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2011年12月9日、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の著書で有名なエズラ・ヴォーゲル博士は、
如水会館で「ポスト急成長期の中国と日本」というテーマで講演した。

そして、その熱が冷めやらぬままに、山内学長との対談に臨んだ。
ご自身の日本や中国との出合いから、ポスト『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の日本、中国の台頭、

さらには人材論まで、密度の濃い議論がかわされた。

巻頭特集

世界のリーダーが語る世界競争力のある人材とは？
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山
内　

さ
き
ほ
ど
は
、
ご
講
演
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

講
演
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
先
生

に
は
、「
日
本
」「
世
界
」「
人
材
」
に
つ
い
て
ご
意
見
を
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
講
演
で
は
学
ぶ
こ
と
が
大
事

だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
日
本
の
こ

と
を
勉
強
さ
れ
た
き
っ
か
け
を
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

私
の
父
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人

で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
直
前
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
た
。

当
時
は
奨
学
金
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
父
は
大
学
で
勉
強

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
問
へ
の
あ
こ
が
れ
を

持
ち
な
が
ら
商
売
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
自
分
が
で
き

な
か
っ
た
学
問
を
、
自
分
の
子
ど
も
に
は
さ
せ
て
あ
げ
た
い

と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
学
で
私
を
か
わ
い
が
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
が
、「
君

は
外
国
の
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
知
る
た

め
に
は
、
外
国
と
比
較
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス

を
く
れ
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ア
メ
リ
カ
と
密
接
な
文
化

的
関
係
が
あ
る
の
で
、
私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
に
行

き
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
理
想
的
な
国
は
、
近
代
化
し
て
い

な
が
ら
違
う
文
化
を
持
っ
て
い
る
国
で
す
。
私
は
、「
日
本

が
好
き
だ
」
あ
る
い
は
「
知
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
発
想
か
ら
日
本
に
行
く
の
が
一
番
い
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
で
す
か
ら
私
は
、
日
本
の
友
人
に
、「
日
本
に
来
た
の

は
、
恋
愛
で
は
な
く
お
見
合
い
だ
っ
た
」
と
よ
く
言
っ
て
い

ま
す
。
愛
し
て
か
ら
日
本
と
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
客
観
的
な
研
究
を
す
る
た
め
に
つ
な
が
り
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

山
内　

聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
恋
愛
結
婚
よ
り
お
見
合
い
で
結

婚
し
た
人
の
ほ
う
が
長
持
ち
す
る
と
も
い
い
ま
す
ね
。
と
こ

ろ
で
、
日
本
に
来
ら
れ
た
段
階
で
、
日
本
語
は
勉
強
さ
れ
て

い
た
の
で
す
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

奨
学
金
を
も
ら
う
た
め
に
、
日
本
人
の
留
学

生
か
ら
少
し
学
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違

い
で
し
た
。
発
音
が
少
々
悪
く
て
も
訂
正
さ
れ
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
悪
い
癖
が
つ
い
た
後
で
、
も
う
一
度
日
本
語
を
勉

×1930年アメリカ生まれ。オハイオ・ウェスリアン大学、ハーバード大学に学び、1958年博士号取得。1967〜2000年ハーバード大学教授。
1972〜1977年同大東アジア研究所長、1977〜1980年同大東アジア研究評議会議長、1980〜1987年同大日米関係プログラム所長、
1995〜1999年同大フェアバンク東アジア研究センター所長などを歴任。2000年より、同大ヘンリー・フォード２世社会科学名誉教授。
1979年の著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』では、戦後日本経済の成功の秘訣を解説し、大きな話題を呼んだ。

エズラ・ヴォーゲル氏

比
較
文
化
を
学
び
国
際
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け

物
事
に
ひ
た
む
き
に
取
り
組
む

日
本
と
は「
お
見
合
い
結
婚
」で
し
た
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強
し
直
し
た
の
で
、
正
し
い
発
音
を
覚
え
る
の
が
大
変
で
し

た
。
最
初
か
ら
正
し
い
日
本
語
を
勉
強
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ

た
の
で
す
。

山
内　

日
本
語
と
中
国
語
、
ど
ち
ら
を
先
に
勉
強
し
た
の
で

す
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

日
本
語
で
す
。
２
年
間
日
本
に
い
て
、
１
年
目

は
日
本
語
学
校
に
行
き
、
２
年
目
は
日
本
の
家
庭
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
た
の
で
す
。
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
で
は
、
当
時
、
現
代
中
国
研
究
を
し
て
い
る
研
究
者
が

お
ら
ず
、
そ
の
育
成
を
急
い
で
い
ま
し
た
。
私
は
博
士
号
を

取
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
で
す
。

山
内　

中
国
研
究
も
「
お
見
合
い
」
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

そ
う
で
す
。
あ
ま
り
に
も
早
く
教
師
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
日
本
語
も
中
国
語
も
あ
ま
り
上
手
で
は

な
い
と
き
に
。
若
い
こ
ろ
に
も
っ
と
勉
強
し
て
お
け
ば
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
正
直
、
苦
し
い
思
い
も
し
ま
し
た
。

山
内　

先
生
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
多
言
語
を
い
と
も
簡
単
に

駆
使
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
お
話

を
聞
い
て
少
し
安
心
し
ま
し
た
。
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
も

外
国
語
の
習
得
は
、
重
要
な
問
題
で
す
か
ら
。

山
内　

さ
て
、
先
生
は
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』

と
い
う
著
書
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て

は
嬉
し
い
本
で
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
教
訓
的
な
本
で

し
た
。
日
本
は
今
、
あ
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
低
成
長
で
「
失

わ
れ
た
20
年
」
と
ま
で
い
わ
れ
て
お
り
、
悲
観
的
な
面
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
日
本
人
は
、
日
本
は
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
先
生
の
目
に

は
、
ど
の
よ
う
に
見
え
ま
す
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

ど
の
国
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は
低

成
長
時
代
に
な
っ
て
金
融
危
機
の
対
応
や
政
治
に
問
題
が
生

ず
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日

本
人
は
謙
遜
し
す
ぎ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
外
国
か
ら
見

れ
ば
、
ゼ
ロ
成
長
と
い
う
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
比
較
的

安
定
し
た
金
融
シ
ス
テ
ム
や
社
会
構
造
、
団
結
す
る
力
、
犯

罪
率
の
低
さ
、
整
っ
た
医
療
制
度
、
学
力
レ
ベ
ル
の
高
い
義

務
教
育
…
…
と
、
世
界
の
多
く
の
国
と
比
較
す
る
と
日
本
に

は
い
い
面
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

山
内　

我
々
は
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　
「
自
分
に
は
ま
だ
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
」
と

い
う
精
神
で
、
も
っ
と
勉
強
す
る
。
そ
れ
が
一
番
い
い
と
思

い
ま
す
。

山
内　

学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

学
長
が
「
学
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
の

は
素
晴
ら
し
い
。

×
2011年12月9日

山内学長との対談前に
エズラ・ヴォーゲル氏の講演会が

開催された。

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単位取得退学。1987年法学博士。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。

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

一橋大学長 山内 進

足
り
な
い
点
を

自
覚
し
て
学
ぶ
姿
勢
が
重
要
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山
内　
「
今
の
若
者
は
負
担
ば
か
り
が
多
く
、
か
わ
い
そ
う

だ
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
統
計
的
な
数
字
だ
け
を
み
れ
ば
、
そ

う
い
う
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
の
日
本

は
素
晴
ら
し
い
資
産
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
隅
々
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
い
き
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
上
下
水

道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
し
か
り
、
医
療
制
度
し
か
り
、
義
務
教

育
し
か
り
…
…
。
ど
こ
で
も
比
較
的
高
い
生
活
水
準
を
享
受

で
き
ま
す
。
こ
う
い
う
状
態
や
自
分
た
ち
の
資
産
を
、
ど
う

活
か
し
て
生
き
て
い
く
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
べ
き
で
す
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
と
交
流
し
て
、
自
分
た
ち
を
高
め

て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。

山
内　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
若
者
に
は
、

「
そ
う
悲
観
す
る
な
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。「
負
担
ば
か

り
押
し
つ
け
ら
れ
る
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
先
輩
た
ち

が
つ
く
っ
て
く
れ
た
も
の
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち

が
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
」
と
い
う
精
神
を
持
っ
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
結
局
、
最
後
は
自
分
で
道
を
見
つ

け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
大

学
は
で
き
る
限
り
の
協
力
を
し
ま
す
。
自
分
た
ち
が
バ
ト
ン

を
受
け
て
、
社
会
を
形
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
さ
ら

に
一
生
懸
命
勉
強
し
て
、
そ
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
も
ら

い
た
い
で
す
ね
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

私
は
学
生
に
よ
く
こ
う
言
い
ま
す
。
将
来
の

仕
事
を
限
定
し
て
考
え
て
は
い
け
な
い
。
何
か
仕
事
に
就
い
て

か
ら
、
そ
の
仕
事
の
な
か
で
「
こ
れ
を
や
り
た
い
」
と
い
う
も

の
を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
仕
事
で
も
一
生
懸
命
や

れ
ば
い
い
。
た
と
え
ば
、
学
生
時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
真
摯
な
態
度
で
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

山
内　

先
生
の
も
う
一
方
の
専
門
で
あ
る
中
国
に
も
、
課
題

が
あ
り
ま
す
。
隣
国
の
こ
と
で
す
か
ら
気
に
な
り
ま
す
。
中
国

の
成
長
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
か
ら
世
界
へ
と
い
う
新
し
い
動
き
が

始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
Ｅ
Ｕ
は
い
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン

で
力
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は
ユ
ー
ロ
問
題
が
深

刻
化
し
て
い
ま
す
。
ほ
ん
の
10
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
ア
メ
リ

カ
の
一
極
支
配
が
進
み
、「
ア
メ
リ
カ
帝
国
」
と
い
わ
れ
た
と

き
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
ア
ジ
ア
が
力
を
つ
け
て
き
て
、
次

は
ア
ジ
ア
の
時
代
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
な

か
、
中
国
の
持
つ
意
味
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

中
国
は
大
き
い
の
で
、
一
口
に
は
言
え
な
い

面
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
共
産
党
が
指
導
者
養
成
を
か
な
り

