田ゼミ 久保ゼミ 田畑ゼミ 

加賀谷ゼミ  浅野ゼミ、石川博行ゼミ 

尾畑ゼミ 國部ゼミ 向山ゼミ 

 中村ゼミ 海老塚ゼミ、熊倉ゼミ 

島本ゼミ 原ゼミ 狩俣ゼミ 

山内ゼミ 村上ゼミ  

本庄ゼミ  恒光ゼミ、三島ゼミ 

清水ゼミ 地主ゼミ  

橘川ゼミ 黄ゼミ、松嶋ゼミ 中瀬ゼミ 

小川ゼミ 藤田ゼミ 西倉ゼミ 

本庄ゼミ  恒光ゼミ、三島ゼミ 

小川ゼミ 藤田ゼミ 西倉ゼミ 

松井ゼミ、山下ゼミ 南ゼミ 田村ゼミ 

浅見ゼミ  朴ゼミ、脇村ゼミ 

11月27日（土） 

12月4日（土） 

12月5日（日） 

一橋大学 神戸大学 大阪市立大学 

関西開催の三商ゼミは 
全部で8つあります。 

長尾ゼミ、鈴木ゼミ 中川聡史ゼミ 

福原宏幸ゼミ、下崎千代子ゼミ 三谷ゼミ 

瀧川ゼミ、中川健吾ゼミ 入谷ゼミ 

松本淳ゼミ 玉岡ゼミ、入谷ゼミ 

滋野ゼミ 鈴木純ゼミ 

西村弘ゼミ、本多哲夫ゼミ 正司健一ゼミ 

冨澤修身ゼミ 松尾博文ゼミ、高嶋ゼミ 

砂原康介ゼミ 宇南山ゼミ、水谷ゼミ 

●2010年「三商ゼミ」マッチング表（一橋大学開催分）

16
の
「
三
商
ゼ
ミ
」
が
一
橋
大
学
で
、

8
つ
の
「
三
商
ゼ
ミ
」
が

関
西
で
開
催
さ
れ
る



部
９
ゼ
ミ
、
経
済
学
部
３
ゼ
ミ
、
法
学
部
２
ゼ

ミ
、
社
会
学
部
２
ゼ
ミ
の
合
計
16
の
ゼ
ミ
が
参

加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
神
戸
大
学
か
ら

は
、
経
済
学
部
12
ゼ
ミ
、
経
営
学
部
11
ゼ
ミ
の

合
計
23
ゼ
ミ
が
、
大
阪
市
立
大
学
か
ら
は
、
商

学
部
13
ゼ
ミ
、
経
済
学
部
13
ゼ
ミ
、
法
学
部
４

ゼ
ミ
の
合
計
30
ゼ
ミ
が
参
加
し
ま
し
た
。

「
三
商
ゼ
ミ
」
は
、
３
校
の
学
生
に
よ
っ
て

継
承
さ
れ
て
い
る
学
生
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
大
学
で
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、

運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
一
橋

大
学
で
す
が
、
こ
こ
数
年
は
１
人
の
学
生
が
担

当
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
前
任
者
か
ら

「
三
商
ゼ
ミ
」
の
概
略
説
明
を
受
け
、
引
き
継

ぎ
資
料
と
し
て
全
学
の
ゼ
ミ
の
連
絡
網
と
神
戸

大
学
、
大
阪
市
立
大
学
の
担
当
者
の
連
絡
先
を

渡
さ
れ
る
と
い
っ
た
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
仕
組

み
で
引
き
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
１
０
年

は
主
幹
校
で
し
た
か
ら
、
毎
年
行
う
関
係
者
と

の
連
絡
、
調
整
業
務
に
加
え
、
教
室
の
手
配
な

ど
の
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
神
戸
大
学
は
、

経
営
学
部
、
経
済
学
部
、
法
学
部
の
各
学
部
の

代
表
１
名
ず
つ
が
運
営
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

大
阪
市
立
大
学
は
と
い
う
と
、
か
な
り
組
織
的

で
す
。「
三
商
ゼ
ミ
」
委
員
会
が
組
織
さ
れ
て

お
り
、
商
学
部
、
経
済
学
部
、
法
学
部
の
全
て

の
ゼ
ミ
内
に
「
三
商
ゼ
ミ
」
担
当
者
が
い
ま
す
。

委
員
長
が
全
体
を
ま
と
め
、
書
記
が
一
橋
大
学
、

「三商ゼミ」は、学生主体の行事で

あるため、運営のノウハウがしっかり

引き継がれておらず、開催まで苦労

が絶えませんでした。しかし、３大学合計100人以上の

学生の参加をもって行った60周年記念セレモニーはと

ても感慨深いものでした。列席してくださった一橋大

学長を含む各大学の先生方には大変感謝しております。

今後も学生と大学が協力しながら伝統を守っていけれ

ば素晴らしいと思います。

神
戸
大
学
と
の
連
絡
役
を
務
め
ま
す
。

２
０
１
０
年
、
３
校
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
全

て
携
帯
電
話
と
メ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
結

局
３
校
の
担
当
者
同
士
は
、
最
後
ま
で
一
度
も

顔
を
合
わ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
の
だ
そ

う
で
す
。
そ
れ
で
も
学
生
た
ち
は
、
迷
わ
ず
指

定
さ
れ
た
教
室
に
向
か
い
、
時
間
が
く
れ
ば
自

然
に
研
究
発
表
が
始
ま
り
ま
す
。
12
月
５
日
、

60
回
目
の
「
三
商
ゼ
ミ
」
も
、
大
き
な
混
乱
も

な
く
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
３
校
の
連
携
の
良

さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
学
生
た
ち
の
「
三
商

ゼ
ミ
」
に
対
す
る
特
別
な
思
い
が
、
伝
統
を
支

え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

「三商ゼミ」担当者からのコメント

60
年
の
伝
統
を
学
生
た
ち
が
守
る
「
三
商
ゼ
ミ
」
の
今

一橋大学商学部３年
山内弘隆ゼミ所属

水井佑輔さん

私の所属ゼミは、毎年同じゼミを

相手に合同ゼミを行っています。そ

ういう意味では、「三商ゼミ」は、ゼ

ミ同士のつながりの記録でもあるのです。神戸大学で

は、全てのゼミが参加しているわけではないので、学

生によって温度差がありますが、「三商ゼミ」を就職活

動より優先させるほど、夢中になっている人もいます。

お互いに刺激しあえる「三商ゼミ」には、それだけの

魅力があると思いますね。

神戸大学経営学部４回生
平野光俊ゼミ所属

隅野康太さん

「三商ゼミ」はとても良い刺激にな

りました。同じ領域の研究にも色々

なアプローチがあることを学びまし

た。完成度の高い研究発表もあり、同世代として新鮮

な驚きを感じました。大阪市立大学では「三商ゼミ」

をゼミ活動のハイライトと考えている学生が多いので、

早いうちから委員会を組織し、準備を整えて臨んでい

ます。素晴らしい伝統ですので、しっかりと引き継い

でいきたいと思います。

大坂市立大学商学部３回生
中瀬哲史ゼミ所属

壁下桃子さん

「三商ゼミ」終了後の記念撮影。この後３校の
学生たちは、交流会会場へ向かった。

一橋大学と神戸大学の教授と学生たち。大阪市立大学の学生たち。

※
引
用
文
中
の
旧
仮
名
づ
か
い
、
旧
漢
字
は
、

現
代
表
記
に
改
め
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
伝
統
は
引
き
継
が
れ
る



My choice
特 集

60
代
は
ま
だ
ま
だ
現
役

喜
寿
な
ど
も
の
と
も
せ
ず

80
歳
の
坂
を
越
え
て
な
お
進
む

気
軽
に
「
第
二
の
人
生
」
な
ど
と
は
、

決
し
て
誰
に
も
言
わ
せ
ま
い

前
進
で
き
ぬ

意
志
は
な
い
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蜷
川
幸
雄
演
劇
集
団
の
役
者

関
根
敏
博
氏
・
80
歳

大
学
院
博
士
課
程
で
学
ぶ

湯
川
真
人
氏
・
67
歳

詩
吟
の
プ
ロ
吟
詠
家

飯
島
満
氏
・
77
歳
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「
人
生
80
年
時
代
」

【
詩
吟
吟
詠
家
】
飯
島
満
氏
の

如
水
会
館
で
お
会
い
し
た
飯
島
満
さ
ん
か

ら
、
３
枚
の
名
刺
を
い
た
だ
い
た
。

１
枚
目
は
「
横
浜
如
水
会

相
談
役

飯
島

満
」。
２
枚
目
は
「
無
双
流
氣
汪
き
お
う

会
会
長
飯

島
氣
汪
」。
こ
れ
に
は
、
テ
イ
チ
ク
吟
詠
協
会

専
属
吟
詠
家
、
横
浜
市
吟
剣
詩
舞
道
連
盟
理

事
と
記
さ
れ
て
い
る
。
３
枚

目
は
「
飯
島
氣
溢
き
え
つ

歌
謡
吟
詠

『
若
き
日
の
謙
信
』」
で
あ
る
。

１
枚
目
に
つ
い
て
、
説
明

は
不
要
だ
ろ
う
。
２
枚
目
、

３
枚
目
は
、
飯
島
さ
ん
が
詩

吟
の
吟
詠
家
と
歌
手
、
つ
ま

り
そ
の
道
の
〝
プ
ロ
〞
で
あ
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。「
氣
汪
」
は
詩
吟
の
雅
号
。「
氣
溢
」

は
歌
謡
吟
詠
歌
手
の
雅
号
で
あ
る
。

「
私
が
子
供
の
頃
、
伯
父
が
詩
吟
を
う
な
っ

て
い
た
。
当
時
の
定
年
は
55
歳
。
定
年
を
迎

え
た
と
き
、
さ
て
こ
れ
か
ら
何
を
し
よ
う
か

と
考
え
た
の
だ
が
、
伯
父
の
こ
と
が
頭
に
あ

っ
た
か
ら
か
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
詩

吟
教
室
に
入
り
ま
し
た
」

た
だ
、
そ
れ
ほ
ど
詩
吟
に
ご
執
心
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、「
３
カ
月
で
や
め
よ
う
と

思
っ
て
い
た
」
と
い
う
。

「
と
こ
ろ
が
や
り
だ
す
と
、
奥
が
深
い
。
ま

ず
、
ア
ク
セ
ン
ト
。
正
確
か
つ
は
っ
き
り
と

し
た
言
葉
で
朗
々
と
吟
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
惹
か
れ
ま
し
た
」

講
師
は
、
日
本
詩
吟
学
院
の
吟

詠
家
。
飯
島
さ
ん
は
素
質
が
あ
っ

た
ら
し
く
、
ト
ン
ト
ン
拍
子
に
昇

段
し
準
師
範
か
ら
師
範
試
験
に
合

格
。
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
通

い
始
め
て
か
ら
13
年
後
、
２
０
０

１
年
の
こ
と
だ
っ
た
。「
早
い
ほ
う
で
し
た
」

と
語
る
。
飯
島
さ
ん
、
68
歳
。

「
私
は
研
究
熱
心
で
の
め
り
込
む
タ
イ
プ
。

試
験
を
受
け
て
昇
段
す
る
と
、
さ
ら
に
詩
吟

の
難
し
さ
、
奥
の
深
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
。

詩
吟
と
出
会
い

奥
の
深
さ
に
魅
せ
ら
れ
る
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１
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
上
が
る
ご
と
に
次
の
ス

テ
ッ
プ
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
よ
く

『
壁
に
当
た
る
』
と
言
い
ま
す
が
、
私
は
前
向

き
な
タ
イ
プ
な
の
で
、
壁
が
あ
れ
ば
乗
り
越

え
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
悩
む
よ
り
は

か
え
っ
て
意
欲
が
わ
き
ま
し
た
」

準
師
範
に
な
れ
ば
教
場
（
詩
吟
教
室
）
を

開
き
、
生
徒
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
１

９
９
７
年
64
歳
、
飯
島
さ
ん
は
、
自
宅
に
教

場
を
開
い
た
。

「
教
育
、E

d
u
cation

と
は
、
単
に
教
え
る

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
能
力
を
引
き
出

す
こ
と
。
生
徒
に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
個
人
差
に
応
じ
て
、
詩
吟
に

対
す
る
そ
の
人
の
実
力
を
最
高
の
形
で
引
き

出
し
て
あ
げ
た
い
。
そ
れ
を
心
が
け
て
や
っ

て
い
る
か
ら
、
教
え
る
こ
と
が
と
て
も
楽
し

い
で
す
ね
『
教
え
る
こ
と
は
又
教
わ
る
こ
と
』

で
も
あ
り
ま
す
」

飯
島
さ
ん
は
、
１
９
５
５
年
に
一
橋
大
学

経
済
学
部
を
卒
業
し
三
菱
銀
行
に
入
行
し
た
。

配
属
先
は
、
丸
の
内
支
店
。
幹
部
候
補
生
で

あ
っ
た
。
入
社
５
年
目
に
、
あ
こ
が
れ
て
い

た
貸
付
部
門
に
異
動
。
こ
こ
ま
で
は
、
順
風

満
帆
で
あ
っ
た
。
し
か
し
…
…
。

「
貸
付
業
務
は
、
大
変
に
忙
し
か
っ
た
。
私

は
責
任
感
が
強
く
、
早
く
仕
事
を
マ
ス
タ
ー

し
よ
う
と
考
え
る
あ
ま
り
自
分
を
追
い
込
ん

で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
結
局
ダ
ウ
ン
。
う
つ

病
で
し
た
」

お
よ
そ
半
年
の
療
養
期
間
を
へ
て
復
帰
し

た
が
、
完
治
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
ポ
ス
ト

が
変
わ
る
た
び
に
症
状
に
悩
ま
さ
れ
た
。
こ

の
繰
り
返
し
で
定
年
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

「
パ
ッ
と
し
た
銀
行
員
生
活
で
は
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
致
し
方
な
い
。
も
し
人
生
50
年

時
代
だ
っ
た
ら
、
私
は
何
も
足
跡
を
残
さ
な

い
ま
ま
幕
引
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
現
在
は
男
性
で
も
人
生
80
年
時

代
に
な
り
、
こ
れ
に
救
わ
れ
ま
し
た
」

詩
吟
を
同
伴
者
と
し
て
人
生
を
歩
む
飯
島

さ
ん
。
２
０
０
１
年
に
は
仲
間
と
「
無
双
流
」

を
立
て
、
自
身
の
組
織
「
氣
汪
会
」
を
運
営

し
て
い
る
。
ま
た
、
２
０
０
３
年
に
は
「
如
水

詩
吟
会
」
を
立
ち
上
げ
、
月
に
２
度
、
如
水

会
館
で
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
２

０
１
０
年
、
歌
謡
吟
詠
ア
ル
バ
ム
『
吟
の
華
』

の
Ｃ
Ｄ
を
７
名
と
共
同
で
リ
リ
ー
ス
。「
若
き

日
の
謙
信
」
と
い
う
曲
を
吟
じ
た
。
飯
島
さ

ん
、
喜
寿
に
し
て
吟
詠

歌
謡
の
プ
ロ
へ
の
道
も

拓
い
た
の
で
あ
る
。

「
竹
中
平
蔵
さ
ん
が

『
人
生
２
つ
く
ら
い
の

目
標
を
持
っ
た
ほ
う
が

よ
い
』
と
言
っ
て
い
る

が
、
そ
の
と
お
り
だ
と

思
い
ま
す
。
私
の
場

合
、
詩
吟
だ
け
で
な
く

横
浜
如
水
会
の
支
部

長
、
相
談
役
と
し
て
、

会
員
の
拡
大
な
ど
に
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
も
支
部
の
発
展
に
寄
与
し

て
い
く
こ
と
が
目
標
で
す
」

人
生
80
年
。「
せ
か
せ
か
と
自
分
を
追
い

込
む
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
や
り
た
い

こ
と
を
や
っ
て
い
き
た
い
」
と
飯
島
さ
ん
。

80
年
と
い
わ
ず
、
さ
ら
に
そ
の
先
が
楽
し
み

な
人
生
模
様
で
あ
る
。

My choice

月に２度、如水会館で
「如水詩吟会」の指導を行っている。

特 集

喜
寿
に
し
て

プ
ロ
歌
手
へ
の
道
も
拓
く
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１
９
３
３
年

１
９
５
１
年

１
９
５
５
年

東
京
生
ま
れ
。

一
橋
大
学
経
済
学
部
入
学
。

同
学
部
卒
業
。

三
菱
銀
行
入
行
。

１
９
８
８
年

１
９
９
７
年

２
０
０
１
年

２
０
０
２
年

２
０
０
３
年

２
０
１
０
年

三
菱
銀
行
定
年
退
職
。

詩
吟
を
始
め
る
（
日
本
詩
吟

学
院
に
所
属
）。

準
師
範
試
験
に
合
格
。

自
宅
に
て
教
場
を
開
き
指
導

を
始
め
る
。

日
本
詩
吟
学
院
の
師
範
位
取

得
。
前
後
し
て
、
無
双
流
を
起

こ
す
。
同
流
・
氣
汪
会
会
長
。

雅
号
は
氣
汪
。

テ
イ
チ
ク
吟
詠
協
会
専
属
吟

詠
家
。

「
如
水
詩
吟
会
」
を
立
ち
上
げ

指
導
に
あ
た
る
。

Ｃ
Ｄ
『
吟
の
華
』
を
リ
リ
ー
ス
。

プ
ロ
の
吟
詠
歌
手
と
し
て
本

格
的
デ
ビ
ュ
ー
。
横
浜
関
内

ホ
ー
ル
で
披
露
。 飯島 満氏

Mitsuru Iijima

三菱銀行勤務時代。

奥さんとともに（1987年）。



「
妻
の
あ
と
押
し
」

【
舞
台
役
者
】
関
根
敏
博
氏
の

関
根
敏
博
さ
ん
は
、
55
歳
以
上
の
劇
団
員

で
構
成
さ
れ
る
「
さ
い
た
ま
ゴ
ー
ル
ド
・
シ

ア
タ
ー
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
率
い
る
の

は
、
蜷
川
幸
雄
氏
。
活
動
拠
点
は
、
彩
の
国

さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
だ
。

そ
の
日
は
、
週
１
回
の
稽
古
日
。
芸
術
劇

場
小
ホ
ー
ル
で
の
２
時
間
の
稽
古
終
了
後
、

関
根
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

「
私
は
芝
居
が
好
き
で
、
特
に
蜷
川
さ
ん
の

フ
ァ
ン
で
し
た
。
２
０
０
６
年
２
月
、
こ
の

劇
場
で
上
演
さ
れ
た
氏
の
『
間
違
い
の
喜
劇
』

（
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
作
）
を
観
た
際
、
チ
ラ
シ

の
な
か
に
ゴ
ー
ル
ド
・
シ
ア
タ
ー
団
員
募
集

の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
興
味
を
覚

え
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
応
募
し
よ
う
と
思
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

そ
ん
な
関
根
さ
ん
に
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
参

加
を
決
意
さ
せ
た
の
は
、
奥
さ
ん
だ
っ
た
。

「
私
の
芝
居
好
き
を
よ

く
知
っ
て
い
る
家
内
が
、

『
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
』

と
言
っ
て
く
れ
、
そ
う
か

な
と
い
う
気
に
な
り
ま
し
た
。
応
募
し
た
の

は
家
内
の
あ
と
押
し
の
お
か
げ
で
す
ね
」

も
っ
と
も
、
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
へ
の
応
募

を
決
め
る
こ
と
と
受
か
る
か
ど
う
か
は
別
問

題
。
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
へ
の
応
募
者
は
、
募

集
枠
20
人
に
対
し
１
２
０
０
人
以
上
。
こ
の

時
点
で
倍
率
60
倍
と
、〝
超
〞
が
つ
く
ほ
ど
の

狭
き
門
だ
っ
た
。

「
応
募
者
一
人
ひ
と
り
に
課
題
が
与
え
ら
れ

ま
し
た
。
私
が
も
ら
っ
た
の
は
、
リ
ア
王
の

セ
リ
フ
。
嵐
の
夜
に
我
を
失
っ
た
リ
ア
王
が

彷
徨
す
る
有
名
な
場
面
で
す
。
セ
リ
フ
の
量

は
、
４
０
０
字
詰
の
原
稿
用
紙
１
枚
分
ほ
ど

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
ま
で
の
期
間
は
、
約
１

カ
月
。
原
稿
用
紙
１
枚
分
と
は
い
え
、
演
技

の
経
験
な
ど
ま
っ
た
く
な
く
、
加
え
て
76
歳

で
記
憶
力
が
衰
え
気
味
の
関
根
さ
ん
に
と
っ

て
楽
な
こ
と
で
は
な
い
。「
自
信
は
ま

っ
た
く
な
か
っ
た
」
そ
う
だ
が
、
こ

こ
で
も
奥
さ
ん
が
支
え
て
く
れ
た
。

「
家
内
が
聞
き
役
に
な
っ
て
く
れ
練

習
し
ま
し
た
」
と
関
根
さ
ん
。
オ
ー
デ
ィ
シ

ョ
ン
は
、
蜷
川
氏
が
応
募
者
全
員
の
選
考
に

立
ち
会
う
な
か
、
２
週
間
に
わ
た
っ
て
進
め

ら
れ
た
。

「
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
個
別
で
し
た
。
蜷
川

さ
ん
ほ
か
数
人
の
審
査
員
の
前
で
セ
リ
フ
を

披
露
し
ま
す
。
蜷
川
さ
ん
は
何
も
言
わ
れ
な

い
の
で
す
が
、
心
理
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
く
と
い
う
感
じ
で
厳
し
か
っ
た
で
す
ね
」

合
格
し
た
の
は
、
48
人
。
関
根
さ
ん
は
、

そ
の
１
人
で
あ
っ
た
。

関
根
さ
ん
の
一
橋
大
学
入
学
は
遅
か
っ
た
。

１
９
３
０
年
、
高
田
馬
場
で
生
ま
れ
た
関

根
さ
ん
は
、
20
歳
か
ら
６
年
間
、
埼
玉
県
熊

狭
き
門
を
突
破
し

蜷
川
劇
団
の
役
者
に
合
格

家
族
が
支
え
て
く
れ
る

80
歳
の
役
者
人
生
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１
９
３
０
年

１
９
５
０
年
〜
１
９
５
６
年

１
９
５
７
年
〜
１
９
６
２
年

１
９
６
３
年

１
９
６
７
年

１
９
６
８
年

東
京
生
ま
れ
。

熊
谷
市
の
中
学
校
で
教
鞭
を

執
る
。

熊
谷
市
で
私
塾
経
営
。

一
橋
大
学
経
済
学
部
入
学
。

同
学
部
卒
業
。

Ｎ
Ｅ
Ｃ（
日
本
電
気
株
式
会
社
）

の
関
連
会
社
Ｎ
Ｅ
Ｄ
（
株
式
会

社
ニ
ュ
ー
エ
ク
セ
レ
ン
ト
・

デ
ー
タ
）
に
入
社
。

東
洋
大
学
の
教
員
に
転
職
。

２
０
０
０
年

２
０
０
６
年

２
０
１
０
年

東
洋
大
学
定
年
退
職
。

蜷
川
幸
雄
率
い
る
55
歳
以
上

の
劇
団
員
か
ら
な
る
「
さ
い

た
ま
ゴ
ー
ル
ド
・
シ
ア
タ
ー
」

の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合
格
。

同
年
、
初
舞
台
に
立
つ
。

９
月
、
第
４
回
公
演
。

毎
年
１
度
の
公
演
に
は
す
べ

て
出
演
し
て
い
る
。 関根敏博氏

Toshihiro Sekine

東洋大学教員時代。工学部のゼミ学生とともに。



谷
市
で
中
学
校
の
教
員
と
し
て
勤
務
し
た
。

１
９
５
６
年
に
教
員
を
や
め
た
関
根
さ
ん
は
、

５
年
間
の
私
塾
経
営
を
へ
て
、
33
歳
を
迎
え

る
年
、
経
済
学
部
に
入
学
し
た
。

「
小
説
家
を
志
し
て
い
た
の
で
す
が
、
や
っ

て
い
て
重
要
な
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

作
家
に
な
る
よ
う
な
人
は
、
三
度
の
食
事
よ

り
書
く
こ
と
が
好
き
と
い
う
体
質
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
こ
ま
で
の
人
間
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
作
家
は
断
念
す
る
こ

と
に
し
、
大
学
へ
行
く
こ
と
を
考
え
ま
し
た
」

一
橋
で
関
根
さ
ん
は
、
統
計
学
を
専
攻

し
た
。

「
そ
の
お
か
げ
で
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
関
連
会
社
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
入
社

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

関
根
さ
ん
の
業
務
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
購
入
し
た
ユ
ー
ザ
ー
の
も
と
に
出

向
き
、
必
要
と
す
る
作
業
が
行
え
る
よ
う
支

援
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
就
職
し
た
１
９
６
７

年
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

黎
明
期
。
も
っ
と
も

安
価
な
も
の
で
も
千

万
円
単
位
の
価
格
で

あ
っ
た
と
い
う
。
翌

年
、
関
根
さ
ん
は
東

洋
大
学
に
教
員
と
し

て
転
職
し
た
。

「
東
洋
大
学
で
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
購
入

し
て
も
ら
っ
た
の
で

す
が
、
学
生
に
教
え

ら
れ
る
人
が
い
な

い
。
そ
こ
で
私
に
白

羽
の
矢
が
立
っ
た
の

で
す
」

以
後
、
２
０
０
０

年
に
70
歳
で
退
職
す

る
ま
で
の
32
年
間
、

関
根
さ
ん
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
講
座
を
担

当
し
続
け
た
。
黎
明
期
か
ら
発
展
期
、
そ
し

て
成
熟
期
ま
で
、
教
育
の
場
で

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
携
わ
っ
た
関

根
さ
ん
は
、
充
実
し
た
教
員
生

活
を
送
っ
た
。
で
は
、
役
者
人

生
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

「
舞
台
で
は
、
自
分
以
外
の

人
間
を
演
じ
ま
す
。
い
か
に
自

分
を
消
し
て
役
の
人
物
に
な
り

き
る
か
。
そ
の
こ
と
に
魅
力
を

感
じ
ま
す
。
た
だ
、
記
憶
力
の

こ
と
が
あ
り
、
セ
リ
フ
を
覚
え
る
の
に
は
苦

労
し
ま
す
。
し
か
し
私
の
場
合
、
幸
い
な
こ

と
に
家
内
が
相
手
を
し
て
く
れ
る
の
で
助
か

り
ま
す
」

公
演
は
年
に
１
度
。
２
０
１
０
年
ま
で
、

４
回
の
公
演
に
は
、
奥
さ
ん
だ
け
で
な
く
息

子
さ
ん
も
劇
場
に
来
て
く
れ
た
。

「
お
父
さ
ん
、
声
が
よ
く
通
る
よ
と
息
子
が

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
」
と
嬉
し
そ
う
な
関
根

さ
ん
。
家
族
が
支
え
て
く
れ
る
役
者
人
生
で

あ
る
。
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湯
川
真
人
さ
ん
は
、
１
９
４
３
年
生
ま
れ
の

67
歳
。
現
在
、
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
に

籍
を
置
く
大
学
院
生
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
橋

の
Ｏ
Ｂ
で
は
な
い
。

湯
川
さ
ん
が
学
ん
だ
の
は
、
東
京
大
学
。
１

９
６
８
年
、
教
養
学
部
教
養
学
科
を
卒
業
、
日

本
興
業
銀
行
に
入
行
し
た
。
興
銀
で
は
、
調
査

部
や
海
外
留
学
を
へ
て
資
産
運
用
を
担
当
。
そ

し
て
１
９
９
１
年
、
Ｊ
・
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
信
託
銀

行
に
転
職
し
て
以
後
、
90
年
代
の
ほ
と
ん
ど

の
期
間
、
外
資
系
金
融
機
関
の
経
営
陣
の
１
人

と
し
て
資
産
運
用
の
指
揮
を
執
っ
て
き
た
。

湯
川
さ
ん
が
37
年
に
及
ぶ
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
生

活
に
区
切
り
を
つ
け
た
の
は
、
２
０
０
４
年
９

月
で
あ
る
。
翌
年
４
月
、
言
語
社
会
研
究
科
に

修
士
入
学
。
研
究
分
野
は
「
近
世
思
想
史
」
で
、

実
際
の
指
導
は
社
会
学
研
究
科
の
若
尾
政
希
教

授
か
ら
受
け
た
。
湯
川
さ
ん
は
、
な
ぜ
、
近
世

思
想
史
を
研
究
対
象
に

し
た
の
だ
ろ
う
…
…
。

「
私
は
高
度
成
長
の

加
速
期
か
ら
バ
ブ
ル
崩

壊
ま
で
、
興
銀
で
日
本

企
業
を
見
続
け
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
90
年
代
、

バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る

〝
失
わ
れ
た
10
年
〞
の

期
間
は
、
ほ
ぼ
外
資
系

金
融
機
関
で
日
本
企
業

を
見
て
き
た
の
で
す
」

湯
川
さ
ん
に
よ
る

と
、
バ
ブ
ル
以
前
と
以

後
で
は
、
日
本
企
業
が

「
大
き
く
変
質
し
て
い

る
」
と
い
う
。

「
資
産
運
用
で
株
式

投
資
を
す
る
場
合
、
企

業
そ
の
も
の
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
調
査
項
目
に
数
字
を
は
め
込
む

だ
け
で
わ
か
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数
字

の
中
身
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込

む
。
ま
た
、
経
営
者
、
財
務
担
当
役
員
な
ど
の

方
々
に
会
い
、
話
を
す
る
こ
と
で
企
業
を
理
解
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湯
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で
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し

「
近
世
思
想
史
」
を
研
究



す
る
。
バ
ブ
ル
以
前
、
ど
の
日
本
企
業
に
も
独

自
の
カ
ル
チ
ャ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。働
く
人
も
、

そ
の
企
業
文
化
の
も
と
、
自
分
の
仕
事
に
社
会

的
意
義
を
見
出
そ
う
と
活
動
し
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
も
存
在

し
ま
し
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
金
融
機
関
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
面
で
洗
練
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
が

盛
ん
に
移
動
す
る
。
そ
の
分
、
会
社
に
対
す
る

帰
属
意
識
は
低
い
わ
け
で
す
。
バ
ブ
ル
以
後
の

日
本
企
業
は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
私
が

ア
メ
リ
カ
の
金
融
機
関
か
ら
日
本
企
業
を
見
て

痛
切
に
感
じ
た
の
は
、
今
後
の
日
本
の

企
業
文
化
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
」

こ
こ
か
ら
、
湯
川
さ
ん
の
〝
探
究
の

旅
〞
が
始
ま
っ
た
。

〝
探
究
の
旅
〞
と
は
、
決
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク

で
は
な
い
。
論
文
作
成
の
調
査
の
た
め
湯
川
さ

ん
は
、
山
形
県
鶴
岡
市
へ
し
ば
し
ば
旅
し
た
か

ら
で
あ
る
。

湯
川
さ
ん
が
言
語
社
会
研
究
科
に
提
出
し
た

『
研
究
計
画
書
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「（
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
）
経
済
社
会
の
大
き
な

環
境
変
化
の
な
か
で
、
私
は
自
分
の
国
に
つ
い

て
、
ま
た
自
分
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
つ
い
て
自
問
自
答
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
存
在
意
義
と
な
っ

て
い
た
企
業
文
化
の
喪
失
と
、
日
米
の
職
場
で

体
験
し
た
彼
我
の
カ
ル
チ
ャ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
体

験
か
ら
く
る
も
の
で
あ
り
、
私
に
日
本
人
と
は

何
か
、
日
本
の
本
来
の
企
業
文
化
と
は
何
か
を

考
え
さ
せ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
」

湯
川
さ
ん
は
、「
日
本
人
と
は
何
か
、
日
本

の
本
来
の
企
業
文
化
と
は
何
か
」
を
解
明
す
る

に
あ
た
り
、
対
象
を
江
戸
時
代
の
中
期
（
18
世

紀
か
ら
19
世
紀
初
頭
）
に
据
え
た
。

「
そ
の
頃
、
大
阪
に
懐
徳
堂
と
い
う
儒
学
を

教
え
る
塾
が
あ
り
ま
し

た
。
懐
徳
堂
で
は
数
多
く

の
商
人
が
学
ん
で
お
り
、

た
と
え
ば
、
富
永
仲
基
や

山
片
蟠
桃
の
著
作
を
読
む

と
、
そ
の
知

的
レ
ベ
ル
が

相
当
高
い
も

の
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
、

19
世
紀
の
初

め
に
は
大
分

県
の
日
田
に
咸
宜

か
ん
ぎ

園
と
い
う
や
は
り
儒
学
の

塾
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
江
戸
時
代
だ
け
で
日
本

全
国
か
ら
延
べ
４
０
０
０
人
ほ
ど
の
入
門
者
が

集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
は

人
の
往
来
が
か
な
り
自
由
だ
っ
た
。
で
す
か
ら

18
世
紀
以
降
の
日
本
は
、
全
国
の
様
々
な
地

域
で
智
の
集
積
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
海
の
よ
う

に
広
が
っ
て
い
た
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

さ
ら
に
、
日
本
の
企
業
文
化
は
、
そ
の
智
の
集

積
を
源
泉
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
」

湯
川
さ
ん
は
、
調
査
地
域
を
庄
内
（
鶴
岡

市
）
に
特
定
し
た
。
注
目
し
た
の
は
、
佐
藤
東

蔵
（
１
７
５
８
〜
１
８
０
８
）
と
い
う
名
主

で
あ
る
。
そ
し
て
佐
藤
家
の
五
峯
館
に
収
め

ら
れ
た
蔵
書
を
核
に
、
修
士
論
文
『
江
戸
中

後
期
に
お
け
る
豪
農
層
に
見
る
思
想
と
活
動

―
佐
藤
東
蔵
貞
教
を
事
例
と
し
て
―
』
を
書

き
上
げ
た
。
こ
の
論
文
は
、
日
本
の
企
業
文

化
の
源
泉
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
こ
の
時
代

の
思
想
と
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
い

わ
ば
序
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る

べ
く
湯
川
さ
ん
は
社
会
学
研
究

科
の
博
士
課
程
に
進
ん
だ
の
で

あ
る
。
し
か
し
…
…
。

「
一
昨
年
（
２
０
０
８
年
）、
私

も
設
立
に
か
か
わ
っ
た
新
潟
県
の

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
、
事
業
創
造

大
学
院
大
学
の
学
長
に
就
任
し
ま

し
た
。
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
数
多
く
な
り
、
論
文
を
書

く
た
め
の
勉
強
時
間
が
取
れ
な
く
な
り
ま
し

て
、
現
在
は
休
学
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」

残
念
な
が
ら
研
究
活
動
は
、
開
店
休
業
状

態
。
し
か
し
時
期
は
と
も
か
く
、
湯
川
さ
ん

の
〝
探
究
の
旅
〞
は
、
必
ず
再
開
さ
れ
る
に

違
い
な
い
。
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大
学
院
大
学
の

学
長
業
が
多
忙
の
た
め

院
を
休
学
中

１
９
４
３
年

１
９
６
８
年

新
潟
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学

科
卒
業
。

日
本
興
業
銀
行
に
入
行
。

１
９
９
１
年

１
９
９
９
年

２
０
０
１
年

２
０
０
５
年

２
０
０
６
年

２
０
０
８
年

Ｊ
・
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
信
託
銀
行

取
締
役
就
任
。

興
銀
第
一
ラ
イ
フ
・
ア
セ
ッ

ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
常
務
取
締

役
就
任
。

シ
テ
ィ
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行

代
表
取
締
役
社
長
就
任
。

一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会

研
究
科
に
修
士
入
学
。

事
業
創
造
大
学
院
大
学
副
学

長
に
就
任
。

同
大
学
学
長
に
就
任
。

２
０
１
１
年
現
在
、一
橋
大
学

大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士

課
程
に
在
籍
中
。 湯川真人氏

Masato Yukawa

ルクセンブルグ
興銀赴任時代。
ルクセンブルク
から約40キロ離
れた、ドイツワイ
ン発祥の地とさ
れる世界遺産の
街トリーアにて。



Captains 連載企画

一橋大学草創期。

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７回では、堀光亀の足跡を追ってみた。

堀
光
亀

第 7 回

渡辺弘行／作
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堀
光
亀
は
１
８
７
６
年
、
長
崎
県
・
島
原
の
地
に
、
島
原