う
ま
く
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積

ま
せ
、
問
題
解
決
の
方
法
を
教
え
、
う
ま
く
指
導
者
を
養
成

し
て
い
ま
す
。
数
年
前
ま
で
ア
メ
リ
カ
人
は
、
中
国
は
世
界

の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
り
歓
迎
す
る
と
い
う
姿
勢
で
し

た
。
中
国
も
最
近
ま
で
は
低
姿
勢
で
、
自
分
の
国
を
守
る
た

め
に
外
交
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
は
力
を
つ
け
て
き
た
の

で
保
護
政
策
ば
か
り
で
は
な
く
、
世
界
の
秩
序
の
構
築
に
貢

献
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
一
部
の
指
導
者
は
自
覚
し
始
め
て

い
ま
す
。
世
界
の
環
境
問
題
、
地
球
温
暖
化
な
ど
、
自
分
た

ち
も
力
を
入
れ
な
い
と
解
決
で
き
な
い
と
自
覚
し
つ
つ
あ
る

の
で
す
。
環
境
問
題
の
会
議
な
ど
で
、
こ
れ
ま
で
中
国
が
果

た
し
て
き
た
役
割
は
物
足
り
な
か
っ
た
と
多
く
の
国
の
人
は

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
人
に
は
勉
強
す
る
気
持
ち

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
将
来
的
に
は
多
少
は
積
極
的
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
中
国
に

は
自
由
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
技
術
は
ま
だ
ま
だ
で
す
が
確

実
に
進
歩
し
て
い
ま
す
し
、
金
融
力
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

自
由
と
い
う
問
題
が
解
決
し
な
い
う
ち
は
中
国
が
ア
ピ
ー
ル

力
を
増
す
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

山
内　

自
由
の
問
題
は
大
き
い
で
す
ね
。
環
境
問
題
に
つ
い
て

言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
も
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い（
笑
）。

基
本
的
に
ア
メ
リ
カ
に
は
い
い
面
が
多
い
と
思
っ
て
い
る
人

が
多
い
の
で
、
批
判
は
す
る
が
ア
メ
リ
カ
が
好
き
だ
と
い
う

人
が
多
い
、
と
い
う
の
が
現
実
で
し
ょ
う
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　
「
我
々
の
民
主
主
義
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
」

「
今
の
民
主
主
義
の
や
り
方
は
ま
ず
い
な
」
な
ど
、
私
の
友
人

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

日
本
の
課
題　

中
国
の
課
題　

国
際
セ
ン
ス

4



に
も
心
配
す
る
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

山
内　

日
本
に
も
共
通
す
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
が

大
変
な
の
は
、
首
相
が
議
員
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
大
統
領
が
い
て
、
国
民
が
直

接
ふ
さ
わ
し
い
人
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
場
合
、

も
ど
か
し
い
の
は
、「
こ
の
人
は
本
当
に
首
相
に
ふ
さ
わ
し
い

の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
人
が
、
政
党
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
で

選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
す
。
し

か
も
、
日
本
の
政
界
に
は
、
特
殊
な
人

が
多
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス

の
世
界
に
は
優
秀
な
人
が
多
い
わ
け
で

す
が
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
政
治
の
世

界
に
飛
び
込
み
、
経
験
を
活
か
し
て
日

本
社
会
を
さ
ら
に
よ
く
し
よ
う
と
す
る

こ
と
が
少
な
い
気
が
し
ま
す
。
幅
広
い

分
野
の
人
材
が
政
界
に
入
り
、
選
挙
民

の
細
か
い
注
文
に
こ
だ
わ
ら
な
く
と
も

政
治
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
れ

ば
、
さ
ら
に
い
い
政
治
が
で
き
る
の
で

は
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

国
会
議
員
の
息

子
な
ら
国
会
議
員
に
な
れ
ま
す

が
、
野
心
を
持
っ
て
い
る
若
者

に
は
チ
ャ
ン
ス
が
少
な
い
。
そ

の
た
め
、
松
下
政
経
塾
が
い
い

ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
数

回
松
下
政
経
塾
を
訪
ね
て
、
若
者
た
ち
と
話
し
ま
し
た
が
、

非
常
に
楽
し
か
っ
た
。
た
だ
、
松
下
幸
之
助
氏
は
経
営
者
と

し
て
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
が
、
松
下
政
経
塾
で
は
や
や
古
い

30
年
代
の
日
本
の
精
神
を
重
ん
じ
す
ぎ
た
と
私
は
み
て
い
ま

す
。
環
境
問
題
意
識
や
グ
ロ
ー
バ
ル
セ
ン
ス
を
持
つ
べ
き
だ

と
い
っ
た
ビ
ジ
ョ
ン
に
弱
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点

で
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

私
は
鄧
小
平
の
研
究
を
し
て
い

ま
す
。
彼
は
、
16
歳
か
ら
フ
ラ
ン

ス
で
５
年
間
過
ご
し
、
そ
の
後
ソ

連
で
１
年
間
過
ご
し
ま
し
た
か

ら
、
海
外
の
セ
ン
ス
が
身
に
つ
い

て
い
ま
し
た
。
海
外
か
ら
何
を
学

ぶ
か
、
ど
う
勉
強
す
る
か
と
い
っ
た
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で

す
。
一
方
で
、
毛
沢
東
は
ま
っ
た
く
セ
ン
ス
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
残
念
な
が
ら
松
下
政
経
塾
出
身
者
に
は
、
そ
の
よ

う
な
セ
ン
ス
が
身
に
つ
い
て
お
ら
ず
、
世
界
ビ
ジ
ョ
ン
が

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
わ
か
っ
て
い
な
い
人
が
多
い
よ
う
に
み
え
ま

す
。
外
国
人
の
偏
見
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

山
内　

人
材
に
つ
い
て
の
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
も
う
少
し

掘
り
下
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人

材
を
育
成
す
れ
ば
い
い
か
、
そ
し
て
そ
の
育
て
方
に
つ
い
て
、

つ
ね
に
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
必
要
な
人
材

育
成
に
つ
い
て
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
や
は
り
海
外
で
学
ぶ
経
験
が
大
事
な
の
で

し
ょ
う
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

い
く
つ
か
の
面
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
一
つ
は
、
歴
史
や
先
人
の
経
験
を
よ
く
勉
強
す

る
こ
と
。
今
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
経
済
学
と
政
治
学

の
方
法
論
や
理
論
ば
か
り
押
し
つ
け
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
物
足
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
比
較
政

治
や
比
較
歴
史
な
ど
を
勉
強
す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は

教
育
の
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
何
か
を
自
分
で
経
験
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、

大
学
新
聞
の
編
集
に
携
わ
る
、
大
学
時
代
に
起
業
す
る
、
組

織
を
つ
く
る
な
ど
で
す
。
卒
業
後
で
も
い
い
の
で
す
が
、
自

分
で
こ
れ
を
や
っ
た
と
い
う
経
験
を
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

も
う
一
つ
は
、
海
外
と
の
接
触
で
す
。
た
と
え
ば
、
国
内
で

外
国
人
と
接
触
し
た
り
、
海
外
に
行
っ
て
数
か
月
か
ら
数
年

間
暮
ら
す
な
ど
し
て
、
友
だ
ち
づ
く
り
を
通
じ
て
外
国
人
を

理
解
す
る
。
さ
ら
に
、
思
想
家
な
ど
と
接
触
し
て
、
そ
の
思

想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
そ
の
人
物
に
つ
い
て
知
る
。

こ
う
し
て
、
さ
ら
に
上
の
領
域
を
目
指
す
こ
と
で
す
。「
人
々

の
た
め
、
世
界
の
た
め
、
仲
間
の
た
め
」、
そ
の
よ
う
な
理
想

を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

山
内　

確
か
に
、
自
分
の
理
想
を
持
っ
て
い
な
い
と
、「
学
生

時
代
を
楽
し
く
過
ご
し
ま
し
た
」で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

自
分
の
仲
間
の
た
め
に
と
い
っ
た
も
の
で
も

い
い
の
で
す
が
、
人
々
の
た
め
に
何
か
を
や
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
重
要
で
す
。

山
内　

そ
の
点
が
少
し
日
本
人
に
は
弱
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
我
々
は
一
生
懸
命
勉
強
し
、
仕
事
を
し
ま
す
。
し
か
し
、

「
高
い
理
想
を
掲
げ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
足
り
な
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

１
９
５
０
年
代
は
ま
だ
貧
し
い
時
代
で
し
た

理
想
を
持
っ
て
上
を
目
指
す



が
、
日
本
の
友
人
は
、
皆
の
た
め
に
よ
り
よ
い
生
活
を
実
現

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
松
下
幸
之
助
氏
は
、

「
誰
も
が
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」「
皆
の
生

活
の
楽
し
み
の
た
め
に
」
と
い
う
理
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

貧
し
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
友
人
は
そ
の
よ
う

な
理
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

山
内　

そ
れ
は
明
快
な
目
標
で
す
ね
。
今
よ
り
さ
ら
に
い
い

生
活
、
豊
か
な
生
活
を
追
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な
面
で
は
か

な
り
成
功
し
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
成
功
し
た
ゆ
え
に
、

次
に
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
が
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

日
本
の
友
人
の
な
か
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
で
仕
事
を

し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。「
全
世
界
の
人
々
が
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
」「
ほ
か
の
国
の
将
来
の
た
め
に
」「
環
境
問
題

の
た
め
に
」
…
…
、
そ
う
考
え
て
行
動
し
て
い
る
日
本
人
も

い
ま
す
。

山
内　

我
々
自
身
の
生
活
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と
い
っ
た
身

近
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り
研
究
し
て
い
け

ば
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
併
せ
て
、
環
境
問
題
や
文
化
的
な

問
題
、
大
き
く
言
え
ば
平
和
問
題
な
ど
、
対
処
す
べ
き
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
今
の
若
者
の
な
か
に
は
、
そ
う
し

た
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
全

体
に
余
裕
が
出
て
き
て
、
視
野
が
広
が
っ
て
き
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
生
活
水
準
が
高
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
頭
で
は
わ

か
っ
て
い
て
も
実
行
に
移
す
の
は
な
か

な
か
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
我
々
と
し

て
は
、
行
動
に
移
せ
る
よ
う
な
環
境
づ

く
り
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

ボ
ス
ト
ン
近
辺
で
何
人

も
の
日
本
人
留
学
生
と
接
触
し
て
い
ま

す
が
、
優
秀
な
者
が
多
く
、
人
材
の
ベ
ー

ス
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
内　

日
本
社
会
の
欠
点
は
、
海
外
経
験
を
積
ん
だ
者
が
帰

国
し
て
も
、
う
ま
く
は
ま
る
空
間
が
な
い
こ
と
で
す
。
日
本

で
は
、
一
斉
入
社
で
下
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
の
が
一
般
的