藩
士
石
河
光
英
の
子
と
し
て
生
を
受
け
ま
す
。
幼
少
期
に
縁

戚
に
あ
た
る
島
原
の
名
家
堀
家
に
養
子
と
し
て
出
さ
れ
、
堀

姓
を
名
乗
り
ま
す
。

長
崎
市
立
商
業
学
校
を
卒
業
後
、
高
等
商
業
学
校
に
入
学
。

成
績
は
特
に
秀
で
、
本
科
３
年
生
の
時
、
三
浦
新
七
な
ど
と
と

も
に
商
工
業
実
況
取
調
べ
の
修
学
旅
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
旅
行
で
堀
は
台
湾
に
赴
き
、
台
湾
の
商
業
情
勢
を
見

聞
。
帰
学
後
、
全
学
参
加
の
学
生
会
で
台
湾
の
現
状
を
報
告
し

て
い
ま
す
。
専
攻
部
卒
業
と
同
時
に
講
師
と
な
り
、
２
年
目
の

１
９
０
３
年
に
英
国
、
ド
イ
ツ
、
米
国
に
留
学
し
ま
す
。
か
の

地
で
は
交
通
業
研
究
に
勤
し
み
ま
す
が
、
特
に
海
運
に
関
す
る

研
鑽
を
積
み
、
日
本
の
海
運
学
創
設
者
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
０
８
年
、
帰
国
し
た
堀
は
東
京
高
等
商
業
学
校
の
教

授
と
な
り
ま
す
。
以
後
、
１
９
１
５
年
文
部
省
督
学
官
を
兼

任
。
１
９
２
０
年
、
東
京
商
科
大
学
昇
格
に
伴
い
同
大
学
教

授
。
１
９
２
７
年
、
専
門
部
主
事
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
退

官
ま
で
三
十
数
年
間
、
母
校
に
勤
務
し
ま
し
た
。

こ
の
三
十
数
年
の
間
、
高
等
商
業
学
校
か
ら
商
科
大
学
へ

の
昇
格
と
い
う
激
動
の
渦
中
に
身
を
置
き
、
申
酉
事
件
、
籠

城
事
件
、
白
票
事
件
な
ど
、
度
重
な
る
紛
擾
が
起
こ
り
ま
す

が
、
そ
の
す
べ
て
に
堀
は
巻
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
学
校
運

営
者
と
い
う
立
場
上
、
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
表
現
は
適
切

堀
光
亀
が
東
京
高
等
商
業
学
校
、
東
京
商
科
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
時
代
は
、
一
橋
大
学
が
国
内
随
一

の
社
会
科
学
の
最
高
学
府
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
い
く
、
ま
さ
に
黎
明
の
時
代
で
す
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
を

通
じ
て
、
高
等
商
業
学
校
に
入
学
（
１
８
９
５
年
）
以
来
、
東
京
商
科
大
学
教
授
を
退
官
す
る
（
１
９
３
７
年
）

ま
で
、
実
に
42
年
間
、
一
橋
に
籍
を
置
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
、
一
橋
を
牽
引
し
た
と
さ
れ
る
福
田
徳
三
、
佐
野
善
作
、
上
田
貞
次
郎
、
三
浦
新

七
な
ど
と
比
し
て
、
そ
の
功
績
は
著
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
博
士
号
の
学
位
を
取
得
し
て
い
な
い
、
学
長
に
就

い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
東
キ
ャ
ン
パ
ス
東
本
館
脇
に
あ
る
胸
像

は
、
１
９
４
１
年
、
没
後
直
ち
に
第
一
回
専
門
部
卒
業
生
た
ち
の
手
に
よ
り
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
学
園
の
功
労
者
を
顕
彰
す
る
学
内
の
肖
像
画
は
、
堀
光
亀
の
実
弟
で
あ
る
洋
画
家
・
石
河
光
哉
の

手
に
な
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
も
堀
が
当
時
の
学
校
経
営
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
証
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
時
は
政
府
か
ら
、
あ
る
時
は
学
生
あ
る
い
は
同
僚
の
学
者
か
ら
、
常
に
大
学
運
営
者
と
し
て
、
紛
擾
の

矢
面
に
立
ち
、
事
の
収
拾
に
尽
力
し
た
堀
光
亀
は
、
学
者
が
あ
ま
り
持
ち
え
て
い
な
い
学
校
経
営
者
と
し
て
の

能
力
に
光
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

Captains 堀 光亀

紛
擾
の
矢
面
に
立
ち
、

一
橋
の
黎
明
を
支
え
た

陰
の
立
役
者

学
園
存
亡
の
危
機
に
、
悉

こ
と
ご
と

く
直
面
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商
科
大
学
昇
格
に
は
こ
の
後
、
10
年
以
上
の
年
月
を
待
た
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
１
９
０
８
年
か
ら
１
９
０
９
年
に
か
け
て

の
申
酉
事
件
に
は
じ
ま
り
、
一
橋
と
文
教
の
府
は
対
立
を
繰

り
返
し
ま
す
。
ま
た
、
学
内
に
お
い
て
も
、
昇
格
後
の
方
向

性
が
一
致
せ
ず
、
い
た
ず
ら
に
議
論
の
み
を
繰
り
返
す
と
い

う
雌
伏
の
時
代
が
続
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
京
高
等

商
業
学
校
が
大
学
に
昇
格
す
る
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
、
堀
の
『
商
業
大
学
必
要
論
』
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
堀
は
序
文
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
吾
人
が
商
業
大
学
の
設
立
を
望
む
所
以
の
も
の
は
、
徒
ら

に
大
学
と
い
う
名
称
に
拘
泥
す
る
が
故
に
あ
ら
ず
、
名
実
兼

備
せ
る
商
業
大
学
の
制
度
を
確
立
し
こ
れ
を
設
置
す
る
に
在

り
。
す
な
わ
ち
商
業
に
必
要
な
高
等
の
学
術
技
能
を
授
け
、

そ
の
蘊
奥
を
攻
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
最
高
商
業
教
育

草
し
た
福
田
徳
三
や
関
一
、
滝
本

美
夫
ら
が
帰
国
し
、
東
京
高
等
商

業
学
校
の
大
学
昇
格
待
望
論
が
熱
を
帯
び
て
き
ま
す
。

堀
や
上
田
貞
次
郎
、
津
村
秀
松
、
左
右
田
喜
一
郎
ら
も
続

い
て
帰
国
し
、
東
京
高
等
商
業
学
校
の
教
授
陣
は
、
新
進
気

鋭
の
布
陣
と
な
り
ま
す
。
彼
ら
は
皆
、「
実
学
」「
技
術
」
を

一
歩
突
き
出
た
「
研
究
」
こ
そ
、
日
本
の
商
工
業
繁
栄
に
繋

が
る
と
確
信
し
て
い
ま
し
た
。

１
９
０
７
年
、
貴
族
院
に
「
商
科
大
学
設
立
に
関
す
る
建
議

案
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
窓
会
を
中
心
に

商
科
大
学
昇
格
運
動
は
最
高
潮
に
達
し
ま
す
。
社
会
の
耳
目
も

引
く
よ
う
に
な
り
、
早
急
に
商
科
大
学
の
編
成
、
学
科
目
な
ど

に
つ
い
て
の
意
見
を
ま
と
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。

堀
光
亀
は
、
帰
国
後
直
ち
に
『
商
業
大
学
必
要
論
』
を
執

筆
。『
同
窓
会
雑
誌
』
五
十
号
に
掲
載
し
ま
し
た
。
し
か
し

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
都
度
、
政
府

か
ら
の
偏
見
、
い
わ
れ
の
な
い
中
傷
や
学
生
か
ら
の
突
き
上

げ
、
さ
ら
に
は
退
官
前
の
専
門
部
主
事
更
迭
な
ど
、
本
意
と

は
か
け
離
れ
た
仕
打
ち
を
受
け
る
様
は
、「
巻
き
込
ま
れ
た
」

と
い
う
表
現
こ
そ
、
言
い
得
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

堀
の
遺
し
た
功
績
の
一
つ
に
『
商
業
大
学
必
要
論
』
の
執

筆
が
あ
り
ま
す
。
１
９
０
１
年
か
ら
１
９
０
２
年
に
か
け
て
、

商
科
大
学
設
立
の
必
要
を
訴
え
た
「
ベ
ル
リ
ン
宣
言
」
を
起

『
商
業
大
学
必
要
論
』
で
、

商
科
大
学
昇
格
の
要
を
説
く
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機
関
の
設
立
を
希
望
す
る
に
在
り
」

そ
し
て
、
最
高
商
業
教
育
機
関
は
、
日
本
で
も
す
で
に
存

在
す
る
。
そ
れ
が
東
京
高
等
商
業
学
校
で
あ
る
と
続
け
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
す
で
に
東
京
高
等
商
業
学
校
は
帝
国
大

学
と
同
じ
く
、
専
攻
部
を
卒
業
し
た
者
は
学
士
の
称
号
を
得

て
い
る
。
実
質
的
に
大
学
と
同
等
の
教
育
を
受
け
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
東
京
高
等
商
業
学
校
を
商
業
大
学
と
し
て
制

度
化
す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
商
業
が
未
熟
な
時
代
で
は
、
算
術
に
通
じ
、
文
筆

を
弁
え
、
丁
稚
番
頭
と
し
て
の
単
純
な
経
験
と
、
才
能
と
運
命

に
よ
っ
て
営
利
の
道
を
講
ず
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
和
の

力
と
交
通
運
輸
の
技
術
、
生
産
機
能
の
増
進
、
人
々
の
欲
望
の

膨
張
に
よ
り
、
世
界
経
済
が
発
展
し
て
い
く
現
代
で
は
、

「
商
工
業
の
規
模
は
著
し
く
拡
大
し
、
経
営
亦
昔
日
の
如
く

単
純
な
ら
ず
。
そ
の
間
に
処
し
て
よ
く
輸
贏
ゆ
え
い

（
※
原
文
マ
マ
）

を
決
っ
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
世
界
の
大
勢
を
達
観
す
る
に
足
る

見
識
と
営
業
活
動
を
処
理
す
る
能
力
を
有
す
る
指
導
的
人
物

を
必
要
と
す
る
こ
と
の
切
な
る
、
ま
こ
と
に
今
日
の
如
き
は

な
く
。（
中
略
）
一
国
の
富
は
資
本
、
労
力
、
生
産
材
、
こ
れ

が
運
用
に
あ
た
る
人
物
に
よ
っ
て
増
進
せ
ら
る
る
も
の
な
り
。

商
業
に
最
高
教
育
機
関
の
必
要
な
る
所
以
斯
く
の
如
し
」

と
述
べ
、
世
界
経
済
に
追
い
つ
く
た
め
に
高
度
な
経
済
・
経

営
の
学
究
機
関
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
ま
す
。
本
論
は
、
続
い

て
、
世
界
の
最
高
商
業
教
育
機
関
を
列
記
、
ド
イ
ツ
、
北
米
、

英
国
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
商
業
大
学
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

終
章
で
は
、
商
業
大
学
が
日
本
に
と
っ
て
な
ぜ
必
要
で
あ

る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
実
現
を
急
ぐ
べ
き
な
の
か
を
、
次
の

５
つ
の
論
点
に
絞
っ
て
解
説
し
て
い
ま
す
。

「
一
、
経
済
状
態
の
発
展
に
伴
な
い
商
業
大
学
の
必
要
あ
り

二
、
商
工
立
国
を
国
是
と
す
る
が
故
に
商
業
大
学
の
必

要
あ
り

三
、
先
進
欧
米
諸
国
と
遠
隔
の
地
に
あ
り
、
そ
れ
よ
り
生

ず
る
不
利
を
補
う
た
め
商
業
大
学
の
必
要
あ
り

四
、
商
人
の
品
格
を
高
め
且
つ
賤
商
の
弊
を
矯
む
る
た
め

商
業
大
学
の
必
要
あ
り

五
、
人
物
経
済
上
よ
り
商
業
大
学
の
必
要
あ
り
」

結
び
の
言
葉
に
は
、
堀
光
亀
の
商
業
大
学
設
立
の
決
意
が

に
じ
み
出
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
を
要
す
る
に
創
業
の
困
難
は
、
吾
人
と
て
も
之
れ
を

認
む
。
さ
れ
ば
と
て
決
し
て
姑
息
に
流
る
べ
か
ら
ず
。
正
当

の
理
由
、
目
的
に
し
て
存
す
る
以
上
は
勇
往
果
敢
、
正
々

堂
々
之
れ
が
実
行
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
伯
林
の
商
業
組

合
長
が
伯
林
商
業
大
学
の
創
立
式
に
臨
ん
で
喝
破
し
た
る
が

如
く
、『
予
は
完
全
な
る
大
学
を
創
め
ん
、
然
ら
ざ
れ
ば
む
し

ろ
な
き
に
如
か
ず
』
と
。
要
は
虎
を
描
か
ん
と
し
て
猫
に
類

す
る
の
愚
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
豈
、
鑑
み
ざ
る
べ
け
ん
や
」

東
京
高
等
商
業
学
校
が
東
京
商
科
大
学
に
昇
格
す
る
の
は
、

１
９
２
０
年
の
こ
と
で
す
。
４
月
１
日
の
開
校
を
前
に
学
内

の
準
備
は
万
端
、
と
誰
し
も
推
察
す
る
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん

が
、
実
際
は
大
学
の
ビ
ジ
ョ
ン
す
ら
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
則
は
佐
野
善
作
（
高
商
校
長
か
ら
初

代
商
科
大
学
学
長
）
が
取
り
ま
と
め
た
と
は
い
え
、
そ
の
中

身
は
１
９
１
５
年
に
編
成
さ
れ
た
高
等
商
業
学
校
専
攻
部
の

学
科
目
を
踏
襲
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

２
月
の
あ
る
日
、
こ
の
学
則
に
憤
懣
し
た
福
田
徳
三
の
爆

弾
宣
言
『
東
京
商
科
大
学
規
則
草
案
修
正
意
見
書
』
が
、
校

内
掲
示
場
に
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
学
内
外
に
名
声
を
轟
か
せ

る
一
橋
の
至
宝
の
突
然
の
宣
言
は
、
学
生
た
ち
の
世
論
を
喚

起
。
学
生
有
志
は
福
田
博
士
を
囲
ん
で
懇
談
す
る
と
と
も
に
、

新
学
則
を
絶
対
に
阻
止
す
べ
く
、
数
多
く
の
学
生
が
上
野
韻

松
亭
に
集
結
し
ま
し
た
。
現
場
に
居
合
わ
せ
た
木
全
秀
雄
は
、

『
如
水
会
会
報
』
３
０
９
号
に
寄
せ
た
『
韻
松
亭
異
変
』
と
題

し
た
記
事
で
、
当
日
の
様
子
を
詳
述
し
て
い
ま
す
。

事
態
収
拾
の
た
め
、
佐
野
校
長
は
堀
を
伴
っ
て
、
事
情
説

明
に
赴
き
ま
し
た
。
福
田
は
演
壇
に
立
ち
、

「
学
問
の
蘊
奥
を
窮
め
る
可
き
我
等
の
新
大
学
が
、
必
要
も

な
い
必
修
時
間
が
無
暗
に
多
い
の
は
何
事
で
あ
る
か
。
こ
ん
な

無
駄
な
聴
講
時
間
が
多
く
て
は
真
摯
な
研
究
の
暇
な
ど
な
い
。

大
学
の
使
命
は
学
問
研
究
に
あ
る
、
学
問
研
究
の
生
命
は
自
由

な
る
自
修
の
時
間
を
多
く
持
つ
以
外
に
は
絶
対
に
な
い
。
一
週

二
十
時
間
も
必
修
科
目
が
あ
っ
て
は
、
研
究
の
自
由
な
ど
思
い

も
よ
ら
な
い
。
今
迄
の
専
門
学
校
そ
の
儘
の
古
い
殻
を
ブ
ラ
ブ

ラ
お
尻
に
付
け
て
、
之
が
大
学
で
御
座
い
な
ど
と
は
チ
ャ
ン
チ

ャ
ラ
可
笑
し
く
て
話
に
も
何
に
も
な
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
」

な
ど
と
、
福
田
一
流
の
明
快
な
江
戸
っ
子
口
調
で
論
難
し

ま
す
。
さ
ら
に
高
じ
て
、

「
佐
野
君
や
堀
君
の
よ
う
な
人
達
の
作
っ
た
新
学
則
に
対

し
、
黙
っ
て
い
る
学
生
諸
君
か
ら
し
て
、
こ
れ
か
ら
大
学
生

な
ど
と
な
ら
う
と
は
以
っ
て
の
外
だ
。
今
後
学
問
が
ど
う
の
、

研
究
が
こ
う
の
、
自
由
が
何
だ
の
と
口
幅
っ
度
い
こ
と
を
い

う
資
格
は
君
達
に
は
全
然
な
い
」

と
人
格
攻
撃
に
ま
で
及
び
ま
し
た
。

Captains 堀 光亀

「
虎
を
描
か
ん
と
し
て

猫
に
類
す
る
の
愚
を
な
す
べ
か
ら
ず
」

大
学
昇
格
に
向
け
、

実
務
家
と
し
て
奔
走
の
日
々

韻
松
亭
異
変
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立
専
門
部
校
舎
で
は
専
門
部
学
生
大
会
が
開
か
れ
、
絶
対
反

対
決
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

白
山
上
、
神
保
町
、
一
橋
ル
ー
ト
で
の
抗
議
デ
モ
、
永
田

町
付
近
で
の
警
察
と
の
衝
突
で
数
十
名
の
検
束
者
が
出
、
あ

る
い
は
、
負
傷
者
も
複
数
を
数
え
、
未
曾
有
の
学
生
騒
擾
に

発
展
し
て
い
き
ま
す
。
学
生
た
ち
は
、
文
部
、
大
蔵
省
へ
の

陳
情
で
反
対
声
明
を
伝
え
ま
す
が
、
事
態
は
膠
着
。
つ
い
に

５
日
、
故
地
で
あ
る
神
田
キ
ャ
ン
パ
ス
校
舎
に
籠
城
を
決
定

し
ま
し
た
。

事
態
が
収
拾
に
向
か
う
の
は
10
月
８
日
午
後
。
学
生
代
表

者
５
名
が
文
部
大
臣
と
会
見
し
「
行
財
政
整
理
案
か
ら
予

科
・
専
門
部
は
除
外
す
る
」
と
の
言
質
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
前
後
し
て
教
授
会
代
表
に
も
同
様
の
主
旨
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
以
降
、
約