で
す
。
そ
の
基
本
シ
ス
テ
ム
か
ら
外
れ
る
と
能
力
を
発
揮
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
た
り
は
、
自
分
た
ち
が
変
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

ど
こ
の
国
で
も
共
通
す
る
ア
イ
テ
ム
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
日
本
に
帰
国
し
た
優
秀
な
人
材
が
ま
た
海
外
に

流
出
し
な
く
と
も
活
躍
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
中

国
で
は
、
問
題
は
も
っ
と
深
刻
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
海
外
で

自
由
な
考
え
方
を
身
に
つ
け
て
帰
国
す
る
と
、
国
内
で
は
愛

国
主
義
が
足
り
な
い
と
思
わ
れ
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
チ
ャ
ン
ス

を
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
国
の
将
来
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
人
々
に
活
躍
し
て
も
ら
う
べ
き
で
す
が
。

山
内　

最
近
、
何
人
か
の
企
業
の
ト
ッ
プ
の
方
と
会
っ
て
、

「
企
業
は
ど
の
よ
う
な
人
材
を
必
要
と
し
て
い
る
か
」「
大
学

に
は
こ
の
よ
う
な
人
材
が
い
る
の
で
、

も
っ
と
採
用
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
話

を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
企
業
の

ト
ッ
プ
の
方
は
た
い
へ
ん
オ
ー
プ
ン
で
、

さ
き
ほ
ど
話
題
に
な
っ
た
海
外
で
活
躍
し

て
き
た
人
材
が
ほ
し
い
と
言
う
の
で
す
。

「
し
か
し
、
一
斉
採
用
で
海
外
組
は
排
除
さ
れ
る
の
で
、
学
生

は
海
外
に
行
き
た
が
ら
な
い
」
と
言
う
と
、「
そ
ん
な
こ
と
で

ヘ
ジ
テ
イ
ト
（
躊
躇
）
し
て
い
る
よ
う
で
は
だ
め
だ
」
と
言

い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
は
、
ト
ッ
プ
と
採
用
現
場
と
の
温
度

差
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
で
も
企
業
の
ト
ッ
プ

の
意
識
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
く
ら
い
で
な
い
と

日
本
企
業
も
や
っ
て
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

我
々
と
し
て
は
、
一
橋
大
学
の
学
生
を
積
極
的
に
海
外
留
学

さ
せ
て
、
多
く
の
経
験
を
積
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

社
会
人
で
も
、
海
外
で
の
経
験
に
よ
っ
て
む
し
ろ
キ
ャ
リ
ア

が
よ
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
日
本
社
会
全
体
が
変
わ
っ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、
日
本
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
進
ん
で
い
ま
す
か

ら
、
採
用
方
法
も
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
意
識
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
か
ら
優
秀
な
人
材
を
採
用
し
た
い

と
い
う
考
え
方
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
橋
大
学
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
世
界
中
の
学
生
と
競
争

す
る
の
で
す
か
ら
、
ぼ
ん
や
り
し
て
は
い
ら
れ
な
い
わ
け
で

す
。
日
本
も
、
企
業
も
、
大
学
も
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
日
本
人
の
悩
み
の
種
は
語
学
で
す
。
先

生
は
日
本
語
と
中
国
語
が
で
き
ま
す
が
、
言
葉
を
身
に
つ
け

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

企
業
ト
ッ
プ
も
重
視
す
る
海
外
経
験



る
う
え
で
重
要
な
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

私
の
場
合
は
悪
い
例
で
、
年
齢
を
重
ね
て
か

ら
学
ん
だ
の
で
大
変
で
し
た
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
ド
近
辺
で

は
、
親
の
海
外
赴
任
に
伴
っ
て
国
際
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
子

ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
素

晴
ら
し
い
の
は
、
両
方
の
文
化
を
自
然
に
吸
収
で
き
る
こ
と

で
す
。
高
校
か
大
学
時
代
に
１
〜
２
年
間
、
海
外
に
留
学
す

る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
高
校
に
入
れ
ば
ネ
イ

テ
ィ
ブ
な
英
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
の
息
子
は
、

高
校
時
代
に
２
年
間
ほ
ど
日
本
に
留
学
し
啓
明
学
園
で
学
ん

だ
の
で
、
父
親
の
私
よ
り
も
日
本
語
が
う
ま
い
。
し
か
も
、

日
本
の
若
者
文
化
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
笑
）。

若
い
こ
ろ
に
海
外
に
行
く
と
自
然
に
言
葉
を
覚
え
ま
す
。
教

育
面
で
は
、
高
校
で
外
国
人
教
師
が
英
語
を
教
え
れ
ば
い
い
。

発
音
が
悪
い
先
生
に
習
っ
て
は
い
い
生
徒
が
育
ち
ま
せ
ん
か

ら
、
自
然
な
英
語
が
話
せ
る
教
師
を
採
用
す
る
こ
と
で
す
。

日
本
人
は
照
れ
屋
が
多
い
の
で
、
間
違
え
る
こ
と
を
恐
れ
ま

す
が
、
生
の
英
語
に
触
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
早
く
与
え
た
ほ
う

が
い
い
と
思
い
ま
す
。

山
内　

日
本
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
聞
い
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
日
本
の
英
語
教
育
は

入
学
試
験
の
た
め
の
教
育
の
よ
う

で
す
。
文
法
な
ど
よ
り
、
も
っ
と

自
然
に
理
解
し
話
せ
る
よ
う
に
な

る
入
学
試
験
の
方
法
が
あ
れ
ば
、
高

校
の
英
語
の
教
え
方
が
変
わ
っ
て

い
く
と
思
い
ま
す
。

山
内　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
入

学
試
験
の
あ
り
方
が
変
わ
れ
ば
、
英

語
教
育
も
大
き
く
変
わ
る
で
し
ょ

う
ね
。
こ
れ
は
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
す
。

山
内　

先
生
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
は
今

も
非
常
に
有
益
な
著
作
で
す
が
、
私
は
特
に
日
本
社
会
の
特

質
を
「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
心
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。「
フ
ェ

ア
・
シ
ェ
ア
」
と
い
う
特
性
の
お
か
げ
で
、
日
本
で
は
、
社
会

的
に
成
果
を
上
げ
て
、
人
々
が
皆
、
水
準
の
高
い
暮
ら
し
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
よ
い
面
で
す
。
逆
に
そ
れ

が
仇
と
な
り
、「
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
を
し
な
い
と

い
け
な
い
」
と
い
う
場
合
で
も
、
な
か
な
か
そ
れ
が
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
二
つ
の
絡
み
合
い
が
日
本
を
つ
く
っ
て
い
る
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。「
フ
ェ
ア
・
シ
ェ
ア
」
は

い
い
面
が
あ
り
ま
す
。
社
長
の
月
給
と
社
員
の
月
給
の
差
が

中
国
で
は
１
０
０
倍
、
ア
メ
リ
カ
で
も
社
長
と
社
員
と
で
は

大
差
が
あ
り
ま
す
。
競
争
は
い
い
の
で
す
が
、
差
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
い
ほ
う
が
い
い
。

山
内　

日
本
に
は
多
く
の
い
い
点
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

欠
点
も
あ
り
ま
す
。
他
国
に
学
び
な
が
ら
、
欠
点
を
直
す
こ

と
が
重
要
で
す
。
日
本
は
今
、
国
債
発
行
累
計
額
は
大
き
い

し
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
人
々
が
不
安
を
抱
え
る
、
危
な

い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
日
本
が
今
、
す
べ
き
こ
と
は
何
だ
と

思
い
ま
す
か
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

国
際
教
育
で
す
。
ま
ず
英
語
、
そ
し
て
外
国

の
状
況
を
学
ぶ
こ
と
。
さ
ら
に
、
日
本
の
制
度
の
問
題
が
あ
り

ま
す
。
自
民
党
は
55
年
体
制
が
崩
れ
た
と
き
に
新
し
い
制
度

を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
言
う
は
易
く
で
、

実
現
す
る
の
は
大
変
で
す
が
、
大
胆
に
新
し
い
制
度
を
構
築

す
べ
き
で
す
ね
。
日
本
は
、
明
治
時
代
と
終
戦
直
後
に
は
新

し
い
制
度
を
多
く
取
り
入
れ
る
覚
悟
を
し
ま
し
た
。
今
の
時

代
に
必
要
な
の
は
、
政
党
政
治
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
構
築
し

て
い
く
こ
と
で
す
。

山
内　

こ
れ
ま
で
の
お
話
を
踏
ま
え
て
、
社
会
科
学
の
総
合

大
学
と
い
う
特
色
が
あ
る
一
橋
大
学
で
学
ぶ
学
生
に
、
ア
ド

バ
イ
ス
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ヴ
ォ
ー
ゲ
ル　

ま
ず
、
学
生
に
は
歴
史
と
政
治
の
比
較
文
化

を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
学
ん
で
ほ
し
い
。
二
つ
目
は
、
機
会
が
あ
れ

ば
、
海
外
に
行
き
外
国
人
と
接
触
し
て
ほ
し
い
。
外
国
語
を

勉
強
し
て
か
ら
海
外
に
行
く
こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
、
ど
の

よ
う
な
仕
事
で
も
一
生
懸
命
取
り
組
む
こ
と
。
そ
し
て
そ
の

仕
事
で
力
を
つ
け
て
、
よ
り
よ
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
目
指
し
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
が
、
年
配
の
外
国
人
か
ら

の
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

山
内　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

明
治
維
新
、

終
戦
後
に
続
く
変
革
の
と
き

一
橋
大
生
へ
の
三
つ
の
ア
ド
バ
イ
ス
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一
橋
大
学
の
使
命
は
単
に
現
在
の
社
会
に
適
合
し
た
能
力
を
持
つ

人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
超
え
た
、
社
会

の
あ
り
方
を
考
え
、
よ
り
よ
い
社
会
の
形
成
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
よ

う
な
質
の
高
い
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
大
学
は
、
学
生
自
身
が
自
分
を
鍛
え
、
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
ら

れ
る
よ
う
環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
皆
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
勉
強
や
部
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
何
を
す
る
に
し

て
も
、
大
学
の
４
年
間
で
、
自
分
の
姿
勢
、
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
４
年
間
は
、

皆
さ
ん
自
身
の
人
格
を
つ
く
り
あ
げ
る
う
え
で
も
っ
と
も
大
切
な
時

期
で
す
。
こ
の
時
期
に
、
知
的
な
面
、
肉
体
的
な
面
、
社
会
関
係
的

な
面
…
…
な
ど
、
生
き
て
い
く
う
え
で
必
要
な
ス
タ
イ
ル
を
、
意
識

的
に
つ
く
る
努
力
を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
の
変
化
は
激

し
く
、
外
海
は
荒
海
で
す
。
し
か
し
環
境
が
変
わ
っ
て
も
、
自
分
の
ス

タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
れ
ば
、
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

よ
く
「
自
分
探
し
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
、
自
分
は

探
し
て
も
見
つ
か
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
あ
る
自
分
を
出
発

点
と
し
て
、「
こ
う
あ
り
た
い
」
と
信
念
を
持
ち
行
動
す
る
こ
と
で
、

結
果
と
し
て
自
分
が
み
え
て
く
る
の
で
す
。

　

大
学
は
高
校
ま
で
と
は
違
っ
て
、
自
由
に
使
え
る
時
間
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
大
学
生
は
自
由
に
使
え
る
時
間
が
圧
倒
的
に
多
い
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
単
位
を
取
る
た
め
の
学
習
は
必
要
で
す
。
そ
れ

で
も
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
時
間
が
あ
り
ま
す
し
、
何
よ
り
選
択
の
自

由
が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
に
お
い
て
参
加
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
自
律
的
に
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

大
学
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
勉
強
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
し
、
全
国

か
ら
優
れ
た
学
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
仲
間
た
ち

と
と
も
に
日
々
を
過
ご
す
こ
と
で
、
刺
激
を
受
け
、
影
響
を
受
け
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
も
、
自
分
な
り

の
選
択
を
行
い
、
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
意
識
す
る
４
年
間
に
し
て
く

だ
さ
い
。
自
由
な
時
間
を
使
っ
て
本
を
読
ん
だ
り
、
映
画
や
舞
台
を

観
た
り
、
音
楽
を
聴
い
た
り
す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

何
を
す
る
に
し
て
も
た
だ
漫
然
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
行
動

を
意
識
し
、
確
認
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　

大
学
の
４
年
間
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
日
一
日
を

大
切
に
過
ご
し
て
、
自
分
の
将
来
の
た
め
に
、
人
生
の
基
盤
と
な
る

独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
築
き
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。（
談
）

新

入

生

へ

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

一橋大学長
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自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
ス
タ
イ
ル
を

大
学
の
４
年
間
で
つ
く
り
あ
げ
て
ほ
し
い



　

優
れ
た
経
営
者
に
お
目
に
か
か
っ
て
本

当
に
驚
く
の
は
、
社
会
科
学
の
ロ
ジ
ッ
ク

を
き
わ
め
て
大
切
に
し
て
い
て
、
本
当
に

ロ
ジ
カ
ル
に
経
営
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
多
く
の
優
れ
た
経
営
者
と
お
会
い
し
て
、
優
秀
な
学
者

に
な
る
に
も
、
よ
き
経
営
者
に
な
る
に
も
、
ベ
ー
ス
は
同
じ
だ
と
強

く
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
学
生
時
代
に
い
か
に
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
か
。
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
に

進
む
に
せ
よ
、
こ
れ
が
重
要
な
土
台
に
な
り
ま
す
。
人
間
は
経
験

か
ら
学
び
ま
す
が
、
バ
イ
ア
ス
が
か
か
ら
な
い
経
験
か
ら
の
学
び
方

を
身
に
つ
け
る
の
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
訓
練
な
の
で
す
。

　

社
会
科
学
の
論
理
的
な
思
考
力
を
も
っ
て
、
同
時
に
世
界
に
働

き
か
け
る
積
極
性
も
重
要
で
す
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
得
た
も
の
を
使

い
な
が
ら
、
分
析
的
に
考
え
、
行
動
す
る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
根

拠
の
あ
る
自
信
を
持
て
る
よ
う
に
な
り
、
積
極
的
に
新
し
い
こ
と
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
勇
気
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

外
界
に
向
け
て
積
極
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
典
型
的
な
機
会

の
一つ
は
留
学
で
す
。
商
学
部
で
は
、
２
０
１
２
年
の
冬
学
期
か
ら
、

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
を
教
師
に
迎
え
、
英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
授
業
を
開
講
し
ま
す
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も

の
を
身
に
つ
け
る
努
力
と
外
に
向
け
て
働
き
か
け
る
姿
勢
─
─
こ

の
二
つ
が
同
時
に
備
わ
っ
た
と
き
、
人
は
成
長
し
ま
す
。
留
学
は
、

そ
の
き
っ
か
け
の
一つ
に
な
り
ま
す
。

　

入
学
し
た
ら
ま
ず
、
本
を
買
い
あ
さ
り
、
新
聞
を
読
み
、
世
界

に
対
す
る
関
心
を
自
分
の
心
の
中
で
育
ん
で
下
さ
い
。
世
界
に
対
す

る
強
い
関
心
と
良
質
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
も
っ
て
世

界
に
働
き
か
け
、
知
的
に
大
き
く
成
長
し
、
一
生
成
長
し
て
い
け
る

力
量
の
基
盤
を
構
築
し
て
下
さ
い
。（
談
）

　

入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
経
済

学
部
に
入
学
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
ま
ず
、
少
し

長
い
目
で
み
て
こ
れ
か
ら
大
学
で
自
分
が
何

を
学
び
、
何
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
、
じ
っ

く
り
プ
ラ
ン
を
練
っ
て
く
だ
さ
い
。
経
済
学
は
、人
々
が
よ
り
幸
せ
に
暮

ら
せ
る
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
た
め
の
学
問
で
す
。
そ
の
対
象

は
、
震
災
か
ら
の
復
興
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
人
口
の
高
齢
化
、地

球
環
境
と
い
っ
た
「
大
き
な
社
会
」
の
問
題
か
ら
、
企
業
組
織
を
ど
の

よ
う
に
つ
く
る
べ
き
か
、
公
平
で
効
率
的
な
学
校
選
択
の
仕
組
み
は
何

か
と
い
っ
た「
小
さ
な
社
会
」の
身
近
な
問
題
ま
で
、
幅
広
く
カ
バ
ー
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
生
き
、
何
ら
か
の
貢
献
を

果
た
す
た
め
に
、経
済
学
の
考
え
方
が
大
い
に
役
立
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

経
済
学
は
、
理
論
の
構
築
と
デ
ー
タ
や
資
料
に
よ
る
検
証
と
い
う

科
学
的
な
方
法
を
と
る
の
で
、
そ
の
習
得
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

本
学
部
の
体
系
的
・
段
階
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
活
か
し
て
、
基
礎
か

ら
高
度
な
レ
ベ
ル
ま
で
知
識
と
分
析
力
を
着
実
に
高
め
て
い
っ
て
く
だ

さ
い
。
学
び
始
め
は
基
礎
的
な
こ
と
が
多
く
て
も
、
勉
強
を
続
け
て
い

る
と
、
や
が
て
面
白
い
経
済
問
題
を
自
分
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
本
学
部
に
は
ま
た
、
世
界
レ
ベ
ル
で
先
端
的
研
究
を

行
っ
て
い
る
教
員
が
多
数
い
ま
す
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
や
講
義
の
な
か
で
、

研
究
者
が
未
知
の
問
題
に
取
り
組
む
姿
勢
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を

身
に
つ
け
る
機
会
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
留
学
制

度
や
「
学
部
・
大
学
院
５
年
一
貫
教
育
シ
ス
テ
ム
」（
５
年
間
で
経
済
学

士
だ
け
で
な
く
経
済
学
修
士
も
取
得
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
な
ど
で

い
っ
そ
う
研
鑽
を
積
む
機
会
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
狭
い
私
的
利
益
の
追
求
で
は
な
く
、
社

会
復
興
や
地
球
環
境
改
善
な
ど
の
社
会
的
利
益
に
貢
献
す
る
企
業
が

成
長
す
る
時
代
で
す
。
大
き
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
つ
つ
、
日
々
小
さ

な
努
力
を
積
み
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
貢
献
の
道

を
見
つ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

一
橋
大
学
法
学
部
は
定
員
一
七
〇

人
、
全
国
の
大
学
法
学
部
で
も
小
さ

い
ほ
う
で
す
。
し
か
し
、
優
れ
た
教
員

が
多
く
、
少
人
数
教
育
で
そ
う
し
た

先
生
方
と
直
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
メ
リ
ッ
ト
を

活
か
し
て
、
先
生
を
利
用
し
尽
く
し
て
く
だ
さ
い
。

　

法
学
や
国
際
政
治
学
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
扱
う
学

問
で
す
。
歯
ご
た
え
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
に
と
っ

て
は
相
手
に
と
っ
て
不
足
の
な
い
学
問
と
い
え
ま
す
。
重
要
な

の
は
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
広
く
関
心
を
持
っ
て
鋭
敏

な
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
す
こ
と
。
そ
し
て
、
国
内
に
限
ら
ず

世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
目
配
り
を
す
る
こ
と
で
す
。

　

高
校
で
の
勉
強
は
、
受
験
を
控
え
て
い
る
た
め
、
ど
う
し
て

も
一
定
レ
ベ
ル
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ

が
ち
で
す
。
し
か
し
、
大
学
か
ら
の
学
び
に
は
、
そ
の
先
に
天

井
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
で
も
や
っ
て
行
け
ま
す
。
と
い

う
よ
り
、
や
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
こ
の
く
ら

い
で
い
い
だ
ろ
う
」
と
、
勝
手
に
自
分
で
限
界
を
つ
く
っ
て
妥

協
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り
高
い
ス
テ
ー
ジ
で
活
躍
で

き
る
自
分
を
意
識
し
て
く
だ
さ
い
。

　

欲
張
り
な
要
求
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
幅
広
い
領
域
に
関
心

を
持
っ
て
、
し
か
も
天
井
を
設
け
ず
に
突
き
詰
め
て
勉
強
を
し

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
知
的
な
基
礎
体
力

を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
に
出
た
と
き
必
ず
役
立
つ
こ
と

な
の
で
す
。（
談
）

商
学
部
・
商
学
研
究
科

経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科

法
学
部
・
法
学
研
究
科

新 入 生 へ の メ ッ セ ー ジ

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
訓
練
と

外
に
働
き
か
け
る
姿
勢
が
人
を
成
長
さ
せ
る

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
問
題
を

解
く
カ
ギ
と
な
る
学
び

商
学
部
長
・
商
学
研
究
科
長  

沼
上  

幹

経
済
学
部
長
・
経
済
学
研
究
科
長  

蓼
沼
宏
一

幅
広
い
領
域
に
関
心
を
持
ち

天
井
を
設
け
ず
に
学
び
続
け
る

法
学
部
長
・
法
学
研
究
科
長  

山
部
俊
文
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新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
強
い
覚
悟