１
６
０
０
名
を
数
え
た
籠
城

学
生
は
三
々
五
々
解
散
し
て

い
き
ま
す
。

堀
光
亀
が
こ
の
籠
城
事
件

で
果
た
し
た
役
割
は
と
て
も

大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

自
身
が
預
か
る
専
門
部
の
廃

止
を
聞
い
て
、
心
底
、
怒
り

が
こ
み
上
げ
て
き
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
堀
が
考

え
た
の
は
、
建
学
の
功
労
者
、

子
爵
・
渋
沢
栄
一
に
事
態
収

拾
を
依
頼
す
る
こ
と
で
す
。

４
日
午
前
、
如
水
会
の
藤
村
義
苗
理
事
長
、
木
村
、
内
池
廉

吉
と
と
も
に
、
滝
野
川
に
あ
る
渋
沢
邸
を
訪
問
し
ま
す
。
助

力
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
教
育
の
実
情
を
知
ら
ぬ
暴
挙
だ
。
病

気
で
な
け
れ
ば
自
分
自
身
で
各
方
面
に
運
動
す
る
が
、
自
分

福
田
博
士
曰
く
、

「
佐
野
君
は
非
道
い
よ
、
上
田
君
や
君
ば
っ
か
り
相
談
し

て
僕
に
は
、
唯
の
一
言
も
相
談
し
な
い
ん
だ
ろ
う
、
学
則

な
ん
か
ど
う
だ
っ
て
好
い
が
、
あ
ん
ま
り
僕
を
舐
め
過
ぎ

て
居
る
よ
、
君
」

堀
は
苦
笑
い
し
な
が
ら
、
頷
い
て
い
る
の
み
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
こ
こ
に
堀
光
亀
の
人
柄
が
如
実
に
表
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
堀
は
福
田
の
魂
胆
を
最
初
か
ら
見
抜
い
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
自
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
福
田
の
憤
懣
は
収
ま

り
、
学
生
た
ち
の
怒
り
も
終
息
す
る
。
役
割
と
し
て
演
じ
き

る
こ
と
の
で
き
る
人
と
な
り
で
す
。

１
９
３
１
年
９
月
、
若
槻
礼
次
郎
内
閣
は
省
廃
合
軍
事
費

抑
制
策
に
失
敗
し
た
の
を
、
予
算
面
に
お
い
て
調
整
す
べ
く
、

行
財
政
整
理
準
備
委
員
会
を
設
置
し
、
極
端
な
経
費
節
減
案

を
策
定
し
ま
し
た
。
文
部
省
の
所
管
で
は
、
北
海
道
大
学
予

科
と
と
も
に
東
京
商
科
大
学
予
科
お
よ
び
専
門
部
の
廃
止
案

が
浮
上
、
省
当
局
で
極
秘
裏
に
進
め
ら
れ
ま
す
。

10
月
１
日
、
東
京
日
日
新
聞
朝
刊
を
は
じ
め
朝
刊
各
紙
は

こ
の
廃
止
案
を
一
斉
に
報
道
し
ま
し
た
。
学
長
の
佐
野
は
、

同
日
午
後
、
専
門
部
主
事
の
堀
、
予
科
主
事
・
木
村
恵
吉
郎

と
と
も
に
、
文
部
、
大
蔵
両
省
を
訪
問
し
ま
し
た
が
、
大
臣

不
在
の
た
め
関
係
者
に
面
接
し
、
書
面
に
て
廃
止
案
に
は
絶

対
に
反
対
で
あ
る
と
申
し
入
れ
ま
し
た
。

翌
日
、
国
立
本
学
会
議
室
に
て
緊
急
三
科
連
合
教
授
会
が

開
催
さ
れ
、
文
部
省
の
機
械
的
画
一
教
育
主
義
を
打
破
す
べ

き
こ
と
を
主
張
す
る
反
対
理
由
書
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
３

日
に
は
、
石
神
井
予
科
校
舎
に
お
い
て
予
科
学
生
大
会
、
国

攻
撃
の
矢
面
に
立
っ
た
佐
野
は
、
顔
面
蒼
白
と
な
り
な
が

ら
も
反
駁
を
始
め
ま
す
。

「
多
年
の
宿
望
を
果
す
昇
格
を
目
前
に
し
て
、
こ
う
い
う
事

態
が
起
っ
た
こ
と
は
遺
憾
至
極
だ
が
、
之
は
以
前
か
ら
予
期

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
未
だ
大
学
に
も
な
っ
て
い
な
い
一
橋

に
於
て
、
一
橋
の
何
人
と
雖
も
、
新
大
学
に
対
し
て
発
言
の

権
能
は
な
い
。（
中
略
）
博
士
は
必
修
時
間
を
云
為
さ
れ
る

が
、
不
肖
多
年
の
経
験
の
結
果
は
必
修
時
間
を
少
く
す
る
こ

と
は
大
多
数
の
学
生
を
従
ら
（
※
原
文
マ
マ
）
に
野
放
し
に
す

る
結
果
に
な
る
」

佐
野
は
諄
々
と
説
い
て
、
体
調
が
悪
い
と
そ
の
場
を
辞
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
堀
が
演
壇
に
立
つ
や
否
や
、
福
田
は
い

き
な
り
飛
び
出
し
て
、

「
堀
君
は
毎
年
、
十
年
一
日
の
よ
う
に
ノ
ー
ト
を
繰
り
返
し

て
い
る
。
縦
令
一
橋
が
大
学
に
な
っ
て
も
堀
君
は
大
学
教
授

た
る
資
格
の
な
い
こ
と
を
茲
に
宣
言
す
る
」

と
人
格
否
定
の
言
葉
を
放
ち
ま
し
た
。
亭
内
に
座
す
学
生
た

ち
は
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
固
唾
を
呑
み
ま
し

た
が
、
堀
は
笑
っ
て
自
席
に
戻
り
事
な
き
を
得
ま
し
た
。

著
者
は
、
こ
の
集
会
の
帰
途
、
自
動
車
に
乗
っ
た
福
田
に

声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
山
の
手
の
方
へ
行
く
な
ら
、
乗
っ

て
行
け
よ
」。
車
内
を
窺
う
と
な
ん
と
堀
も
同
乗
し
て
い
た
と

い
い
ま
す
。

「
見
る
と
福
田
、
堀
の
両
先
生
で
あ
る
。（
中
略
）
乗
っ
て
見

る
と
、
福
田
博
士
は
先
刻
の
大
嵐
れ
の
模
様
は
ケ
ロ
リ
と
忘
れ

た
の
か
の
如
く
、
堀
先
生
と
親
し
く
話
し
合
っ
て
居
ら
れ
る
」

帰
り
の
自
動
車
は
敵
味
方
同
乗
。

た
だ
苦
笑
い
の
堀
光
亀

籠
城
事
件

籠城の解散を諮る学生大会（籠城事件）。
写真：『一橋大学百二十年史』
（1995年　一橋大学学園史刊行委員会／編集　一橋大学／刊）からの転載
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に
代
わ
っ
て
中
島
久
万
吉
氏
を
各
要
路
に
対
し
て
運
動
さ
せ

る
」
と
の
言
葉
を
得
て
、
気
持
ち
を
強
く
し
ま
す
。

渋
沢
は
こ
の
翌
月
に
逝
去
し
て
い
ま
す
。

堀
光
亀
は
１
９
４
０
年
に
病
没
し
て
い
ま
す
。『
堀
光
龜

自
叙
傳
』
に
よ
れ
ば
、
定
年
退
官
し
た
の
は
１
９
３
７
年
春
、

し
か
し
な
が
ら
前
年
の
11
月
に
は
「
つ
い
に
病
床
の
人
と
な

っ
た
」
と
自
ら
記
し
て
い
る
の
で
、
定
年
ま
で
は
学
内
に
留

ま
ら
ず
、
籍
の
み
置
い
て
、
自
宅
療
養
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

１
９
３
５
年
、
一
橋
の
派
閥
争
い
と
し
て
著
名
な
白
票
事

件
が
起
こ
り
ま
す
。
７
月
の
大
学
教
授
会
に
お
い
て
、
杉
村

広
蔵
の
論
文
『
経
済
哲
学
の
基
本
問
題
』
へ
の
学
位
授
与
が
、

審
査
投
票
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
の
で
す
。
投
票
の
内
訳
は
総

数
21
、
可
13
、
否
１
、
白
票
７
と
い
う
も
の
で
し
た
。
学
位

規
定
で
は
総
数
の
４
分
の
３
以
上
の
賛
成
が
必
要
だ
っ
た
の

で
、
杉
村
論
文
は
こ
れ
を
満
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
結
果
に
、
当
事
者
の
杉
村
を
は
じ
め
助
教
授
グ
ル
ー

プ
が
佐
野
学
長
や
審
査
委
員
の
高
垣
寅
次
郎
ら
白
票
を
投
じ

た
グ
ル
ー
プ
を
糾
弾
す
る
運
動
が
起
き
た
の
で
す
。
白
票
と

は
〝
不
賛
成
〞
な
の
か
〝
棄
権
〞
な
の
か
。〝
棄
権
〞
だ
と
す

る
と
、
大
学
教
授
の
分
際
で
極
め
て
不
謹
慎
で
あ
る
と
し
て
、

世
間
か
ら
非
難
を
受
け
た
の
で
す
。
杉
村
は
こ
の
学
位
論
文

を
岩
波
書
店
か
ら
公
刊
し
て
是
非
を
世
に
問
い
ま
し
た
。

10
月
、
佐
野
学
長
は
退
任
。
実
に
高
等
商
業
学
校
時
代
も

含
め
る
と
22
年
の
長
期
政
権
で
し
た
。
代
わ
っ
て
学
長
に
就

任
し
た
の
が
、
堀
と
同
期
の
三
浦
新
七
で
す
。
三
浦
は
こ
の

後
も
く
す
ぶ
り
続
け
る
粛
学
運
動
を
終
息
さ
せ
よ
う
と
、
堀

の
専
門
部
主
事
を
罷
免
し
ま
す
。
こ
れ
で
保
守
派
と
改
新
派

の
対
立
は
収
ま
る
と
考
え
ま
し
た
が
、
堀
を
支
持
す
る
13
人

の
教
授
が
連
結
辞
職
を
訴
え
、
火
に
油
を
注
ぐ
結
果
と
な
り

ま
し
た
。
結
局
、
高
商
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
時
の
文
部
大
臣
・
平
生

釟
三
郎
が
、
保
守
派
の
高
垣
、
本
間
喜
一
、
改
新
派
の
杉
村

の
免
官
に
よ
っ
て
解
決
し
ま
し
た
。
三
浦
は
騒
動
の
責
任
を

取
り
辞
任
。
上
田
貞
次
郎
に
学
長
の
座
を
明
け
渡
し
ま
す
。

三
宅
勇
三
は
『
堀
光
龜
自
叙
傳
』
を
、「
恩
師
堀
先
生
の

晩
年
は
ま
こ
と
に
気
の
毒
で
あ
っ
た
。
淋
し
か
っ
た
。
し
か

し
、
先
生
は
偉
大
な
教
育
者
で
あ
っ
た
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

と
り
わ
け
専
門
部
卒
業
生
か
ら
は
慕
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

堀
の
胸
像
の
除
幕
式
で
は
、
当
時
の
専
門
部
主
事
・
上
原

専
禄
が
追
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。

「
堀
先
生
は
よ
く
人
を
叱
る
人
で
あ
っ
た
。
先
生
の
身
辺
に

い
た
も
の
で
叱
ら
れ
な
い
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
情
を
交

え
な
い
で
人
を
叱
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
偉
い
人
で
あ
る
」

こ
う
結
ん
で
い
ま
す
。

１
８
７
６
年
（
明
治
９
年
）
長
崎
県
の
島
原
の
藩
士
、
石
川
光
英
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。

１
８
９
５
年
（
明
治
28
年
）
長
崎
市
立
商
業
学
校
を
卒
業
、
高
等
商
業
学
校
に
入
学
。

１
８
９
８
年
（
明
治
31
年
）
商
工
業
実
況
取
調
べ
修
学
旅
行
を
命
じ
ら
れ
、
台
湾
の
商
業
情
勢
を
見
聞
。

１
９
０
２
年
（
明
治
35
年
）
東
京
高
等
商
業
学
校
専
攻
部
卒
業
、
東
京
高
等
商
業
学
校
講
師
に
就
任
。

１
９
０
３
年
（
明
治
36
年
）
英
国
、
ド
イ
ツ
、
米
国
へ
留
学
、
交
通
業
研
究
に
勤
し
む
。

１
９
０
８
年
（
明
治
41
年
）
帰
国
。
東
京
高
等
商
業
学
校
教
授
に
就
任
、『
商
業
大
学
必
要
論
』
を
執
筆
し
、
大
学
昇
格
の
必
要
性
を
訴
え
る
。

専
攻
部
廃
止
の
文
部
省
令
に
抗
議
す
る
学
生
と
同
窓
会
に
よ
る
申
酉
事
件
が
起
き
る
。

１
９
１
５
年
（
大
正
４
年
）
文
部
省
督
学
官
に
就
任
。

１
９
２
０
年
（
大
正
９
年
）
東
京
商
科
大
学
昇
格
、
同
大
学
教
授
に
就
任
。

１
９
２
７
年
（
昭
和
２
年
）
専
門
部
主
事
に
就
任
。

１
９
３
１
年
（
昭
和
６
年
）
文
部
省
の
東
京
商
科
大
学
予
科
お
よ
び
専
門
部
の
廃
止
案
に
反
対
す
る
学
生
に
よ
る
籠
城
事
件
が
起
き
る
。

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
年
）
学
位
授
与
審
査
投
票
に
端
を
発
す
る
白
票
事
件
に
よ
り
、
専
門
部
主
事
を
罷
免
さ
れ
る
。

１
９
３
７
年
（
昭
和
12
年
）
東
京
商
科
大
学
退
官
。

１
９
４
０
年
（
昭
和
15
年
）
病
没
。

Captains 堀 光亀

【出所】
『堀光龜自叙傳』

（三宅勇三／著　三瀧社／刊　1972年発行）

『日本の近代化と一橋』

（小島慶三／著　如水会／刊　1987年発行）

『一橋大学学制史資料　第一集

（大正九～十二年東京商科大学）』

（一橋大学学園史編集委員会／発行編集　1982年発行）

『一橋籠城事件』

（一橋大学学園史編纂事業委員会　

籠城事件史専門委員会／編　

籠城事件を偲ぶ会／刊　1982年発行）

『一橋大学百二十年史―Captain of Industryをこえて―』

（一橋大学学園史刊行委員会／編　

一橋大学／刊　1995年発行）

※文中敬称略
※引用中の旧仮名づかい、旧漢字は、現代表記へ改め、
カタカナの送り仮名はひらがなへ改めました。

不
遇
の
退
官
前
夜
。
白
票
事
件

【堀 光亀略年譜】
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この問題に関し、『登山の法律学』（溝手康史著、東京新聞出版局）

という興味深い本が2007年に出た。著者は登山家であり、広島県

の奥の弁護過疎地で地元の人々を援助している弁護士である。

溝手氏は「国民主権及び民主主義の理念から、国民が公有地を

利用することは公有地利用権と呼ぶべき基本的な権利である」

（p.254）と説く。ゲルマン法の伝統をひく北欧では、都市部を除

く土地の利用が、その所有を問わず「国民の基本的権利」とされ、

スウェーデンでは、野外活動で「他人の所有する土地や森を歩き

まわることができ、テントを張ることができる」権利が中学生に

教えられている（p.235）。

他方、空間の排他的私有というローマ法的観念が強い日本で、登

山は「政治権力の無関心の間隙を縫って、管理権者の事実上の黙認

というかたちで行われてきた」（p.253）。「野外活動の空間的権利」

を、日本の法律は明示的に認めていない。大部分の日本の登山者

は、山のゴミを持ち帰り、自然利用の規範遵守では人後に落ちない

はずだが、ほとんどの場合、土地管理権者の見て見ぬふりをかいく

ぐり、そこをこそこそ通らせていただいているにすぎない。

このように、登山というスポーツの底流には、空間の私有と総有

との矛盾が根深く横たわっている。

私は、小学生の頃から、父親に連れられて奥多摩などの山々にで

かけていた。昨年の連休には、奥秩父の和名倉山（別名白石山、

2036m）に、テントとＧＰＳを担いで、単独で登った。この山は、

敗戦後、村営林として乱伐され、山火事が度々起こって、随所に廃

棄された林業資材が放置されている。他県

と山頂を共有せず純粋に県内にそびえる埼

玉県の最高峰というのに、埼玉県側から整

備された登山道は、いまだに一本もない。

しかし私はあえて、埼玉県側から、地

図にない仁田小屋尾根ルートを登ってみ

ることにした。

行くと、そこに途中までしっかり道がつ

いている。荒れた山を回復しようと、環境

保護のＮＰＯ法人「百年の森づくりの会」

が植林活動を行っていて、車の入れる雲

取林道最奥の橋付近にある登山口（標高

約870m）から、登山ルートの途中の仁田小屋ノ頭（標高1555m）

三角点まで、作業道が延々と延びているのだ。地図にない道は立派

で、奥多摩のハイキングコースあたりと遜色ない。仁田小屋ノ頭を

過ぎてしばらくすると、急な上りとなり、藪をかき分けながら進む

ことになるが、足元は刈り払われている。私は、その中腹にテント

を張って一泊。翌朝、薄くなる踏み跡、たまに現れる道標、そして

赤テープをたよりに、ＧＰＳを参照しながら、倒木を踏み越えて、

鬱蒼たる樹林の中で展望が全くきかない頂上に達した。

ある出版社より登山地図のモニターを委嘱されている私は、下山

して早速、このルートをＧＰＳデータつきで編集部に報告した。し

かし、この山域の管理者が掲載しないでほしいと言ってきていると

の返答だった。かくて、仁田小屋ノ頭までの往復なら十分に日帰り

ハイキングで楽しめるこのルートは、いまだ世に出ないままである。

一般登山者は、その土地の状況を客観的に表現したのが地図だと

思い込んでいる。地図に道が載っていないなら、そこに道は無いと

単純に信じるにちがいない。それをよいことに、管理者は、道を地

図に掲載させないことで、登山者が自分の管理地に入り込むのを防

ぐことができる。つまり、日本では、登山地図の編集部が、登山者

の行動にかかわる政治的ゲイトキーパーとして、自然物における私

有と総有との矛盾を、かろうじて取り繕っているのである。

仁田小屋尾根ルートは、和名倉山頂から車道までの最短ルートで

あるから、急病や天候急変のときのエスケープルートとして役立ち

うる。だが、道が描かれていなければ、そこを通って下山すること

に、誰もが逡巡するだろう。

かくて、登山は、自然物を有界化して私有のもとにおく土地制

度の不自然さを、逆照射して、今日も私たちに訴えつづけている

のである。

登山が求める、コモンズの復権

水岡不二雄 
経済学研究科教授 

���� �� ��	
���

登　山 
登山は、経済地理学者の私が見るに、かなり矛盾に満ちたスポーツだ。

日本の陸上の空間は、すべて私有されている。

その領域を所有する者は、他者を立ち入らせない排他的な権利を持っている。

ところが、登山で歩く土地は、自分の所有地ではない。

ほとんどの登山道は、法的な道路ではなく、他人の土地に勝手につけられた踏み跡に過ぎない。

道すらない斜面の藪こぎ、沢登り、そして岩登りをする人さえいる。

つまり、登山は、自然物をコモンズ（commons）、ないしはゲルマン法でいう

「総有（Gesamteigentum）」の概念を前提にしないと成り立たない行為なのである。

地図に載らない「登山道」

和名倉山 仁田小屋尾根ルート GPSデータ。2009年5月3日～4日、水岡踏査。
基図は、山旅倶楽部 国土地理院発行2万5千分1地形図「雲取山」図幅に基づく

登山は、「権利」か「黙認」か
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日
本
は
江
戸
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
出
版
が
始
ま
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
印
刷
の
技
術
は
遠
く
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
、