と
高
い
志
を
持
っ
て
国
立
駅
に
降
り

立
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
橋
大
学
の
門
の
先
に
は
必
ず
し
も
期
待
し
て
い
た

光
景
が
見
あ
た
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
社
会
学

部
で
は
１
年
次
に
学
部
科
目
は
少
な
く
、
ゼ
ミ
参
加
も
選
択
制

で
す
。
挑
戦
し
が
い
の
あ
る
課
題
が
学
部
の
ほ
う
か
ら
明
示
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
、い
つ
か
皆
さ
ん
が
自
分
の
課
題
を
見
つ
け
て
、
そ

の
何
ら
か
の
解
決
を
学
問
的
に
行
う
作
業
を
成
し
遂
げ
て
巣

立
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
や
り
が
い
の
あ
る
課

題
に
、
何
ら
か
の
社
会
科
学
的
方
法
論
を
駆
使
し
て
取
り
組
ん

だ
卒
論
作
成
の
経
験
は
、
後
に
社
会
人
と
し
て
立
ち
向
か
う
多

く
の
難
題
を
解
決
す
る
基
盤
的
な
力
と
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
新
入
生
の
前
に
は
多
様
な
共
通
教
育
科
目
が
雑
然

と
置
か
れ
、
２
年
次
に
な
っ
て
も
学
部
基
礎
科
目
が
散
在
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
好

き
と
思
え
る
学
問
や
ゼ
ミ
を
選
ぶ
ま
で
の
経
路
は
残
念
な
が
ら

明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
山
道
だ
っ
た
り
足
跡
が
と
ぎ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ゼ
ミ
に
入
る
前
に

誘
惑
の
脇
道
に
そ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
学
生
生
活
に
お
い
て

と
て
も
大
切
な
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
を
見
つ
け
て
歩
み
出
す
ま
で
、
着
実
に
し
た
た
か
に
、

自
分
を
律
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
れ
が
今
の

私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

　

新
入
生
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響

を
乗
り
越
え
て
入
学
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
災

害
を
直
視
す
る
勇
気
を
持
ち
続
け
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
勇
気
は
空
っ
ぽ
の
な
か
か
ら
は
出

て
き
ま
せ
ん
。「
知
性
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
意
志
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
知
性
は
現
実
を
直
視
す
る
力

で
あ
り
、
意
志
は
未
来
へ
の
希
望
で
す
。
勇
気
の
源
と
な
る
こ

れ
ら
の
力
を
養
う
の
が
、
大
学
や
大
学
院
で
す
。
入
学
す
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
時
間
を
い
っ
た
ん
ゼ
ロ
に
巻
き
戻
し
て
新

し
い
時
間
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
大
学

に
は
そ
の
前
後
の
時
間
と
は
違
っ
た
自
由
な
時
間
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
大
切
に
し
て
有
効
に
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
で
い
え
ば
、
自
分
た
ち
を
引
っ
張
っ
て

く
れ
る
リ
ー
ダ
ー
を
求
め
る
よ
り
、
小
さ
な
こ
と
で
も
自
分
が

で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、

「
こ
れ
は
私
に
任
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
、
自
分
が
力
を
発
揮
で

き
る
分
野
を
見
つ
け
る
の
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
基
本
で
す
。

大
学
は
そ
れ
を
見
つ
け
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
も
の
ご
と
を
１
０
０
年
、
２
０
０
年
、
１
０
０
０

年
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
で
と
ら
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
短
期

的
な
功
利
主
義
で
は
、
自
分
の
行
動
の
意
味
や
価
値
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

大
学
や
大
学
院
は
自
分
の
可
能
性
を
引
き
出
す
場
な
の
で

す
。（
談
）

　

ま
ず
、
ご
入
学
を
お
祝
い
申
し
上

げ
ま
す
。
い
よ
い
よ
大
人
の
仲
間
入

り
で
す
。
敷
か
れ
た
レ
ー
ル
の
上
を

歩
ん
で
い
く
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。

自
分
の
人
生
は
自
分
で
切
り
開
い
て
い
く
気
概
を
持
ち
、
つ
ね

に
次
の
３
つ
の〝W

hat

〟を〝and

〟で
考
え
て
も
ら
い
た
い
。

　
「W

hat I w
ant to do

」（
私
は
何
を
や
り
た
い
の
か
）。

「W
hat do people w

ant m
e to do

」（
私
は
何
を
期
待
さ

れ
て
い
る
の
か
）。「W

hat I can do

」（
私
に
何
が
で
き
る

の
か
）。
自
分
が
で
き
る
こ
と
で
世
の
中
の
役
に
立
つ
こ
と
は

何
か
を
模
索
し
続
け
て
い
る
と
、
自
分
の
「
や
り
た
い
」
こ

と
も
進
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

一
橋
大
学
は
、「Captains of industries

」
を
標
榜
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
で
す
。

そ
れ
に
は
、
世
界
の
、
文
化
も
価
値
観
も
違
う
人
た
ち
に
自
分

の
理
想
や
価
値
観
を
、
自
信
を
持
っ
て
話
せ
る
よ
う
な
核
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
訓
練
の
場
が
大
学
な
の
で
す
。

　

一
橋
大
学
に
は
優
秀
な
学
生
が
揃
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
お

互
い
に
学
び
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
学
部
の
壁
も

低
く
、教
員
と
学
生
と
の
垣
根
が
低
い
の
も
特
徴
で
す
。
せ
っ

か
く
で
す
か
ら
、
教
員
を
利
用
し
、
使
い
倒
す
こ
と
で
す
。

こ
ん
な
贅
沢
が
で
き
る
の
も
学
生
時
代
だ
け
で
す
。

　

な
お
、
国
際
企
業
戦
略
研
究
科
は
、
社
会
人
が
さ
ら
に
能
力

を
高
め
る
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
新
入
学
生
の
皆
さ
ん

と
、
将
来
お
会
い
す
る
日
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。（
談
）

社
会
学
部
・
社
会
学
研
究
科

言
語
社
会
研
究
科

国
際
企
業
戦
略
研
究
科

や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
る
ま
で

社
会
学
部
長
・
社
会
学
研
究
科
長  

村
田
光
二

大
震
災
後
、初
の
入
学
を
バ
ネ
に
、

自
分
の
可
能
性
を
引
き
出
そ
う

言
語
社
会
研
究
科
長  

糟
谷
啓
介

つ
ね
に
３
つ
の〝W

hat

〟を〝and

〟で
考
え
る

国
際
企
業
戦
略
研
究
科
長  

菅
野  

寛
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一
橋
大
学
経
済
研
究
所
の
代
名
詞

と
な
っ
て
い
る
の
が
長
期
経
済
統
計
で

す
。
最
近
で
は
、
総
務
省
等
と
連
携

し
て
独
自
集
計
し
た
政
府
統
計
デ
ー

タ
を
提
供
す
る
窓
口
か
つ
、
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
と
し

て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
学
界
で
も
注
目

を
浴
び
る
研
究
成
果
を
あ
げ
て
い
る
先
生
方
も
数
多
く
お
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
国
内
外
の
研
究
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
、

世
界
で
も
先
端
的
な
研
究
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

経
済
学
を
目
指
す
学
生
に
は
、
一
橋
大
学
の
伝
統
的
な
考

え
方
を
受
け
継
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
前
提

は
、「
経
済
学
に
は
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
時
代
や
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
、

経
済
政
策
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
に
正

し
い
理
論
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
対
峙
す
る
理

論
の
両
方
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
重
要
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
を
立
脚
点
と
し
て
、
自
分
の
考
え
を
加
え
る
。

そ
し
て
社
会
に
出
た
と
き
に
、
自
分
が
得
た
も
の
を
実
践
し

て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

　

経
済
研
究
所
で
は
、
学
部
生
と
直
に
関
わ
る
機
会
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
５
年
一
貫
制
度
な
ど
を
活
用

し
て
大
学
院
の
授
業
を
受
講
す
る
強
い
気
持
ち
を
持
て
ば
、

先
端
研
究
を
し
て
い
る
先
生
方
の
授
業
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
直
接
触
れ
な
く
て
も
、
経
済
研
究
所
が
培
っ
た
知
見

は
、
皆
さ
ん
の
学
び
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
す
。（
談
）

　

司
法
制
度
改
革
の
理
念
の
ひ
と
つ

は
、
実
務
経
験
や
他
分
野
を
学
ん
だ
経

験
を
持
つ
多
彩
な
法
律
家
の
創
出
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
法
科
大

学
院
入
学
者
も
学
部
卒
業
直
後
の
人
が
増
え
て
き
た
こ
と
か

ら
、
や
や
社
会
性
に
乏
し
く
な
っ
た
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

　

社
会
が
求
め
て
い
る
の
は
、
法
律
を
ツ
ー
ル
と
し
て
生
身

の
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
を
調
整
し
て
く
れ
る
実
務
家
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
基
礎
知
識
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
法
律
は

変
わ
り
ま
す
か
ら
、
重
要
な
の
は
知
識
量
で
は
な
く
、
手
持

ち
の
基
礎
知
識
を
組
み
合
わ
せ
て
妥
当
な
結
論
に
到
達
す
る

総
合
力
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
も
の
ご
と
を
俯
瞰
的
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
座
標
軸
を
持
ち
、
複
眼
思
考
を
磨
く
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
学
部
生
の
う
ち
か
ら
、
自
分
の
な
か

で
相
対
化
で
き
る
視
点
を
ど
う
身
に
つ
け
る
か
を
意
識
し
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
選
択
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
つ
い
て
積

極
的
に
学
ぶ
こ
と
が
そ
の
土
台
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
世
の
中
の
矛
盾
や
問
題
性
を
発
見
し
た
り
、
方

向
性
を
見
出
し
た
り
す
る
よ
う
な
勉
強
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
法
律
家
の
世
界
で
も
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ

ら
ず
国
際
性
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
留
学
や
語
学
研
修

の
機
会
を
持
ち
、
語
学
学
習
は
も
ち
ろ
ん
、
異
文
化
の
な
か

で
障
害
を
乗
り
越
え
る
経
験
を
し
て
お
く
と
将
来
の
た
め
に

な
り
ま
す
。
法
律
の
勉
強
は
、
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
の
ど
真

ん
中
を
勉
強
す
れ
ば
、
十
分
な
は
ず
で
す
。（
談
）

　

ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

国
際・公
共
政
策
大
学
院
（
Ｉ
Ｐ
Ｐ
）

は
専
門
職
大
学
院
と
し
て
、
公
共
政

策
に
お
け
る
高
度
職
業
専
門
人
の
養

成
を
使
命
と
し
て
い
ま
す
。
学
生
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
さ

ま
ざ
ま
で
、
学
部
を
卒
業
後
す
ぐ
に
入
学
す
る
学
生
も
い
れ

ば
、
社
会
経
験
を
積
ん
で
か
ら
く
る
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、

法
律
・
政
治
と
経
済
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

大
学
院
そ
の
も
の
が
異
文
化
交
流
の
場
で
、
刺
激
的
か
つ
有

意
義
な
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
学
生
の
タ
イ

プ
が
多
様
だ
か
ら
こ
そ
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
隣
人
効
果
」
が
育
ま
れ
や
す
い
学
習
環
境
が
あ
る
の
で
す
。

　

教
員
も
公
共
分
野
で
実
践
力
に
富
ん
だ
人
材
が
多
く
、
さ

ら
に
、
少
人
数
教
育
で
チ
ュ
ー
タ
ー
が
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
な
ど
、
情
熱
的
か
つ
き
め
細
か
な
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

あ
と
は
、
学
生
の
意
気
込
み
次
第
で
す
。
こ
う
し
た
環
境
を

う
ま
く
活
用
し
、
名
実
と
も
に
高
度
職
業
専
門
人
と
し
て
巣

立
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

若
い
学
生
に
と
っ
て
大
学
院
は
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

お
け
る
先
行
投
資
で
あ
り
、
勉
強
は
仕
事
だ
と
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
。
社
会
人
経
験
者
に
は
、
自
分
た
ち
の
体
験
を
客

観
視
し
て
社
会
的
意
義
を
再
認
識
す
る
機
会
と
し
て
も
ら
い

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）

経
済
研
究
所

法
科
大
学
院

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院

新 入 生 へ の メ ッ セ ー ジ

対
峙
す
る
理
論
双
方
の
理
解
の
う
え
に

自
分
の
考
え
を
加
え
る

経
済
研
究
所
長  
浅
子
和
美

も
の
ご
と
を
俯
瞰
的
に
み
ら
れ
る

座
標
軸
を
身
に
つ
け
る

法
科
大
学
院
長  

橋
本
正
博

大
学
院
は
キ
ャ
リ
ア
の
先
行
投
資
。

勉
強
を
仕
事
と
意
識
せ
よ

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
長  

佐
藤
主
光
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　国際企業戦略研究科（一橋ＩＣＳ）は、
2000年に開講して、10年以上経ちまし
た。これから大きな転換期を迎えます。
そのミッションは、国際経営戦略、金融
戦略・経営財務、経営法務の三つの職業
分野で世界に通用するビジネスパースン
を育成することです。
　その実現に向けて、2011年１月に

「BEST Alliance」を結んでいます。ＢE
＝Beijing（北京大学）、S＝Seoul（ソウ
ル国立大学）、T＝Tokyo（一橋大学）の
三つのトップクラスのビジネススクール
が提携して、アジアで、世界で通用する
人材育成を始めています。日中韓のビジ
ネスシステムを深く学び、グローバル化
した企業で活躍できる教育プログラムを
提供していきます。
　この動きを後押しするように、文部科
学省が、「キャンパス・アジア構想」を打
ち出しました。これは中国と韓国の文部
科学省のカウンターパートナーとなる官庁
と提携し、各国の大学・大学院を指定して
教育・研究面で交流を深めていこうという
ものです。日本の経営関係の大学では一
橋大学が選ばれています。たとえば、
2013年度から実施するダブルディグ
リー・プログラムでは、一橋ＩＣＳの学生
はＭＢＡプログラムの２年目を北京大学
かソウル国立大学のどちらかで学び必要
な単位を取得すれば、二つの大学のＭＢ
Ａを同時に修了できるようになります。

「BEST Alliance」の傘の下で、研究・
教育面でより深く緊密な国際交流を進
め、国際人材の育成を進めていきます。
　さらに、「Thought Leadership」の発
信を進めていきます。日本の国際的な地
位の低下がいわれる一方で、特に東日本
大震災後は、世界のなかで日本の価値
観が受け入れられる余地がじゅうぶんあ
ると考えています。一橋大学発、日本発
のコンセプトを世界に通用する形で発信
していきます。（談）

　国際・公共政策大学院（ＩＰＰ）は、
2005年に設立し、以来、多くの学生を
社会に送り出してきました。そして
今、これまでの実績を踏まえ、総括
する時期がきているように思います。
　私の研究者としてのバックグラウ
ンドは経済学です。ＰＦＩ推進委員
会、政策仕分け（行政刷新会議）など
政府の委員として政策立案の現場に
もかかわっています。この立場を活
かして、学術と政策の乖

かい

離
り

を埋め、両
者をうまくつなげて学生に伝えてい
きたいと考えています。
　卒業生のキャリア開発については、
従来の進路に加え「新しい公共」と呼
ばれるＣＳＲ（企業の社会的責任）な
どの分野を担う人材の育成も必要に
なってきています。
　もう一つのキーワードである「国
際化」については、アジア公共政策
プログラムをはじめ英語で行うプロ
グラムを増やしていますが、さらに
国際化を進めていかなくてはなりま
せん。たとえば、中韓の政策大学院
と連携して、少子高齢化や巨大災害
対策など、今起きているアジアの課
題研究を進めていきたいと思います。
また、学生、教員を問わず、さらに
国際交流を推進する必要もあるで
しょう。特に学生には、留学時のケ
アや単位互換・学位認定など、背中
を押してあげるような仕組みづくり
が必要です。考え出すとやりたいこ
と、やらなければならないことが数
限りなくありますが、優先順位をつ
け、慎重かつ迅速に進めていきたい
と思います。（談）

　一橋大学全体は、この10年間改革
の連続で、今なお改革の途上にあると
いえます。法学部・法学研究科では、
法科大学院と国際・公共政策大学院と
いう専門職大学院の設置がありまし
た。教員と優秀な学生の努力が相

あい

俟
ま

っ
て、この二つはかなり高いレベルの成
果をあげています。今後とも、それを
維持・発展させる努力を続けて行かな
くてはなりません。
　一方で、課題も生じています。それ
は、先生方が忙しくなりすぎて、研究
活動のためのインプットの時間がなか
なか取れなくなってきたことです。さ
らに、専門職大学院の設置に関連して、
後継者たる若手研究者の育成が難しく
なってきました。今後とも教育・研究
で高いパフォーマンスを維持し、さらに
発展させるためには、研究活動の活性
化、次世代の研究者の養成は不可欠
です。その対策も意識しています。
　教員が多忙である現状にあって研
究科長としての役割は、時間的な面と
資金的な面で研究と教育を推進しやす
い環境をつくりだすための工夫をする
ことにあると考えています。それが、
研究・教育や社会活動のための力の源
泉になります。
　国際化も大きなテーマの一つです。
うまく研究に組み込む形で国際化を進
められたらよいと思っています。先生
方の多大なご努力により、「東アジア
における法の継受と創造」という日中
韓３か国のプロジェクトは大成功を収
めました。こうした機会をうまく利用
して、それぞれの研究者が研究を深
めて行くという好循環が生まれると嬉
しいですね。（談）

国際企業戦略研究科長

菅野  寛
国際・公共政策大学院長

佐藤主光
法学部長・法学研究科長

山部俊文

日中韓MBAの
国際連携により
一橋発のコンセプトを
強力に発信

「学術」と「実践」を
グローバルにつなぐ ──

「新しい公共」

専門職大学院を
次のステージへ
研究環境を整えて
国際化に対応
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大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る

特 別 企 画

原
発

原
発
の
安
全
規
制
シ
ス
テ
ム
の
改
革

法
学
研
究
科
教
授
　
高
橋  

滋

福
島
原
発
事
故
は
、

国
際
社
会
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
准
教
授
　
秋
山
信
将
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と
の
組
織
の
分
離
、
②
規
制
組
織
の
一
本
化
と
強
化
、
③

平
時
の
安
全
規
制
と
災
害
対
策
と
の
連
携
の
確
保
、
等
を

柱
と
す
る
規
制
組
織
の
改
革
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
か
つ
、

こ
の
決
定
を
具
体
化
し
、
併
せ
て
、
新
組
織
が
担
う
原
発

安
全
規
制
の
具
体
的
改
革
方
策
を
審
議
検
討
す
る
組
織
と

し
て
、
細
野
豪
志
・
原
発
担
当
大
臣
１
の
下
に
原
子
力
事
故

再
発
防
止
顧
問
会
議
（
以
下
、「
顧
問
会
議
」
と
い
う
）
が
設

置
さ
れ
、
同
会
議
の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
２
０
１
２
年
（
平

成
24
年
）
１
月
、
細
野
大
臣
は
、
次
の
よ
う
な
制
度
改
革
案

を
公
表
し
た
。
そ
れ
は
、
①
原
子
力
の
振
興
等
を
基
調
と

し
て
き
た
原
子
力
基
本
法
の
中
に
原
子
力
の
安
全
確
保
に

関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
ほ
か
、
原
発
を
規
制
す
る
原
子

炉
等
規
制
法
に
つ
い
て
、
②
最
新
知
見
に
基
づ
く
安
全
水

準
を
既
存
施
設
に
も
適
用
す
る
制
度
（
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
）

を
導
入
す
る
、③
福
島
原
発
事
故
の
よ
う
な
過
酷
事
故
（
シ

ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
）
の
対
策
を
法
的
に
事
業
者
に
義
務

づ
け
る
、
④
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
リ
ス
ク
に
対
応
す
る

た
め
「
40
年
運
転
制
限
制
」
を
導
入
す
る
、
等
で
あ
る
。

〔
４
〕
ち
な
み
に
、
筆
者
は
、
前
記
の
閣
議
決
定
に
際
し
て

〔
１
〕
今
回
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
原
子

力
発
電
所
が
重
大
な
事
故
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
の
被
害
の