百
万
塔
陀
羅
尼
経
が
世
界
最
古
の
印
刷
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

が
（
最
近
、
そ
れ
よ
り
古
い
お
経
が
韓
国
で
見
つ
か
り
、
出
版
物

最
古
の
座
を
あ
け
わ
た
し
て
い
る
）、
営
利
を
目
的
と
し
た
出
版
が

定
着
し
た
の
が
江
戸
時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
情
報
の

質
・
量
と
も
に
現
代
の
Ｉ
Ｔ
革
命
に
も
匹
敵
す
る
変
革
を
日
本
の

社
会
に
も
た
ら
し
た
。

私
の
専
門
は
江
戸
文
学
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
江
戸

の
文
学
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
学
が
印
刷
物
を
通
し
て
世

に
広
ま
る
、
あ
る
い
は
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
作
品
が
書
か

れ
る
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の

人
々
が
文
学
作
品
を
享
受
し
、

人
間
を
対
象
化
し
て
考
え
る
基

盤
が
生
ま
れ
た
時
代
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
研
究
の
対
象
と

な
る
資
料
は
江
戸
時
代
に
出
版

さ
れ
た
版
本
に
な
る
。
そ
の
た

め
全
国
、
さ
ら
に
は
海
外
の
研
究
機
関
な
ど
に
本
を
見
に
行
く
こ

と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
市
場
に
出
回
る
版
本
に
、
時

と
し
て
は
そ
の
一
冊
で
論
文
が
一
本
書
け
る
ほ
ど
の
重
要
な
資
料

的
価
値
が
存
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
版
本
は
神
田

に
行
け
ば
上
は
１
千
万
円
ク
ラ
ス
の
も
の
も
あ
る
一
方
、
手
頃
な

と
こ
ろ
で
は
５
０
０
円
ぐ
ら
い
で
本
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
文
化
遺
産
に
匹
敵
す
る
本
を
案
外
簡
単
に
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
出

版
点
数
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
町

人
文
化
が
栄
え
た
時
代
だ
が
、
そ
の
町
人
た
ち
が
出
版
物
の
享
受

者
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
割
合
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
出
版

物
の
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
性
を
も
た
ら
し
、
膨
大
な
出
版
点
数
へ
と
繋

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寺
子
屋
用
の
教
科
書
・
漫
画
・
辞
書
・
絵

本
・
料
理
本
、
果
て
は
家
相
の
本
等
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン

ル
の
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
か
よ

う
に
封
建
時
代
に
庶
民
が
広
く
享
受

者
と
な
っ
て
出
版
が
行
わ
れ
て
い
た

国
は
他
に
例
を
見
な
い
。
事
実
、
幕

末
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
欧
米
の
知

識
人
た
ち
は
庶
民
の
女
性
や
子
ど
も

ま
で
が
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
異
口
同
音
に
驚
嘆
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
日
本
が
世
界
に
誇
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
版
本
、
内
容
を
読
む
こ
と
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
骨
董
品

の
よ
う
に
そ
の
た
た
ず
ま
い
の
雅
趣
を
味
わ
う
楽
し
み
も
お
薦
め

す
る
。
外
国
人
は
挿
絵
も
含
め
、
そ
う
い
う
楽
し
み
方
を
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
を
研
究
対
象
と
し
て
し
ま
う
と
や
は
り
楽
し
む

ば
か
り
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
日
頃
版
本
を
購
入
し
て
い
る
と
本

屋
か
ら
古
書
目
録
が
送
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
し
た

本
の
購
入
は
競
争
相
手
が
い
て
、
注
文
の
電
話
を
す
る
と
た
っ
た

今
売
れ
ま
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
こ
で
目
録

が
届
い
た
ら
迅
速
に
目
を
通
し
、
支
払
い
可
能
か
否
か
の
算
段
を

し
て
す
ば
や
く
電
話
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

郵
便
配
達
時
間
が
場
所
に
よ
っ
て
異

な
る
こ
と
が
版
本
獲
得
戦
の
明
暗
を

わ
け
る
根
本
的
問
題
と
し
て
あ
り
、

仄
聞

そ
く
ぶ
ん

す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
配
達

時
間
が
遅
く
不
利
な
立
場
で
あ
る
同

業
者
諸
氏
は
私
も
含
め
て
一
度
は
郵

便
局
に
掛
け
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
配
達
時
間
の
変

更
は
成
功
し
た
例
を
聞
か
な
い
。
か

く
て
一
定
の
時
刻
に
な
る
と
目
録
が

ポ
ス
ト
に
投
函
さ
れ
る
か
否
か
、
反

射
神
経
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
待
ち
か
ま

え
る
毎
日
を
送
る
の
で
あ
る
。

柏崎順子 
法学研究科教授 

���� �� ��	
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江戸版本の世界 

『護痘要法』
1831年（天保２年）刊。森鴎外の『渋江抽斎』の主人
公抽斎の生前に唯一刊行された著書。私家版で抽斎の
蔵版印（弁慶橋／東元柳／原渋江）が押されているのが
珍しい。左面は抽斎の母方の叔父岩田氏の識語で、天
保３年に抽斎（道純）に贈呈された旨が書き入れられて
いる。印刷部数は50部ぐらいか。

『菅茶山遺稿』
1828年（文政11年）成立。写本。『菅茶山遺稿』森鴎外
の『伊沢蘭軒』の主人公蘭軒の所持していた漢詩人菅
茶山の未刊遺稿集。茶山研究資料としての貴重本。左
面右下が蘭軒の蔵書印（伊沢氏／酌源堂／図書記）。

『ぶんしょう物語』
1671年（寛文11年）刊。仮名草子という娯楽向けの読
み物。挿絵は「見返り美人図」で有名な浮世絵師菱川
師宣の工房で作成されたもの。

世
界
に
誇
れ
る
日
本
の
読
書
文
化

版
本
獲
得
に
は
、
反
射
神
経
が
必
要
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最近注目している古典の中から二冊の本を

とりあげてみたい。一冊は、現代の経済統計

の古典とみなされるP. I .ポポフ編『1923-24

年ソ連国民経済バランス』（ロシア語初版

1926年）である。もう一冊は、環境論にお

ける不朽の名作と評価されるC.ダーウィン

『サンゴ礁の構造と分布The structure and

distribution of coral reefs』（原著初版1842

年）である。

最初の本は、1973年にノーベル経済学賞

を受けた故レオンチェフ教授が樹立した産業

連関表のベースとなるマトリックス形式統計

表のひな形を歴史上初めて具体的に提示して

いる。産業連関表は、一国の財・サービスの

生産・分配・利用のフローを一枚のマトリッ

クス表で示す。表の縦には各産業による財の

産業別投入が記録されているが、横にみると、

各産業の生産した財の産業別利用・配分がわ

かるようになっている。中間財の産業間取引

は碁盤縞のマトリックスとなっている。産業

連関表は、ＧＤＰの精確な測定のためにも、

また中間財の投入に着目する経済分析や環境

分析にも不可欠な統計となっている。この原

型が1926年にソ連で生み出されていたので

ある。アイデアの一部がソ連で生み出され、

米国で開花・完成し、世界に普及したことに

は、ロシアの歴史とレオンチェフの個人史が

関係している。

1920年代は、ロシア・ソ連の経済学史上

の「英雄時代」といわれる。この時期に新

政権は、締め付けから一転して、自由化政

策をとり、それに対応して、様々な思想を

もった人々が社会主義という新しい経済シ

ステムの発展を目指した創造的試みを行っ

たのである。1991年末のソ連崩壊後の20年

間は、歴史上画期的であるが、この期間に

ロシアの経済学にはみるべき創造的成果は

なかった。目標となるシステムやビジョン

がすべて既製品の後追いだったからであ

る。この事実は、この１年間、拙著『ロシ

ア経済の成長と構造』（岩波書店、2011年

１月）を執筆するにあたってつくづく考え

させられた。

『国民経済バランス』は計画化という当時

の新しい方式の基礎固めのために作成され

た、「英雄時代」の代表的成果である。レオ

ンチェフは、帝国ロシアの外交官であった父

親の任地であるドイツで生誕したが、青少年

時期をロシア・ソ連ですごした。『国民経済

バランス』の草稿に関する彼の論評は、1925

年に統計局機関誌に掲載された。

1920年代末から締め付けが再開し、スタ

ーリンの恐怖政治が始まった。『国民経済バ

ランス』も「数字の遊び」だという一片のス

ターリンの言葉で発展の芽が押しつぶされて

しまった（長期循環で著名なコンドラチェフ

でさえ投獄され、処刑された時代である）。

レオンチェフは時を同じくして、ドイツを経

て米国に移住し、ハーバード大において独力

で米国産業連関表と投入産出分析体系を完成

させた。ソ連が産業連関表の作成の後追いを

始めたのは、スターリンの死後であった。そ

の時期に『国民経済バランス』の再評価も行

われたが、本の復刊はソ連崩壊後であった。

2006年に初版刊行80周年を記念する論文が

いくつか出版された。私が今になってこの

本に改めて注目するのは、帝国時代から現在

までのロシア数量経済史（ＧＤＰ推計）の再

編成という経済研究所の大規模プロジェクト

のためであるが、断片的な記述や未完成な統

計表に歴史の息吹を感じるのである。

古
典
に
学
ぶ

さて、ダーウィンの『サンゴ礁』は、いろ

いろな意味で傑作である。『種の起源』によ

る彼の進化論は誰もが知っている。同じ人物

が、小著で、サンゴ礁のおりなす地形の生

成・発展・消滅を実証的にあますところなく

明らかにしており、これが現在においてもサ

ンゴ礁学の通説として生きていることはあま

り知られていない。この本は、帰納と演繹、

理論と実証、分析と総合という科学的方法の

エッセンスをコンパクトな形で示している点

でも画期的だといわれる。素人の私にもこの

事実を実感することができる点が嬉しい。

英帝国の軍事的支配のためのビーグル号航

海調査の結果がフルに活用されており、現在

の沖縄を含めて、モルディブやタヒチや著名

な観光名所が地図や本文で網羅されている。

航海もダイビング機材もままならない当時に

よくここまで調査したと感心させられる。軍

事研究に有益なので巨額の調査・研究費用が

まかなわれたことになる（現在のインターネ

ット技術と同じ）。日本政府が南方（「南侵」）

政策との関連で、戦前の一時期にサンゴ礁実

態研究に多額の科研費を割いたこともあり、

当時の研究成果は今でも重視されている。動

物であるサンゴの生態、サンゴ礁が育む美し

い生物多様性、地球温暖化からのサンゴの保

全は、すぐれて現代的な話題であるが、ダー

ウィンの『サンゴ礁』の価値は不滅である。

私は、ここ数年、副業・趣味で、サンゴ礁保

全の環境経済学の研究を行ってきたが、いか

んせん本業も忙しく、また能力も不足してい

るため遅々として進まない。しかし、ダーウ

ィンの古典と自然の生態に親しむ時間は、め

まぐるしく動く本業の形而下的世界と異な

り、やすらぎタイムである。資源開発や地球

環境との関連でロシアの環境問題（ツンドラ

やチョウザメの保全

等）も研究しなけれ

ばとは思うが、南方

の環境観察につい夢

中になってしまう。

� � � �
� � � � ��

久保庭眞彰 
経済研究所教授 

C.ダーウィン『サンゴ礁の構造と分布The structure and distribution of coral reefs 』（原著初版1842年）P. I. ポポフ編『1923-24年ソ連国民経済バランス』
（ロシア語初版1926年）

科学的方法のエッセンスが
凝縮される

経済学史上の「英雄時代」
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地
域
に
根
ざ
し
た
地
元
の
会
社
と
し
て

小
樽
か
ら
発
信
を
続
け
る

古
く
か
ら
港
湾
都
市
と
し
て
発
展
し
、

異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
歴
史
と
ロ
マ
ン
の
街
と
し
て
知
ら
れ
る
小
樽
。

西
條
文
雪
氏
は
、
そ
の
地
を
舞
台
に

ビ
ジ
ネ
ス
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
地
域
貢
献
に
と
、

と
き
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
考
え
ロ
ー
カ
ル
に
行
動
し
、

と
き
に
は
ロ
ー
カ
ル
に
考
え
グ
ロ
ー
バ
ル
に
行
動
し
て
い
る
。

小
樽
は
そ
れ
が
似
合
う
街
だ
。

inOtaru

地
球
の
風

地
域
の
風

西
條
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
條
文
雪
氏
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高
校
時
代
は
、
自
分
の
将
来
に
対
し
て
は
っ
き
り

し
た
意
志
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
業
が
建
築
関
連
で
し
た
か
ら
と
り
あ
え
ず
建
築

学
科
に
進
も
う
と
考
え
て
い
た
だ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
い
く
つ
か
の
大
学
を
受
験
し
た
と
こ
ろ
、

希
望
の
大
学
は
す
べ
て
ア
ウ
ト
。
受
か
っ
た
の
は
、

建
築
学
科
の
な
い
大
学
１
校
だ
け
で
し
た
。
そ
ん

な
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
２
月
に
、
東
京
の
叔

父
か
ら
「
こ
っ
ち
に
出
て
こ
な
い
か
？
」
と
連
絡

が
あ
り
ま
し
た
。
叔
父
は
辞
書
や
図
鑑
類
を
英
語

に
翻
訳
し
て
大
学
に
納
め
る
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
大
学
の
事
情
に
は
詳
し
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
叔
父
が
「
一
橋
大
学
を
受
け
ろ
」
と
言
う
の

で
す
。「
文
系
の
大
学
な
が
ら
理
系
か
ら
流
れ
て
い

く
人
が
多
い
」
と
い
う
の
が
理
由
で
し
た
。
そ
の

と
き
ま
で
は
一
橋
大
学
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
頭
に

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
英
語
と
数
学
の
配
点
が

高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
私
は
数
学
が
得
意

だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
受
け
て
み
よ
う
か
」
と

思
っ
た
の
で
す
。
三
島
由
紀
夫
事
件
の
翌
年
だ
っ

た
の
で
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
防
衛
庁

の
そ
ば
に
あ
っ
た
予
備
校
に
１
年
間
通
っ
て
勉
強

し
ま
し
た
。

入
学
式
に
は
父
親
と
一
緒
に
行
き
ま
し
た
。
ク
ラ

ブ
の
熱
心
な
勧
誘
が
あ
っ
て
、
私
は
ヨ
ッ
ト
部
や
ボ

ー
ト
部
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
し
か
し
父
は
、
ゴ

ル
フ
部
に
入
る
よ
う
に
勧
め
る
の
で
す
。
父
に
は
将

来
の
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
ゴ
ル
フ
が
役
立
つ
と
い
う
思
い

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
当
時
ゴ
ル
フ
は
贅

沢
な
ス
ポ
ー
ツ
で
、
学
生
時
代
か
ら
ゴ
ル
フ
を
や
る

人
は
少
な
い
時
代
で
し
た
。

「
学
生
の
分
際
で
ゴ
ル
フ
を
や

る
な
ん
て
…
…
」と
い
う
の
が
、

一
般
的
な
感
覚
だ
っ
た
の
で

す
。
し
か
し
、
中
学
校
、
高
校

で
経
験
し
て
き
た
学
生
の
多
い

ほ
か
の
ス
ポ
ー
ツ
と
ち
が
い
、
ゴ
ル
フ
は
み
ん
な
と

同
じ
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
き
ま
す
。「
親
父
の
言

う
と
お
り
に
や
る
の
は
シ
ャ
ク
だ
な
」
と
思
い
な
が

ら
も
、
ゴ
ル
フ
な
ら
頑
張
れ
ば
人
よ
り
う
ま
く
な
れ

る
と
考
え
入
部
を
決
意
し
ま
し
た
。ゴ
ル
フ
の
練
習
は
、

そ
れ
こ
そ
毎
日
や
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
学
生
時
代
に

シ
ン
グ
ル
に
な
り
、
関
東
学
生
ゴ
ル
フ
選
手
権
に
も
出

場
し
ま
し
た
。
同
時
期
の
選
手
に
は
倉
本
昌
弘
さ
ん
や

藤
木
三
郎
さ
ん
が
い
ま
す
。
そ
の
後
ビ
ジ
ネ
ス
に
携
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
学
生
時
代
に
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
い