深
刻
さ
を
不
幸
な
形
で
日
本
国
民
に
示
し
た
。
ま
た
、
事

故
の
経
緯
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
事
故
は
、
わ
が
国
の

原
子
力
安
全
行
政
の
信
頼
性
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
も
の

で
あ
り
、
原
子
力
施
設
の
よ
う
な
巨
大
シ
ス
テ
ム
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
技
術
的
な
能
力
と
社
会
シ
ス
テ
ム
と
を
、

日
本
社
会
ひ
い
て
は
人
類
全
体
が
そ
も
そ
も
備
え
て
い
る

か
に
つ
い
て
、
深
刻
な
再
検
証
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
筆
者
は
、
法
律
学
を
専
攻
す
る
者
で
あ
り
、

巨
大
科
学
技
術
施
設
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
と
い
う

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
専
門
家
と
し
て
発
言
す
る
立
場
に
は

な
い
。
そ
れ
は
、「
技
術
・
立
地
の
振
興
策
や
事
故
リ
ス
ク

を
反
映
さ
せ
た
『
真
の
経
済
性
』
と
い
う
見
地
か
ら
原
子

力
発
電
を
廃
止
す
べ
き
か
」
と
い
う
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

論
か
ら
の
問
題
設
定
に
対
す
る
解
答
と
い
う
点
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。

〔
２
〕
し
か
し
な
が
ら
、
事
故
後
に
あ
っ
て
も
、
民
主
党
政

権
は
、「
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
を
高
め
て
活

用
し
な
が
ら
、
依
存
度
を
下
げ
て
い
く
」「
国
内
で
の
原
発

へ
の
依
存
度
は
下
げ
つ
つ
も
、
新
興
国
等
に
対
す
る
原
子

力
技
術
の
輸
出
を
継
続
す
る
」
と
の
政
策
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
将
来
的
に
「
脱
原
発
」
が
実
現
す
る
と
し

て
も
、
そ
れ
ま
で
既
存
原
発
の
一
部
の
稼
働
が
継
続
さ
れ

る
こ
と
は
確
実
な
情
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
が
選

挙
等
を
通
じ
た
民
主
的
手
続
を
も
っ
て
変
更
さ
れ
な
い
限

り
は
、「
人
類
と
原
発
の
共
存
の
可
否
」
と
い
う
課
題
に
対

し
思
い
を
め
ぐ
ら
し
つ
つ
も
、「
現
に
あ
る
原
子
力
施
設
」

の
規
制
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
探
り
出
し
、
今
後
も
規
制

シ
ス
テ
ム
を
批
判
的
に
検
証
し
改
善
し
て
い
く
課
題
が
、

筆
者
を
含
め
た
法
学
者
、
特
に
、
行
政
法
を
専
攻
す
る
学

者
に
課
さ
れ
て
い
る
。

〔
３
〕
そ
し
て
、
こ
の
課
題
に
関
連
し
、
民
主
党
政
権
は
、
２

０
１
１
年
（
平
成
23
年
）
８
月
15
日
に
、
①
推
進
と
規
制

1 正確には、「原発事故の収束及び再発防止担当大臣」である。

法
学
研
究
科
教
授
　
高
橋  

滋

原
発

大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る

原
発
の
安
全
規
制
シ
ス
テ
ム
の
改
革

Ⅰ
は
じ
め
に
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細
野
大
臣
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
た
専
門
家
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お

い
て
意
見
を
述
べ
、
か
つ
、
顧
問
会
議
の
一
員
と
し
て
、
規

制
制
度
の
改
革
の
方
向
性
に
関
す
る
審
議
検
討
に
も
加
わ
っ

た
。
も
と
よ
り
、
筆
者
の
意
見
は
一
専
門
家
と
し
て
の
も
の

で
あ
り
、
特
に
、
合
議
体
で
あ
る
顧
問
会
議
の
報
告
書
の
中

に
は
筆
者
の
意
見
と
は
異
な
る
記
載
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
以

下
に
お
い
て
は
、
現
在
の
政
権
が
構
想
し
て
い
る
原
発
安
全

規
制
シ
ス
テ
ム
改
革
の
概
要
を
紹
介
し
つ
つ
、
更
な
る
改
善

の
た
め
の
提
言
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

〔
１
〕
２
０
１
１
年
（
平
成
23
年
）
８
月
15
日
の
閣
議
決
定
で

公
表
さ
れ
た
組
織
改
革
案
に
よ
れ
ば
、
前
記
Ⅰ
〔
３
〕
に
述

べ
た
基
本
的
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
①
商
業
用
の
原
発
を
規

制
し
て
き
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
部
門
を
、
原
子
力
発

電
の
振
興
を
担
当
す
る
経
済
産
業
省
か
ら
切
り
離
し
、
環
境

省
の
下
に
、
原
子
力
安
全
庁
（
仮
称
、
の
ち
原
子
力
規
制
庁
。

以
下
同
じ
）
を
設
け
る
、
②
同
時
に
、
原
子
力
安
全
委
員
会

が
も
っ
て
い
た
安
全
規
制
の
機
能
を
原
子
力
安
全
庁
に
一
本

化
し
、
審
議
機
関
と
し
て
原
子
力
安
全
庁
の
下
に
原
子
力
安

全
審
議
会
（
仮
称
、
の
ち
原
子
力
安

全
調
査
委
員
会
。
以
下
同
じ
）
を
設

け
る
、
③
研
究
開
発
用
の
原
子
炉
の

規
制
も
原
子
力
安
全
庁
に
一
本
化
し
、

原
子
力
災
害
対
策
の
事
務
を
担
当
さ

せ
る
、
等
で
あ
る
。

　

特
に
、
③
に
関
連
し
て
は
、
福
島

原
発
事
故
の
際
に
運
用
に
批
判
が
集

中
し
たSPEED

I

の
運
用
を
含
め
て
、

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
の
司
令
塔

の
機
能
を
原
子
力
安
全
庁
が
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

〔
２
〕
特
定
の
技
術・産
業
に
対
す
る
規
制
を
担
う
組
織
に
つ

い
て
、
技
術
・
産
業
の
振
興
を
役
割
と
す
る
組
織
か
ら
分
離

す
る
こ
と
は
、
欧
米
で
は
通
常
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

特
に
、
原
子
力
分
野
に
つ
い
て
は
、
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
）
か
ら
、
規
制
担
当
機
関
で
あ
る
原
子
力
安
全
・
保

安
院
の
独
立
に
つ
い
て
法
制
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
、
と
の
助
言
を
、
日
本
政
府
は
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
、

原
子
力
関
係
者
の
中
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
規
制
委
員

会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
に
な
ら
っ
て
、
政
府
か
ら
も
一
定
の
独
立
性

を
保
障
さ
れ
た
独
立
行
政
委
員
会
（
日
本
で
は
公
正
取
引

委
員
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
）
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
も
有
力
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
規
制
機
関
の
分
離
は
望
ま
し

い
も
の
と
考
え
て
き
た
の
で
、
環
境
省
の
下
に
外
局
と
し
て

原
子
力
安
全
庁
を
設
け
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
機
能
を
原
子
力
安

全
庁
に
一
本
化
し
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
後
継
組
織
と

し
て
、
原
子
力
安
全
審
議
会
を
設
け
る
と
い
う
、
政
府
の

当
初
の
方
針
に
対
し
て
は
、
や
や
危
う
い
も
の
を
筆
者
は

感
じ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、

独
立
行
政
委
員
会
で
は
な
く
、
内
閣
府
の
下
の
諮
問
的
組

織
で
は
あ
る
が
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
を
は
じ
め
と
し
て

原
子
力
安
全
規
制
を
担
当
す
る
機
関
を
監
視
す
る
第
三
者

機
関
と
し
て
、
あ
る
程
度
、
国
民
の
信
頼
を
得
て
き
た
。

　

確
か
に
、
政
治
主
導
を
標
榜
す
る
民
主
党
政
権
の
下
で
、

事
故
対
応
に
お
い
て
専
門
的
な
諮
問
機
関
が
果
た
し
た
役
割

は
国
民
に
は
見
え
に
く
か
っ
た
し
、
重
要
な
局
面
に
お
け
る

原
子
力
安
全
委
員
会
の
助
言
等
に
疑
問
符
が
つ
き
つ
け
ら
れ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
安
全
規

制
の
一
本
化
を
受
け
、
従
来
よ
り
も
強
力
な
権
限
を
与
え
ら

れ
る
原
子
力
安
全
庁
に
対
し
、
適
切
な
監
視
を
行
う
組
織

が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
安
全
規
制
の
適
正
・
公
正
を
確
保
す

Ⅱ
政
府
の
組
織
改
革
案
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法
に
つ
い
て
、
②
最
新
知
見
に
基
づ
く
安
全
水
準
を
既
存

施
設
に
も
適
用
す
る
制
度
（
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
）
を
導
入
す

る
、
③
福
島
原
発
事
故
の
よ
う
な
過
酷
事
故
（
シ
ビ
ア
ア
ク

シ
デ
ン
ト
）
の
対
策
を
法
的
に
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
、
④

施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
た
め
「
40
年

運
転
制
限
制
」
を
導
入
す
る
、
等
。
①
は
こ
れ
ま
で
あ
ま

り
指
摘
の
な
か
っ
た
事
項
で
あ
る
が
、
法
制
度
的
に
は
重

要
な
改
正
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
導
入

の
必
要
性
が
つ
ね
づ
ね
説
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
筆

者
も
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
処
分
事
業
に
つ
い
て
バ

ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
、
原
発
を

含
め
て
制
度
を
一
般
化
す
る
必
要
を
主
張
し
、
筆
者
が
委

員
長
代
理
を
務
め
る
特
定
放
射
性
廃
棄
物
処
分
安
全
調
査

会
（
原
子
力
安
全
委
員
会
の
専
門
分
科
会
）
が
原
子
力
安

全
委
員
会
に
対
し
同
趣
旨
の
意
見
を
答
申
し
て
、
原
子
力

安
全
委
員
会
が
こ
れ
を
了
承
し
た
経
緯
も
あ
る
。
福
島
原

発
事
故
の
前
に
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
貞
観
地
震
等
の
津
波
に
関
す
る
新
知
見
に

基
づ
く
施
設
の
安
全
対
策
の
改
善
は
事
業
者
の
法
的
な
義

務
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
時
期
に
遅
れ
た

制
度
改
革
の
感
は
あ
る
が
、
今
後
の
原
発
安
全
対
策
の
向

上
と
い
う
観
点
か
ら
不
可
欠
の
改
革
と
い
え
よ
う
。

　