て
よ
か
っ
た
と
し
み
じ
み
と
思
い
ま
し
た
。

ゼ
ミ
は
国
際
金
融
論
の
吉
野
昌
甫
ゼ
ミ
。
夏
に

は
千
葉
の
先
生
の
別
荘
と
い
う
か
、
合
宿
所
ら
し

き
と
こ
ろ
で
ゼ
ミ
合
宿
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
奥
様

と
姪
御
さ
ん
を
手
伝
っ
て
、
料
理
を
し
た
の
も
良

い
思
い
出
で
す
。

家
業
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
い
ず
れ
は
北
海
道
に

戻
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
気
持
ち
が
な
く
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
小
さ
な
抵
抗
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
就
職
す
る
な
ら
最
低
で
も
５
年
間
は
勤
め

た
い
と
父
に
宣
言
し
て
三
菱
商
事
に
入
社
し
ま
し
た
。

２
、
３
年
で
辞
め
て
し
ま
っ
て
は
、
自
分
に
と
っ
て

は
良
い
経
験
で
す
み
ま
す
が
、
会
社
に
は
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
一
人

前
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
ん
て
な
れ
ま

せ
ん
。
中
途
半
端
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
て

は
、
家
業
を
継
い
で
も
即
戦
力
ど
こ
ろ
か
役

に
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
の
中
で
は
と
り

あ
え
ず
５
年
を
一
区
切
り
と
し
て
商
社
マ
ン

生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
す
。

三
菱
商
事
で
は
、
窯
業
資
材
部
に
配
属
さ

れ
て
、
セ
メ
ン
ト
を
中
東
に
輸
出
し
た
り
、

地球の風 地域の風 in Otaru

建
築
学
科
志
向
だ
っ
た
私
が

一
橋
大
学
を
受
け
た
理
由

わ

け

親
父
の
言
う
と
お
り
に
決
め
る
の
は

シ
ャ
ク
だ
っ
た
が
…
…

グ
ロ
ー
バ
ル
か
ら
ロ
ー
カ
ル
へ
の

カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
！
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珪
砂
（
シ
リ
カ
サ
ン
ド
）
な
ど
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

か
ら
輸
入
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
珪
砂
は
収
益
の

高
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
し
た
。
三
菱
商

事
は
マ
イ
ニ
ン
グ
会
社
を
買
収
し
て
お
り
、
製
造
会

社
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
社
内
で
も
珍
し
い
、
メ

ー
カ
ー
機
能
を
持
っ
た
事
業
だ
っ
た
の
で
す
。
珪
砂

は
精
選
過
程
を
経
て
純
度
の
高
い
製
品
と
な
り
ま
す

が
、
さ
ら
に
配
船
し
た
り
為
替
を
予
約
し
た
り
全
て

を
や
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
っ
た

の
で
す
。
世
界
を
相
手
に
１
０
０
億
円
単
位
の
ビ
ジ

ネ
ス
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
仕
事
が
面
白
く

て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
で
す
ね
。
残
業
や
休
日
出
勤

を
は
じ
め
、
忙
し
い
こ
と
が
全
く
苦
に
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
ん
な
日
々
に
満
足
感
を
抱
い
て
い
た
わ

け
で
す
か
ら
、
１
９
８
１
年
（
昭
和
56
年
）
に
会
社

を
辞
め
る
と
き
は
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
し
た
。

そ
れ
で
も
約
束
で
す
か
ら
、
５
年
で
小
樽
に
戻
り

家
業
を
継
い
だ
わ
け
で
す
が
、
小
樽
に
戻
っ
て
き
た

当
初
は
、
か
な
り
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま

し
た
。
世
界
相
手
の
仕
事
か
ら
地
元
相
手
の
仕
事
、

仕
事
の
ス
ケ
ー
ル
も
人
と
の
付
き
合
い
方
も
違
う
わ

け
で
す
か
ら
。

私
の
父
は
、
長
年
に
わ
た
り
持
病
を
抱
え
て
い
ま

し
た
の
で
、
会
社
の
屋
台
骨
は
、
番
頭
さ
ん
を
筆
頭

に
社
員
た
ち
が
支
え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
両
親
は
、

私
が
子
供
の
頃
か
ら
、
父
の
病
気
治
療
の
た
め
に
東

京
の
大
学
病
院
に
頻
繁
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

間
私
と
妹
は
、
子
供
な
が
ら
に
留
守
を
預
か
り
、
ず

い
ぶ
ん
と
寂
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
幼
い
頃
か
ら
家

業
や
家
は
自
分
が
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
潜
在
意

識
の
中
に
染
み
つ
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

会
社
は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
年
）
創
業
の
木
材

販
売
会
社
で
、
北
海
道
産
の
木
材
を
中
心
に
ア
ラ
ス

カ
材
、
ロ
シ
ア
材
な
ど
の
輸
入
木
材
も
扱
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
う
し
た
材
木
商
が
か
つ
て
の
小
樽
に
は
１

０
０
軒
ぐ
ら
い
は
あ
り
ま
し
た
が
、
私
が
戻
っ
た
こ

ろ
に
は
20
軒
く
ら
い
に
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

地
域
や
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
展
開



状
況
変
化
の
兆
候
は
、
既
に
昭
和
30
年
代
に
は
見
え

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
弊
社
は
、
１
９
６
３
年

（
昭
和
38
年
）
に
事
業
拡
大
を
図
り
、「
北
海
道
ハ
ウ

ス
」
と
い
う
工
事
現
場
用
の
組
み
立
て
ハ
ウ
ス
を
造

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
州
に
は
組
み
立
て
ハ
ウ
ス

の
先
行
メ
ー
カ
ー
が
あ
り
ま
し
た
が
、
寒
さ
の
厳
し
い

北
海
道
仕
様
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
北
海
道
の
気
候
に
対
応
し
た
組
み
立
て

ハ
ウ
ス
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ゼ
ネ
コ
ン
か
ら
新

製
品
の
製
造
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
し
て
事
務
所
や
倉
庫
、
木
造
住
宅
と
い
っ
た
一
般

建
築
物
も
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
で
は
木
材
や
建
材
、
住
設
機
器
な
ど
、
建
築

に
か
ら
む
全
て
の
資
材
を
扱
う
商
事
部
門
、
一
般
建

築
物
の
建
築
部
門
、
プ
レ
ハ
ブ
部
門
を
大
き
な
柱
に

し
て
、
そ
の
ほ
か
に
不
動
産
部
門
を
擁
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

不
動
産
部
門
は
か
つ
て
の
資
材
置
き
場
の
有
効
活

用
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
木
材
を
扱
う
に
は
丸
太
や

製
材
を
置
く
た
め
に
か
な
り
の
広
さ
の
敷
地
が
必
要

で
し
た
。
し
か
し
だ
ん
だ
ん
丸
太
の
製
材
す
る
際
の

歩
留
り
が
悪
く
な
り
、
丸
太
か
ら
製
材
品
の
輸
入
へ

移
行
し
、
ま
た
在
庫
を
で
き
る
だ
け
抑
え
る
時
代
に

な
っ
て
き
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
変
わ
っ
て
き
た

の
で
す
。
そ
こ
で
、
資
材
置
き
場
だ
っ
た
土
地
が
あ

ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
有
効
利
用
を
し
よ
う
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
不
動
産
部
門
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
ス
タ
ー

ト
し
た
の
で
す
。
有
力
企
業
に
小
樽
進
出
を
働
き
か

け
、
立
地
の
際
に
建
物
を
建
て
て
貸
す
と
い
う
所
謂

リ
ー
ス
バ
ッ
ク
方
式
を
主
体
に
し
て
い
ま
す
が
、
石

原
裕
次
郎
記
念
館
は
土
地
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

小
樽
市
の
姉
妹
都
市
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ダ

ニ
ー
デ
ン
市
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
小
樽
が
北
海
道

の
輸
入
港
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
街

並
み
や
人
口
、
歴
史
性
な
ど
が
似
て
い
る
ダ
ニ
ー
デ

ン
市
と
の
交
流
が
始
ま
り
、
１
９
８
０
年
（
昭
和
55

年
）
に
姉
妹
都
市
協
定

を
締
結
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

１
９
８
４
年
（
昭
和
59

年
）
開
催
の
小
樽
博
覧
会

で
は
、
ダ
ニ
ー
デ
ン
市
の

パ
ビ
リ
オ
ン
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
見
て
、
ロ
ー

カ
ル
に
い
な
が
ら
グ
ロ
ー

バ
ル
な
活
動
が
で
き
そ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
姉

妹
都
市
同
士
の
交
流
を
積
極
的
に
行
う
サ
ポ
ー
ト
が
で

き
そ
う
だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
こ
で
博
覧
会
の
終
了

後
に
、
そ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
を
払
い
下
げ
て
も
ら
っ
て
、

交
流
窓
口
と
し
て
レ
ス
ト
ラ
ン
・
ダ
ニ
ー
デ
ン
を
開
店

し
た
の
で
す
。
実
際
に
、
そ
れ
を
機
に
交
流
も
活
発
化

し
て
き
ま
し
た
。
オ
ー
ル
ブ
ラ
ッ
ク
ス
の
選
手
を
招
い

て
パ
ー
テ
ィ
を
開
き
、
ラ
グ
ビ
ー
教
室
を
開
催
す
る
な

ど
、
ス
ポ
ー
ツ
交
流
や
各
種
の
人
的
交
流
を
行
い
ま
し

た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
は
開
業
か
ら
11
年
で
閉
店
し
ま
し
た

が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ア
ル
バ
ト
ロ
ス

は
、
今
も
な
お
本
社
の
前
で
羽
ば
た
い
て
い
ま
す
。
ア

ル
バ
ト
ロ
ス
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ダ
ニ
ー
デ

地球の風 地域の風 in Otaru

小
樽
な
ら
で
は
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
行
う
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ン
だ
け
に
住
ん
で
い
る
鳥
で
す
か
ら
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の

象
徴
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

地
元
に
戻
る
と
、
手
を
広
げ
れ
ば
全
て
が
そ
の
な

か
に
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
生
活
の
し
や
す
さ
が
あ

り
ま
す
。
必
要
な
も
の
は
す
ぐ
手
に
入
る
し
、
頼
み

事
が
あ
れ
ば
、
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
人
が
近
く
に

い
ま
す
。
考
え
を
た
だ
ち
に
実
行
に
移
せ
る
と
こ
ろ

が
魅
力
で
す
。
や
る
べ
き
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
っ
て

い
れ
ば
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
や
す
い
場
所

だ
と
い
え
ま
す
。
最
初
こ
そ
「
一
橋
出
だ
っ
て
ね
」

と
周
り
か
ら
茶
化
さ
れ
た
り
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感

じ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
地
元
を
愛
す
る
気
持

ち
が
全
て
を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
ま
し
た
。

以
前
小
樽
で
は
「
運
河
論
争
」
が
持
ち
上
が
っ
て
い

ま
し
た
。
慢
性
化
し
て
い
た
交
通
渋
滞
を
解
消
す
る
た

め
に
運
河
地
域
を
含
め
た
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
の

で
す
。
こ
う
し
て
石
造
り
の
倉
庫
群
の
解
体
が
始
ま
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
抵
抗
し
た
の
が
「
小
樽
運
河
を
守
る

会
」
で
、
全
国
を
巻
き
込
ん
だ
運
動
と
な
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
私
も
運
河
を
残
す
こ
と
に
賛
成
し
ま
し
た
。

結
果
的
に
は
、小
樽
運
河
の
半
分
を
残
す
こ
と
に
な
り
、

石
造
り
倉
庫
を
活
用
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
等
も
で
き
て
、

現
在
の
よ
う
な
景
観
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う

に
地
元
で
活
躍
し
て
い
る
方
た
ち
は
、
郷
土
愛
に
溢
れ

て
い
る
人
ば
か
り
で
す
。
こ
の
街
の
美
し
さ
は
、
郷
土

愛
の
結
晶
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

小
樽
の
街
は
貿
易
港
と
し
て
の
歴
史
が
あ
る
だ
け

小
樽
を
よ
り
よ
い
街
に
育
て
て
い
る

郷
土
愛
の
強
い
人
た
ち
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西
條
文
雪

（
さ
い
じ
ょ
う
・
ふ
み
ゆ
き
）

１
９
５
２
年
生
ま
れ
、
１
９
７
６
年
一
橋
大

学
商
学
部
卒
業
、
三
菱
商
事
株
式
会
社
入
社
。

１
９
８
１
年
同
社
退
社
、
西
條
木
材
産
業
株

式
会
社
入
社
、
常
務
取
締
役
就
任
。
１
９
９

１
年
西
條
産
業
株
式
会
社
代
表
取
締
役
就

任
、
現
在
に
い
た
る
。
小
樽
商
工
会
議
所
副

会
頭
、
小
樽
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
協
会
会
長
、

小
樽
発
明
協
会
会
長
、
伊
藤
整
文
学
賞
幹
事

等
、
多
様
な
役
職
を
務
め
る
。

す
。
20
代
に
は
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
自

分
の
可
能
性
を
試
す
こ
と
で
す
。
失

敗
し
た
ら
そ
れ
を
糧
と
し
て
前
に
進
め
ば
い
い
。

私
は
、
学
生
時
代
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
校
で
40
日
間
語
学
を
学
び
ま
し
た
。

こ
の
経
験
で
、
外
国
人
に
対
す
る
抵
抗
感
が
な
く
な
り

ま
し
た
し
、
英
語
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
の
お
っ
く
う
さ
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
私
の
場
合
は
遊
学
で
し
た
が
、
そ

れ
で
も
外
国
人
と
の
心
理
的
距
離
は
、
十
分
に
縮
ま
り

ま
し
た
。
そ
の
お
陰
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

希
望
ど
お
り
の
企
業
に
就
職
で
き
ま
し
た
。
後
輩
た
ち

に
は
ど
ん
ど
ん
外
国
に
出
て
行
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
感

覚
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）
の
11
月
は
じ
め
に
、

小
樽
で
第
８
回
の
「
東
都
21
の
会
」
と
い
う
野
球
の

東
都
大
学
リ
ー
グ
に
所
属
し
て
い
る
21
大
学
Ｏ
Ｂ
の

交
流
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
他
大
学
の
Ｏ
Ｂ

が
口
ぐ
ち
に
「
優
秀
な
大
学
だ
と
は
思
う
が
、
ど
う

い
う
毛
色
の
大
学
か
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
す
。

母
校
に
希
望
す
る
こ
と
と
し
て
は
、
も
っ
と
一
橋
大

学
そ
の
も
の
を
世
の
中
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
ら
い
た

い
で
す
ね
。
一
橋
大
学
に
は
、
各
界
で
活
躍
し
、
存

在
感
を
示
し
て
い
る
卒
業
生
が
大
勢
い
ま
す
。
こ
う

い
う
人
た
ち
に
協
力
し
て
も
ら
い
ア
ピ
ー
ル
し
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
卒
業
生
と
し
て
は
、「
優
秀
で
特

色
の
あ
る
い
い
大
学
を
出
た
ん
だ
ね
」
と
言
わ
れ
れ

ば
、
素
直
に
嬉
し
い
の
で
す
。

で
な
く
、
古
く
か
ら
豊
か
な
文
化
や
芸
術
を
育
ん
で

き
た
街
で
す
。
こ
う
し
た
環
境
と
市
民
意
識
の
高
さ

こ
そ
、
都
市
の
質
を
高
め
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な

も
の
な
の
で
す
。

私
自
身
は
、
１
９
９
１
年
（
平
成
３
年
）
に
社
長
に

就
任
。
良
い
会
社
づ
く
り
を
心
掛
け
て
い
る
う
ち
に
、

社
内
外
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
職
が
付
い
て
く
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
２
０
０
２
年
（
平
成
14
年
）
か
ら
３
年
間

小
樽
市
教
育
委
員
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
現
在
は
、

小
樽
商
工
会
議
所
副
会
頭
や
小
樽
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

協
会
会
長
、
伊
藤
整
文
学
賞
の
幹
事
な
ど
の
役
務
に
就

い
て
い
ま
す
。
伊
藤
整
は
小
樽
商
科
大
学
か
ら
一
橋
大

学
に
行
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
小
樽
と
も
一
橋
大
学
と
も

関
係
の
あ
る
文
学
者
で
す
。
ち
な
み
に
最
初
の
受
賞
者

は
、
大
江
健
三
郎
氏
で
し
た
。
こ
う
し
た
役
職
が
付
い

て
く
る
と
一
緒
に
協
力
し
て
活
動
す
る
仲
間
が
増
え
て

き
ま
す
か
ら
、
地
元
へ
の
貢
献
を
は
じ
め
、
や
り
た
い

こ
と
が
一
層
や
り
や
す
く
な
っ
て
き
ま
す
。
地
域
に
根

ざ
し
た
地
域
の
た
め
に
な
る
会
社
と
し
て
、
そ
し
て
地

域
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
会
社
と
し
て
評
価
を
得
ら
れ

る
よ
う
に
こ
れ
か
ら
も
小
樽
か
ら
産
業
や
文
化
を
発
信

し
続
け
て
い
き
ま
す
。

最
後
に
一
橋
の
先
輩
と
し
て
後
輩
た
ち
に
言
い

た
い
の
は
、
卒
業
し
て
会
社
に
入
っ
た
と
し
た
ら
、

６
〜
７
年
は
思
っ
た
と
お
り
に
や
れ
と
い
う
こ
と
で

地球の風 地域の風 in Otaru

思
っ
た
と
お
り
に
や
れ
！

20
代
は
失
敗
が
許
さ
れ
る
年
代
だ
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杉
山
学
長
退
任
に
あ
た
っ
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

学
部
で
４
年
、
留
学
期
間
を
含
め
て
大
学
院
で
６
年
、
そ
し

て
教
員
と
し
て
30
年
余
り
。
私
は
40
年
を
超
え
る
歳
月
を
一
橋

大
学
と
と
も
に
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
振
り
返
る
と
、
私
の
人

生
の
な
か
で
一
橋
大
学
が
占
め
る
時
間
と
大
き
さ
に
改
め
て
深

い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

と
は
い
え
、
一
橋
大
学
と
の
出
会
い
は
、
偶
然
の
要
素
が
強

い
も
の
で
し
た
。
高
校
２
年
生
の
世
界
史
の
授
業
で
の
こ
と
で

す
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
に
つ
い
て
授
業
を
し
て
い
た
先

生
が
ロ
ー
マ
神
話
の
商
業
・
学
術
な
ど
の
神
メ
ル
ク
リ
ウ
ス

（
英
語
読
み
で
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
）
の
杖
の
こ
と
に
ふ
れ
、
こ
れ
を

校
章
に
し
て
い
る
大
学
が
あ
る
、
君
た
ち
の
な
か
に
も
憧
れ
て

い
る
人
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
話
さ
れ
た
の
で
す
。
そ

受
け
継
ぎ
、

そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く

一
橋
Ｄ
Ｎ
Ａ

マ
ー
キ
ュ
リ
ー
に
憧
れ
た
ラ
グ
ビ
ー
少
年
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前
一
橋
大
学
長

杉
山
武
彦

（
在
任
期
間：

２
０
０
４
年
12
月
〜
２
０
１
０
年
11
月
）



の
と
き
の
話
の
面
白
さ
と
そ
の
先
生
ご
自
身
の
魅
力
が
重
な

り
合
っ
て
、
よ
し
一
橋
大
学
を
目
指
そ
う
と
思
っ
た
の
で
し
た
。

し
か
し
、
当
時
の
私
は
ラ
グ
ビ
ー
に
熱
中
す
る
ス
ポ
ー
ツ
少

年
で
、
勉
強
に
集
中
し
て
い
た
と
は
、
お
世
辞
に
も
い
え
ま
せ

ん
。
一
橋
大
学
に
入
学
し
た
い
と
い
う
思
い
を
胸
に
抱
き
な
が

ら
も
、
つ
い
つ
い
受
験
勉
強
は
後
回
し
で
し
た
。
一
年
間
の
浪

人
生
活
を
予
備
校
に
通
っ
て
な
ん
と
か
頑
張
っ
た
あ
と
で
、

や
っ
と
待
望
の
入
学
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

大
学
時
代
の
４
年
間
は
、
非
常
に
楽
し

い
日
々
で
し
た
。
１
年
次
の
後
半
か
ら
は
、

ま
た
ラ
グ
ビ
ー
を
続
け
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
午
後
の
授
業
は
練
習
優
先
で
出
ら
れ

な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
午
前
の
授

業
と
雨
の
日
の
授
業
に
は
き
ち
ん
と
出
席

し
ま
し
た
。
と
く
に
前
期
教
育
の
小
平
分

校
で
は
、
語
学
や
体
育
の
授
業
を
ク
ラ
ス

の
仲
間
と
一
緒
に
受
け
る
こ
と
が
、
た
い
へ
ん
楽
し
か
っ
た
と

い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
楽
し
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
授
業
の
内
容

を
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
、
た
ぶ
ん
、
実
に
い

ろ
い
ろ
な
先
生
が
お
ら
れ
て
、
し
か
も
そ
の
一
人
ひ
と
り
の
ビ

ヘ
イ
ビ
ア
が
自
由
奔
放
で
あ
る
こ
と
が
理
由
だ
っ
た
と
、
い
ま

か
ら
は
思
い
ま
す
。
も
の
す
ご
く
退
屈
な
授
業
の
先
生
、
奇
っ

怪
な
風
体
の
先
生
、
と
て
も
い
い
加
減
に
見
え
た
先
生
が
、
実

は
も
の
す
ご
く
偉
い
著
名
な
先
生
方
で
あ
る
こ
と
を
あ
と
で
知

っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
楽
し
い
経
験
で
し
た
。

ま
た
、
い
ま
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
先

生
の
数
学
の
授
業
で
す
。
講
義
内
容
が
大
学
一
年
生
に
は
高
度

す
ぎ
て
、
高
校
で
微
分
・
積
分
を
か
じ
っ
た
程
度
の
少
な
く
と

も
私
の
よ
う
な
学
生
に
は
と
て
も
つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
。
何
度

目
か
の
授
業
の
途
中
で
、
勇
気
あ
る
一
人
の
学
生
が
「
ま
っ
た

く
分
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
訴
え
ま
し
た
。
暫
し
の
沈
思
の
あ

と
で
、
先
生
は
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
た
し
か
に
高
校
の
授
業

の
レ
ベ
ル
は
下
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

大
学
の
授
業
の
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
」
と
。
先
生
は
淡
々
と
続
き
を
講

義
さ
れ
ま
し
た
。

初
等
中
等
教
育
の
在
り
方
や
現
実
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し

て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
在
で
は
学
生

の
理
解
度
へ
の
配
慮
の
薄
い
講
義
に
は
疑
問
が

呈
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
賛
否
は
さ
て

お
き
、
当
時
は
厳
格
型
か
ら
放
任
型
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
先
生
の
授
業
の
ス
タ
イ
ル
が
き
わ
め

て
多
様
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
多
様

な
先
生
や
授
業
の
あ
り
よ
う
を
通
じ
て
、
後
の

人
生
で
思
い
当
た
る
こ
と
に
な
る
物
事
や
社
会

の
バ
ラ
ン
ス
と
か
面
白
さ
と
か
を
、
な
ん
と
な

く
感
じ
取
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

父
が
商
社
マ
ン
だ
っ
た
影
響
で
し
ょ
う
か
、
大
学
３
年
生
の
頃

ま
で
、
私
は
卒
業
し
た
ら
海
外
で
働
こ
う
か
と
漠
然
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
就
職
を
考
え
る
時
期
を
迎
え
る
頃
に
な
っ
て
、

毎
日
同
じ
場
所
、
同
じ
時
間
に
働
く
仕
事
は
不
向
き
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
大
学
院
で
勉

強
を
続
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
始
め
た
の
で
し
た
。

当
時
の
社
会
通
念
で
は
、
大
学
院
の
博
士
課
程
に
進
学
す
る

こ
と
イ
コ
ー
ル
研
究
者
を
目
指
す
こ
と
で
し
た
。
私
の
場
合
も

同
様
で
す
。
た
だ
、
研
究
の
分
野
と
し
て
交
通
経
済
を
専
攻
す

る
の
は
、
ま
っ
た
く
自
分
自
身
で
予
期
し
て
い
な
い
こ
と
で
し

た
。
そ
こ
に
行
き
着
く
ま
で
に
は
若
干
の
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま

す
。
留
学
試
験
を
受
け
る
と
き
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
専
攻
す
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
そ
の
年
か

ら
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
委
員
会
が
そ
の
分
野
を
募
集
対
象
か
ら
外
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
仕
方
な
く
名
称
が
似
て
い
る
「
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
付
け
焼
刃
の
勉
強
で
受

験
し
て
、
面
接
で
は
想
定
外
の
質
問
に
冷
や
汗
を
か
い
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
結
局
、
留
学
先
の
カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ
ン
大
学

で
は
公
共
経
済
学
を
勉
強
し
て
、
帰
国
後
に
交
通
経
済
学
の
領

域
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

交
通
経
済
は
、
難
し
い
け
れ
ど
も
奥
の
深
い
研
究
分
野
で
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
学
問
領
域
や
組
織
の
改
編
過
程
で
、
多

く
の
大
学
か
ら
交
通
と
か
保
険
な
ど
の
商
業
分
野
の
名
称
が
消

え
去
っ
た
こ
と
に
、
少
し
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

歳
月
を
早
送
り
し
て
、
最
後
に
、
学
長
と
し
て
の
日
々
に
つ

い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
率
直
に
言
っ
て
、
学
長
就

任
は
私
に
と
っ
て
気
の
重
い
こ
と
で
し
た
。
歴
代
の
学
長
は
、

学
問
史
の
系
譜
に
燦
然
と
輝
く
立
派
な
方
々
ば
か
り
で
す
か
ら
、

業
績
不
十
分
の
者
が
そ
こ
に
名
を
連
ね
る
こ
と
は
精
神
的
な
苦

痛
で
し
た
。
ま
た
、
国
立
大
学
法
人
化
の
時
期
に
あ
た
り
、
大

学
経
営
を
考
え
る
こ
と
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
を
求
め
ら

れ
た
こ
と
に
も
困
惑
し
ま
し
た
。

自
分
が
学
長
職
の
重
責
に
耐
え
ら
れ
る
か
不
安
で
し
た
が
、

学
内
の
士
気
に
も
影
響
し
ま
す
か
ら
、
元
気
を
出
し
て
頑
張
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
き
に
、
某
名
誉
教
授
が
明

る
い
声
で
「
杉
山
君
、
選
ば
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
や
る
っ

き
ゃ
な
い
よ
ね
」
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
り
、
ま
た
、
あ
る
先

輩
は
意
味
不
明
で
す
が
「
あ
な
た
の
よ
う
な
人
を
選
ぶ
っ
て
い

交
通
経
済
学
と
の
出
会
い

二
つ
の
言
葉
、
仲
間
に
助
け
ら
れ
て

多
様
性
の
大
切
さ
を
感
じ
取
っ
た

学
部
時
代
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う
の
は
、
一
橋
も
い
い
と
こ
あ
る
な
と
思
っ
て
ね
」
と
言
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
も
ら
っ
て
、
迷
い
を

吹
っ
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

で
も
、
何
よ
り
も
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
一
橋
大
学
に
は
素
晴

ら
し
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
で
き

た
こ
と
で
す
。
私
が
繰
り
返
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
１
世

紀
を
超
え
る
歴
史
の
な
か
で
一
橋
大
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
を

乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
積
み
重
ね
と
伝
統
、
一
橋

人
に
受
け
継
が
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
感
じ
取
り

ま
し
た
。

振
り
返
る
と
、
大
学
改
革
の
流
れ
の
な
か
で
一
橋
大
学
に
も

実
に
た
く
さ
ん
の
課
題
や
出
来
事
が
押
し
寄
せ
続
け
ま
し
た
が
、

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
つ
ね
に
教
職
員
が
一
緒
に
考
え
、
一
丸
と

な
っ
て
対
処
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
自
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、

牽
引
力
と
判
断
力
の
あ
る
た
く
さ
ん
の
同
僚
に
、
ほ
と
ん
ど
の

「
仕
事
」
を
割
り
振
っ
て
お
任
せ
し
て
き
ま
し
た
。
経
営
と
は

「G
etting

things
done

by
others

」
だ
と
い
う
経
営
学
者

の
説
明
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
ま
す
が
、
一
橋
大
学
で
は
そ

れ
が
自
然
に
実
践
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
私
に
と
っ
て
実

に
幸
運
な
こ
と
で
し
た
。

学
長
に
就
任
し
て
か
ら
、
他
大
学
の
学
長
、
文
部
科
学
省
の

方
々
、
ま
た
産
業
界
の
方
々
、
地
域
の
方
々
、
本
学
の
同
窓
の

方
々
な
ど
、
新
し
く
人
と
出
会
う
機
会
が
飛
躍
的
に
増
え
ま
し

た
。
そ
う
し
た
方
々
が
例
外
な
く
一
橋
大
学
に
敬
意
を
払
い
、

大
学
と
し
て
の
品
格
を
認
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

ま
し
た
。
ま
さ
に
役
得
と
い
え
る
体
験
を
通
じ
て
、
一
橋
大
学

杉山武彦（すぎやま・たけひこ）
1944年生まれ。1968年一橋大学商学部卒業後、同年同大学大学院商学

研究科修士課程入学、1970年同大学院商学研究科修士課程修了、同大学

大学院商学研究科博士課程入学。1970年8月、カーネギーメロン大学大

学院に1年間留学。1974年一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得

退学、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、1998年同大学

商学部長就任。2001年一橋大学副学長就任。2004年12月から2010年

11月まで一橋大学長。専門は交通経済学。

の
伝
統
と
底
力
を
痛
感
し
ま
し
た
。

い
ま
一
橋
大
学
を
去
る
に
あ
た
っ
て
思
う
こ
と
は
、
教
育
、

研
究
と
い
う
大
学
の
本
分
を
着
実
に
積
み
重
ね
て
、
大
学
の
品

格
を
し
っ
か
り
保
ち
続
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、

学
生
諸
兄
姉
に
も
、
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
の
遵
守
と
人
に
対
す
る

思
い
や
り
な
ど
の
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
、
品
格
の
あ
る
キ
ャ

ン
パ
ス
の
実
現
に
貢
献
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
は
大
学
と
し
て
の
個
性
を
十
二
分
に
持
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
建
学
の
精
神
を
礎
に
、
諸
先
輩
が
良
き
大
学

で
あ
り
続
け
る
た
め
の
努
力
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、
守
る
べ
き
も
の
は
し
っ
か
り
守
り
、
変
え
る
べ

き
と
こ
ろ
は
恐
れ
ず
に
変
革
し
て
、
い
わ
ば
良
き
伝
統
の
「
上

書
き
保
存
」
を
続
け
て
ほ
し
い
、
優
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
活
か
し
、

そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
ど
こ
ま
で
も
貫
い
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）

学生時代の同級生が定年

後に版画を始め、兼松講

堂をモチーフにした作品

を贈呈してくれました。

品
格
の
あ
る
大
学
と
し
て
、

伝
統
の
「
上
書
き
保
存
」
を
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坂下俊樹　　様

坂田　茂　　様

坂本伸三　　様

相良保彦　　様

酒見多佳夫　様

笹生洵也　　様

佐々木清二　様

佐次徹也　　様

佐藤英次　　様

佐藤　修　　様

佐藤健二　　様

佐藤庄八　　様

佐藤東彦　　様

佐藤洋史　　様

佐藤文男　　様

佐藤正基　　様

佐藤正幸　　様

佐藤　靖　　様

佐藤儀昭　　様

澤田粂夫　　様

重家俊範　　様

品川洋次　　様

品田喜久　　様

篠原健史　　様

柴田洋一　　様

芝原貴文　　様

渋谷昌男　　様

島崎政家　　様

嶋田康二　　様

嶌野昌甫　　様

清水和海　　様

清水隆之　　様

清水　正　　様

清水雄司　　様

下岡徹也　　様

下村　肇　　様

白石孝浩　　様

白川年男　　様

陣内靖彦　　様

新庄晃洋　　様

末永　明　　様

須賀輝男　　様

菅沼優之　　様

須釜一光　　様

菅原隆輔　　様

杉野幸男　　様

鈴木貞男　　様

鈴木孝雄　　様

鈴木亮一　　様

鈴村慎一郎　様

須田邦之　　様

須見武久　　様

住友公一　　様

瀬川　拓　　様

関口潤一　　様

千田峰雄　　様

仙波英躬　　様

園部成政　　様

曽部英明　　様

染谷松則　　様

平　一雄　　様

高木邦彦　　様

高久博一　　様

滋　　様

杉恭一郎　様

高瀬　仁　　様

田　昇　　様

高野　惇　　様

高橋正一　　様

高橋省吾　　様

高橋新也　　様

高橋伸夫　　様

義治　　様

高橋力裕　　様

峯文世　　様

柳　清　　様

田口　威　　様

田口　実　　様

竹田　章　　様

武田　豊　　様

田坂圭子　　様

田所亮子　　様

田中正昭　　様

田中好輔　　様

田辺俊一　　様

谷川文彦　　様

谷本　隆　　様

田沼英明　　様

種邑　満　　様

玉井　泉　　様

田村文明　　様

長　孝　　　様

塚原大輔　　様

月森晴基　　様

津田樹己　　様

津田正道　　様

土田晋也　　様

堤　章　　　様

常山忠夫　　様

富樫誠太郎　様

戸上敬愛　　様

徳島　巖　　様

冨室　健　　様

友森　宏　　様

直井育夫　　様

中　一次　　様

永井乙彦　　様

永井邦雄　　様

中尾丈夫　　様

中川　敦　　様

中川滋夫　　様

中川　喬　　様

中川　健　　様

中川寛之　　様

中里克己　　様

中沢永作　　様

中沢秀幸　　様

中島延忠　　様

永嶋修一　　様

中藤　泉　　様

長野　司　　様

長野　寛　　様

長野正宏　　様

中村　明　　様

中村哲朗　　様

中村日出男　様

中村雅明　　様

中村良夫　　様

中山愛梨　　様

中山憲一　　様

中山晴司　　様

中山裕登　　様

並木敏夫　　様

縄田晴明　　様

新原徹郎　　様

西口雄三　　様

西本綱三　　様

西山昭彦　　様

新田良昭　　様

丹羽　普　　様

野口英次　　様

野地俊典　　様

野原豊久　　様

野村修平　　様

野村親信　　様

野村由美　　様

野本光一　　様

乗松順平　　様

伯野義昭　　様

橋本英男　　様

橋本光彦　　様

蓮　　詔　　様

長谷川潤治　様

長谷川芳孝　様

服部　達　　様

花川純一郎　様

花田心弘　　様

羽野勝久　　様

馬場正平　　様

Campus Information

林　俊彦　　様

林　祐三　　様

原田佐和子　様

原田昌弘　　様

春本榮三　　様

日野岳　穣　様

姫野州將　　様

百束邦宏　　様

開野嘉賢　　様

平野　修　　様

平林英敏　　様

広瀬丈久　　様

廣田明浩　　様

福澤信夫　　様

福田裕一　　様

福谷健吉　　様

藤井伸也　　様

藤井弘教　　様

藤方弘道　　様

藤田　保　　様

藤田直也　　様

藤山昭也　　様

藤原国芳　　様

二名　實　　様

船井康文　　様

古橋秀敏　　様

古山正一郎　様

堀　靖彦　　様

堀口和敏　　様

堀米泰彦　　様

本間　涼　　様

前嶋修身　　様

正木朝男　　様

増田正敏　　様

町田　純　　様

松井正俊　　様

松尾康弘　　様

松尾良雄　　様

松熊　健　　様

松倉博之　　様

松下　功　　様

松田絵美　　様

松田賀孝　　様

松永一郎　　様

松永宣夫　　様

松原秀樹　　様

松本忠訓　　様

松本理絵　　様

松吉定男　　様

丸山健二郎　様

三浦　憲　　様

三浦弘之　　様

見崎恒平　　様

三柴丈典　　様

水下貴司　　様

水野晃志　　様

水野晴夫　　様

水戸　洋　　様

湊　一郎　　様

湊　雄介　　様

南　昇　　　様

南　熹　　　様

南　雅裕　　様

南川和義　　様

嶺元雅俊　　様

三股　宏　　様

宮入武彦　　様

宮川次夫　　様

宮川　徹　　様

三宅淳一　　様

宮崎勝弘　　様

宮崎裕治　　様

宮澤信一　　様

宮澤　保　　様

宮部正之　　様

宮本博友　　様

麦野英順　　様

向畑哲也　　様

村井　巌　　様

村上伸一　　様

村上達也　　様

村田彰良　　様

村田泰男　　様

村元直樹　　様

森　正樹　　様

森田瑞男　　様

森田泰生　　様

森本泰史　　様

諸隈素衛　　様

諸富　滋　　様

八尾邦彦　　様

矢尾板健二　様

八木紹夫　　様

柳下純一　　様

八島昭雄　　様

柳沢健二　　様

柳澤孝史　　様

田仁光　　様

山内繁勝　　様

山角瑛人　　様

山上知裕　　様

山口　晃　　様

山口照二　　様

山口　猛　　様

山口信明　　様

山口博臣　　様

山　喜男　　様

山崎真理　　様

山下　泉　　様

山下眞毅　　様

山田修平　　様

山田眞二　　様

山田忠璋　　様

山田慶勝　　様

山根言一　　様

山ノ井清蔵　様

山本勝義　　様

山本　隆　　様

山本三樹彦　様

横沢奈穂子　様

横田光太郎　様

横田博久　　様

横山一雄　　様

横山則男　　様

吉田忠明　　様

吉田輝夫　　様

吉田正之　　様

吉田康宏　　様

吉原道博　　様

吉久達也　　様

吉宮隆彦　　様

依田　繁　　様

龍　　豊　　様

渡辺憲厳　　様

渡辺達也　　様

渡部珠雄　　様

渡辺正剛　　様

渡部芳典　　様

紅椿会　商大専門部Ｓ21入学１組（中国語） 様

予科二組耕人会　　　　　　　　　　　　　 様

昭和37年悠々会　　　　　　　　　　　　　 様

長水会有志（長澤惟恭ゼミナール） 様

岡本ゼミ昭和59年卒一同　　　　　　　　　 様

如水会シアトル支部　　　　　　　　　　　 様

他69名

卒業生のご家族・一般の方

5名（840,000円）

岡本　操　　様

小原康史　　様

鈴木昭一　　様

中馬英一　　様

他１名

企業・法人等

16団体（77,907,500円）

株式会社イシカワ文明堂　　様

インサイト株式会社　　　　様

花王株式会社　　　　　　　様

株式会社カンテック　　　　様

株式会社笹間設備　　　　　様

株式会社ＪＭ　　　　　　　様

社団法人如水会　　　　　　様

豊田通商株式会社　　　　　様

一橋大学消費生活協同組合　様

明産株式会社　　　　　　　様

明治産業株式会社　　　　　様

ヤマト運輸株式会社　　　　様

他４団体

本学役職員

11名（8,367,051円）

在学生の保護者

2名（40,000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11

月末現在で、総額約32億4,000万円（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９月１日から2010年11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

青木俊樹　　様

秋元　茂　　様

阿部周一　　様

天野文彦　　様

和泉信一　　様

上田　實　　様

江崎正道　　様

遠藤象三　　様

岡村四郎　　様

落合正令　　様

河西利信　　様

加藤静富　　様

加藤武雄　　様

栗田克彦　　様

崔　文浩　　様

戴　憲明　　様

高木昭治　　様

西田研志　　様

古川喜美雄　様

松木浩一　　様

松島知次　　様

三木谷浩史　様

宮部義一　　様

茂木賢三郎　様

如水会　大阪支部　　　様

中村忠ゼミ「中村会」 様

他１名

浅井英一　　様

伊藤和彦　　様

尾　昭雄　　様

五味　薫　　様

坂元昭宏　　様

佐々木　武　様

佐藤義明　　様

宮内正敬　　様

山田昌弘　　様

珍部千裕　　様

昭和51年卒業（47年入学）

同期会有志一同　様

他１名

相澤紘史　　様

青木幸一　　様

青木亨郎　　様

赤羽治彦　　様

秋山武夫　　様

芥川　淳　　様

浅井　嵩　　様

朝倉俊明　　様

浅沼省吾　　様

朝日良次　　様

東　繁彦　　様

麻生　健　　様

足立幸平　　様

天野賢一　　様

新井康夫　　様

荒木　健　　様

有田　博　　様

安間　伸　　様

飯田　仁　　様

飯　忠幸　　様

池田　勝　　様

去来川信綱　様

石井勝博　　様

石井康裕　　様

石井靖幸　　様

石上栄一　　様

石川勝美　　様

石川　茂　　様

石　佑作　　様

井下　雄　　様

石橋輝明　　様

井関直彦　　様

磯田　卓　　様

井田篤志　　様

板倉　寛　　様

市川　亨　　様

伊藤克巳　　様

井藤智将　　様

伊藤久雄　　様

伊藤弘道　　様

伊藤浩義　　様

稲吉孝昭　　様

井上　紘　　様

庵原義文　　様

今村俊一　　様

岩越健一　　様

植木俊哉　　様

植田眞弘　　様

牛込達彦　　様

碓井太吉　　様

宇田川　靖　様

鵜戸毅彦　　様

宇野二郎　　様

宇野敏郎　　様

梅田弘美　　様

浦野忠之　　様

江口栄治　　様

江崎　丈　　様

江藤隆吉　　様

江原　潤　　様

海老名　元　様

大沢　稔　　様

大島　哲　　様

大庭雅志　　様

大平　泰　　様

大渕健太郎　様

大湊　敏　　様

岡　龍也　　様

岡崎祐一　　様

岡田和幸　　様

岡田伸一郎　様

岡田哲郎　　様

岡田八郎　　様

岡田康司　　様

岡寺　昭　　様

岡野理一郎　様

岡本順治　　様

岡本祥三　　様

小川　保　　様

小川雅弘　　様

奥山　賢　　様

小笹　彰　　様

小澤　哲　　様

織田邦利　　様

小野浩太郎　様

小野俊彦　　様

尾上達郎　　様

小野寺孝夫　様

柿添猪三郎　様

蠣田春久　　様

鹿子島　俊　様

籠橋寛典　　様

鹿島　耕　　様

樫本　敬　　様

柏田洋征　　様

片岡　誠　　様

勝田栄辰　　様

勝田　衛　　様

勝亦新一　　様

加藤金彦　　様

加藤昇司　　様

加藤孝雄　　様

加藤　卓　　様

加藤輝昭　　様

加藤嘉貞　　様

鐘ヶ江倫彦　様

上加世田 策 様

上久保　斉　様

神山雄司　　様

歌門正師　　様

唐津智行　　様

河合直彦　　様

河上　圭　　様

川上達郎　　様

川上元康　　様

川口元彦　　様

川崎喬史　　様

川崎益功　　様

川添能夫　　様

河野慎一　　様

河原将典　　様

河村　浩　　様

河本光広　　様

神原信行　　様

菊地義治　　様

北澤健一　　様

木田橋直人　様

北畠能房　　様

北村順作　　様

衣川元知　　様

君島　功　　様

草野祥一　　様

久保東彦　　様

藏方　滋　　様

栗原昭文　　様

栗又俊二　　様

黒川　亮　　様

桑澤佳子　　様

下條泰利　　様

郷　武　　　様

高坂昌明　　様

甲田小百合　様

鴻巣慶子　　様

肥沼国夫　　様

小谷邦夫　　様

小段義宗　　様

古茶喜久寿　様

小林純一　　様

小林千果　　様

小松　哲　　様

小宮光明　　様

小村充広　　様

近藤三郎　　様

齋藤　博　　様

齋藤裕信　　様

齋藤真樹子　様

酒井伴晃　　様

酒井雅子　　様

酒井康道　　様

100万円以上

卒業生

561名・9団体（79,848,380円）

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。

25名・2団体

50万円以上
100万円未満

11名・1団体

50万円未満

525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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Campus Information
一
橋
大
学
で
は
創
立
１
３
５
周
年
、
国
立

移
転
80
周
年
を
記
念
し
、
３
つ
の
事
業
を
行
い

ま
し
た
。
１
つ
目
は
９
月
25
日
に
開
催
し
た

記
念
式
典
お
よ
び
祝
賀
会
で
す
。
国
立
市
長

の
関
口
博
氏
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
審
議

官
小
松
親
次
郎
氏
、
同
窓
会
組
織
社
団
法
人

如
水
会
理
事
長
・
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社

社
長
松
本
正
義
氏
な
ど
、
本
学
に
関
係
の
深

い
要
人
を
迎
え
、
お
祝
い
と
激
励
の
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
本
学
が
国
立
に

一橋大学創立135周年・国立移転80周年記念事業

記念式典に引き続き
記念コンサート

記念講演会を開催しました

創立記念コンサートで指揮をとる
宮城敬雄氏。

「国立シンフォニカー」による創立記念コンサート。

一橋大学創立135周年・国立移転80周年記念コンサート

一橋大学兼松講堂レジデントオーケストラ「国立シンフォニカー」創立記念コンサート

開催日：2010年10月24日（日）

指揮者：宮城敬雄

ゲストピアニスト：オリビエ・トリエンドル

演奏曲：ブラームス「大学祝典」序曲　op.80

シューマン　ピアノ協奏曲　イ短調 op.54

ブラームス　交響曲第１番　ハ短調 op.68
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移
転
し
て
き
た
１
９
３
０
年
当
時
に
記
録
さ

れ
た
貴
重
映
像
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

記
念
事
業
２
つ
目
は
、
10
月
24
日
に
開
催

さ
れ
た
一
橋
大
学
兼
松
講
堂
レ
ジ
デ
ン
ト
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
「
国
立
シ
ン
フ
ォ
ニ
カ
ー
」
に
よ

る
演
奏
会
で
す
。
こ
の
演
奏
会
は
、
世
界
で
も

稀
に
見
る
大
学
の
講
堂
を
活
動
拠
点
に
す
る

レ
ジ
デ
ン
ト
（
専
属
）
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、「
国

立
シ
ン
フ
ォ
ニ
カ
ー
」
の
創
立
記
念
コ
ン
サ

ー
ト
で
も
あ
り
ま
し
た
。
指
揮
者
で
あ
り
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
主
宰
者
で
も
あ
る
宮
城
敬

雄
氏
は
本
学
出
身
者
で
あ
り
、
50
歳
か
ら
指
揮

を
学
び
、
音
楽
家
と
し
て
プ
ロ
・
デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
し
ま
し
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
は
ブ
ラ
ー
ム

ス
の
「
大
学
祝
典
」
序
曲
か
ら
始
ま
り
、
ゲ

ス
ト
演
奏
者
と
し
て
ド
イ
ツ
か
ら
迎
え
た
ピ

ア
ニ
ス
ト
、
オ
リ
ビ
エ
・
ト
リ
エ
ン
ド
ル
氏
と

の
共
演
に
よ
る
シ
ュ
ー
マ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏

曲
、
そ
し
て
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
交
響
曲
第
１
番

へ
と
続
き
ま
し
た
。
一
般
の
方
々
に
も
開
放
さ

れ
た
本
コ
ン
サ
ー
ト
に
は
約
９
０
０
名
の
観

客
が
集
い
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
に
兼
松
講
堂
は

割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

３
つ
目
の
事
業
は
、
11
月
29
日
に
如
水
会
館

で
開
催
さ
れ
た
記
念
講
演
会
で
す
。「
変
動
す

る
世
界
経
済
と
日
本
企
業
の
革
新
」
を
テ
ー

マ
に
、
産
業
界
の
代
表
と
し
て
、
本
学
同
窓

会
理
事
長
で
あ
り
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社

社
長
で
も
あ
る
松
本
正
義
氏
と
、
本
学
の
代

表
と
し
て
、
商
学
研
究
科
の
伊
藤
邦
雄
教
授

が
講
演
し
ま
し
た
。

一橋大学創立135周年・国立移転80周年記念講演会

テーマ：変動する世界経済と日本企業の革新

記念講演会で講演する
商学研究科の伊藤邦雄教授。

記念講演会で講演する
住友電気工業株式会社社長の松本正義氏。

記念講演会でのディスカッション及び質疑応答。
左端は司会を務めた商学研究科の山下裕子准教授。

開催日：2010年11月29日（月）

会　場：如水会館2階スターホール

開会挨拶：一橋大学理事・副学長　山内　進

講　　演：「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―」

一橋大学商学研究科教授　伊藤邦雄

「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―」

住友電気工業株式会社社長　松本正義氏

ディスカッション及び質疑応答：

住友電気工業株式会社社長　松本正義氏

一橋大学商学研究科教授　伊藤邦雄

司会／一橋大学商学研究科准教授　山下裕子　

閉会挨拶：一橋大学長　杉山武彦
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一橋大学関西アカデミアシンポジウム第7回

「東アジアの成長と地域金融・通貨協力」

Campus Information

《お申込み先》

《お問い合せ先》

＊参加無料・先着200名
参加希望者は、氏名・職業・連絡先を明記の上、
2月10日（木）までに、EメールまたはFAXでお申し込みください。
Eメール：res-sr.g@dm.hit-u.ac.jp
FAX：042-580-8050
※詳細は大学ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2010/1224.html
一橋大学総務部研究・社会連携推進課
TEL：042-580-8058

開会挨拶：一橋大学長　山内　進

プログラム

テーマ

日時：2011年2月19日（土） 13：30～（13：00 開場）

会場：大阪国際会議場

主催：一橋大学

協賛：大阪ガス株式会社　オムロン株式会社　関西電力株式会社　小林製薬株式会社　

塩野義製薬株式会社　住友生命保険相互会社　住友電気工業株式会社　

株式会社富士通マーケティング　株式会社村田製作所（順不同）

問題提起：一橋大学理事・副学長　小川英治

基調講演：「アジアの成長の課題と金融フローの姿」

国際協力銀行経営責任者　渡辺博史

閉会挨拶：一橋大学長　山内　進

（司会　一橋大学大学院商学研究科教授　山　秀記）

講　　演：「アジア債券市場と日本の役割」

一橋大学大学院経済学研究科教授　奥田英信

「東アジアの成長構造と金融の課題」

神戸大学大学院国際協力研究科教授　三重野文晴

「東アジアにおける頑健な地域通貨協力に向けて」

一橋大学理事・副学長　小川英治

パネル・ディスカッション：

《司　　会》一橋大学大学院経済学研究科教授　佐藤　宏

《パネリスト》国際協力銀行経営責任者　渡辺博史

神戸大学大学院国際協力研究科教授　三重野文晴

一橋大学理事・副学長　小川英治

一橋大学大学院経済学研究科教授　奥田英信
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東京工業大学・一橋大学合同移動講座開催報告第2回

2010年12月11日（土）、
第2回東京工業大学・一橋大学合同移動講座が
「科学技術の将来と関西経済」をテーマに
神戸で開催されました。

「科学と人類社会―科学者よ、誇りを持とう―」

独立行政法人理化学研究所理事長

2001年ノーベル化学賞受賞者

野依良治氏

「ものづくり力の更なる強化に向けた

国家戦略と三菱電機の取組み」

三菱電機株式会社取締役会長　

下村節宏氏

社団法人蔵前工業会理事長　

株式会社日立製作所相談役　

庄山悦彦氏

「レーザー誕生から50年―ものつくりから人つくりへ―」

国立大学法人東京工業大学学長　

伊賀健一氏

「実学としての社会科学―その歴史と精神―」

国立大学法人一橋大学長　

山内　進

社団法人如水会理事長　

住友電気工業株式会社社長　

松本正義氏

基調講演1：

基調講演2：

オープニングアドレス：

講　　演1：

講　　演2：

クロージングリマークス：

特別
ゲスト

特別
ゲスト

りょく

Campus Information

〈編集・発行〉

一橋大学HQ編集部

〈編集部長〉

副学長（財務、社会連携、企画・評価、情報化担当）小川英治

〈編集長〉

言語社会研究科教授　　　　　　　　　　　　　　坂井洋史
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編 集 部 か ら

前号「個性は主張する」に登場した伊藤神父は、阿部

謹也ゼミでの私の１年先輩である。司祭叙階式での晴れ

姿を拝見すべく、駆けつけたゼミＯＢ・ＯＧたちは、あ

の広い東京カテドラル一杯の会衆を見て圧倒されたのだ

った。新司祭３人分の関係者とはいえ、椅子に座ってい

る人よりも立っている人のほうがはるかに多く、しかも

すごい人口密度！ 聖職者となることは教会と結婚する

ことであると頭ではわかっていたが、こういうことなの

か、と納得した。新司祭ごとの受付が設置されていたり、

後日叙階式の写真入りご挨拶状が届いたり、というのも

結婚式に似ている。伊藤神父は、神学生だった時に阿部

先生にお会いし、その折の最後のメッセージについて記

事中で語っている。その場に居合わせた別のゼミテンの

記憶では、最後に聞いた阿部先生の言葉は次のとおりで

ある。「奇跡は起こるんです。伊藤が司祭になるくらい

だからね」。（N.B.）

お詫びと訂正

前号〔HQ秋号 Vol.28〕「一橋の女性たち」の記述に、

一部誤りがありました。

取材にご協力いただいた先生をはじめ、関係者の方々に

お詫びいたしますとともに、訂正を以下に明記いたします。

●33ページ下段　後ろから3行目

【誤】阿部フェローシップ

【正】安倍フェローシップ

57

水野忠恒教授は、多年にわたり、「租税法研究」の分野において研究に

従事され、優れた業績を上げたことにより、学術や芸術に関して事績の

著しい方に授与される紫綬褒章を2010（平成22）年11月３日付けで受章

されました。

本学では、1971（昭和46）年度から15人の教員が在職中または退職後に

紫綬褒章を受章しており、水野教授は16人目の受章者となります。

過去５年の受章は、2005（平成17）年11月に商学研究科の伊丹敬之教

授（当時）が、2009（平成21）年11月に経済研究所寺西重郎名誉教授が、

2010（平成22）年４月に経済研究所斎藤修名誉教授が受章されています。

本学法学研究科教授水野忠恒氏が
「平成22年度秋の紫綬褒章」を受章
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