③
の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て
も
、
対
策
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
策
定
と
そ
の
実
効
性
の
確
認
と
を
事
業
者
の
自
主

的
な
責
務
と
し
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
法
制

的
な
位
置
づ
け
で
は
、
実
際
の
災
害
対
応
に

は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
、
今
回
の
事
故
に

お
い
て
如
実
に
示
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
シ
ビ

ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
を
事
業
者
の
法
的
義

務
と
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
対
策
の

内
容
が
問
題
で
あ
る
し
、
事
故
が
起
き
た
際

の
対
応
が
実
効
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

る
う
え
で
新
た
な
問
題
を
招
来
し
か
ね
な
い
。
ま
た
、
原
子

力
規
制
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
う
え
で
も

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
こ
の
点
、
原
子
力
安
全
委
員
会
が
、
原

子
力
船
「
む
つ
」
の
放
射
能
漏
れ
事
故
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
核
燃
料
加

工
工
場
臨
界
事
故
等
、
問
題
が
起
き
る
た
び
に
権
限
を
強
化

さ
れ
て
き
た
経
緯
に
逆
行
す
る
感
が
払
拭
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
現
時
点
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
政
府

原
案
に
お
い
て
は
、
原
子
力
安
全
庁
に
設
置
さ
れ
る
の
は
、

審
議
会
に
す
ぎ
な
い
原
子
力
安
全
審
議
会
で
は
な
く
、
国

会
同
意
人
事
の
委
員
５
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
原
子
力
安
全

調
査
委
員
会
で
あ
り
、
同
委
員
会
は
、
法
令
に
基
づ
く
調

査
権
限
・
勧
告
権
を
付
与
さ
れ
た
第
三
者
機
関
と
し
て
の
性

格
を
維
持
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆

者
の
こ
れ
ま
で
の
意
見
が
あ
る
程
度
は
反
映
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
評
価
し
た
い
。

〔
３
〕
ち
な
み
に
、
原
子
力
安
全
委
員
会
は
原
子
力
安
全
庁

か
ら
名
称
を
変
更
さ
れ
た
原
子
力
規
制
庁
に
機
能
統
合
さ

れ
る
も
の
の
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
担
当
し
て
い

る
原
子
力
委
員
会
は
、
核
テ
ロ
対
策
、
核
物
質
の
盗
取
等

に
係
る
核
物
質
防
護
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）
を
原
子
力
規
制

庁
に
移
管
す
る
ほ
か
は
、
基
本
的
に
存
続
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
原
子
力

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
頂

点
と
し
た
一
元
的
な
政
策
的
決
定
の
下
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
さ

ら
に
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
も
、
原
発
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
計
画
、「
も
ん
じ
ゅ
」
等
の
高
速
増
殖

炉
・
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
処
分
等
の
技

術
開
発
等
、
安
全
に
密
接
に
か
か
わ
り
の
あ

る
政
策
決
定
が
原
子
力
委
員
会
に
お
い
て
行

わ
れ
て
き
た
。
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
原

子
力
委
員
会
が
基
本
的
に
定
め
た
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
振

興
策
の
枠
組
み
の
中
で
、
具
体
の
安
全
規
制
の
実
施
に
つ

い
て
の
み
を
監
視
す
る
役
割
に
と
ど
め
ら
れ
て
き
た
。
振

興
と
規
制
の
分
離
を
明
確
に
す
る
な
ら
ば
、
原
子
力
安
全

に
責
任
の
あ
る
機
関
（
今
後
は
原
子
力
規
制
庁
）
が
、
原

子
力
安
全
の
面
か
ら
、
原
子
力
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る

政
府
部
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
決
定
に
必
要
な
意
見
を
述

べ
、
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
体
制
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
政
府
の
改
革
案

に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
今
後
の
重
要
な

改
革
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

〔
１
〕
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
２
０
１
２
年
（
平

成
24
年
）
１
月
、
細
野
大
臣
が
公
表
し
た
規
制
制
度
の
改
革

案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
原
子
力
の
振
興
等
を

基
調
と
し
て
き
た
原
子
力
基
本
法
の
中
に
原
子
力
の
安
全

確
保
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
ほ
か
、
原
子
炉
等
規
制

大震災からの復興を考える 原発

Ⅲ
政
府
の
規
制
改
革
案
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な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
様
々
な
タ
イ
プ

の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
想
定
し
た
原
子

力
防
災
訓
練
の
実
施
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
何
よ
り
も
肝
要
な
こ
と
は
、
今
回
の
経

験
を
風
化
さ
せ
ず
、
緊
張
感
を
継
続
し
て
原
子
力
防
災
体

制
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
④
に
つ
い
て
で
あ

る
。
福
島
第
一
原
発
の
１
号
機
、
２
号
機
等
は
初
期
に
建
設

さ
れ
た
原
発
で
あ
り
、
安
全
設
計
上
も
様
々
な
問
題
点
を
含

ん
で
い
た
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特

に
、
経
年
劣
化
に
よ
る
リ
ス
ク
の
増
大
に
対
処
す
る
う
え
で
、

「
40
年
運
転
制
限
制
」
は
あ
る
程
度
有
効
な
対
策
と
い
え
よ

う
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
外
と
し
て
の
運
転

延
長
を
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
認
め
る
か
が
問
題
で
あ

り
、
原
子
力
規
制
庁
が
発
足
し
た
後
に
策
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
具
体
的
基
準
の
内
容
に
注
目
し
た
い
。

〔
２
〕
以
上
の
４
点
以
外
に
も
、
⑤
災
害
発
生
時
に
国
民
の

生
命
・
健
康
を
守
る
た
め
、
災
害
発
生
施
設
に
対
し
て
国
が

必
要
な
規
制
措
置
を
別
途
発
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

を
設
け
る
こ
と
、
⑥
商
業
用
原
発
の
安
全
規
制
に
つ
い
て

は
、
原
子
炉
等
規
制
法
と
電
気
事
業
法
と
の
二
つ
の
法
律

に
分
か
れ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
の
を
改
め
、
原
子
炉
等
規

制
法
に
一
本
化
す
る
こ
と
、
等
の
改
正
が
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
特
に
、
⑥
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度

は
、「
成
熟
し
た
軽
水
炉
技
術
を
使
用
す
る
商
業
用
原
発
は
、

原
子
炉
特
有
の
視
点
に
限
っ
て
原
子
炉
等
規
制
法
に
委
ね

れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
発
電
タ
ー
ビ
ン
・
配
管
等
の
水

力
・
火
力
に
共
通
す
る
技
術
に
つ
い
て
は
、
既
存
技
術
を
用

い
た
発
電
所
に
適
用
さ
れ
る
電
気
事
業
法
を
適
用
す
れ
ば

十
分
で
あ
る
」
と
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
発
電
タ
ー
ビ
ン
や
そ
の
他
の
保
守
設
備

も
究
極
的
に
は
原
発
の
安
全
性
確
保
に
直
結
す
る
重
要
な

役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
考

え
方
は
、
原
子
力
発
電
が
伝
統
的
技
術
に
比
較
し
て
新
し

い
も
の
で
あ
る
点
を
軽
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
⑥
の
改
正
も
適
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

〔
１
〕
行
政
法
の
研
究
を
筆
者
が
大
学
院
に
お
い
て
始
め
た

時
期
は
、
原
子
力
発
電
の
安
全
性
等
に
懐
疑
的
な
見
解
が
一

部
に
有
力
な
も
の
と
な
り
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
発
事
故
も

起
き
て
、
日
本
の
各
地
の
裁
判
所
に
原
発
訴
訟
が
係
属
し
て

い
た
。
そ
の
中
で
、
原
子
炉
等
規
制
法
の
原
発
許
可
要
件
で

あ
る
「
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
」
と
い
う
要
件
を
事
業

者
の
申
請
が
み
た
し
て
い
る
と
行
政
庁
が
判
断
し
た
場
合

に
、
そ
の
判
断
の
合
理
性
を
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
形
で
チ

ェ
ッ
ク
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
裁
判
・
学
説
上
、
活
発

な
議
論
を
呼
ん
で
い
た
。
原
子
力
行
政
の
法
律
問
題
に
関
す

る
研
究
に
筆
者
が
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
は
も
と
よ

り
、
高
裁
・
地
裁
の
レ
ベ
ル
を
含
め
て
も
、
民
事
訴
訟
（
電

気
事
業
者
を
被
告
と
す
る
運
転
差
止
等
の
訴
訟
）・
行
政
訴

訟
（
原
子
炉
設
置
許
可
取
消
訴
訟
等
）
を
含
め
、
原
告
で

あ
る
周
辺
住
民
が
勝
訴
し
た
事
例
は
地
裁
と
高
裁
に
そ
れ

ぞ
れ
一
例
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
判
決
も
上
級

審
で
取
り
消
さ
れ
、
原
告
敗
訴
が
確
定
し
て
い
る
。２

　

そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
裁
判
所
の
姿
勢
が
行

政
追
随
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
の
指
摘
は

あ
る
も
の
の
、
原
子
力
安
全・保
安
院
と
原
子

力
安
全
委
員
会
と
が
二
重
に
事
業
者
の
安
全

対
策
の
妥
当
性
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
原
子
力
研

究
開
発
機
構
等
の
技
術
開
発
、
原
子
力
安
全

基
盤
機
構
等
の
安
全
研
究
等
が
巨
額
の
予
算

を
投
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
裁
判
所
の
信
頼
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
ま
い
。

〔
２
〕
し
か
し
な
が
ら
、
①
想
定
を
超
え
る
地
震
・
津
波
の

影
響
を
受
け
る
現
実
的
な
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
へ
の
対
応
を
怠
っ
た
事
業
者
、
②
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
ト
体

制
の
欠
落
等
、
法
制
度
の
不
備
は
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
積

極
的
に
改
善
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
か
つ
、
前
記
の
事
業
者
の

対
応
を
是
と
し
た
安
全
規
制
組
織
の
対
応
、
③SPEED

I

に

よ
る
情
報
を
活
用
せ
ず
、
事
態
へ
の
機
敏
さ
に
欠
け
た
事
故

対
応
等
は
、
国
民
は
も
と
よ
り
、
前
記
の
よ
う
な
裁
判
官

の
信
頼
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
、
運
転
休
止
中
の
原
発
の
再
稼
働
差
止
訴

訟
が
す
で
に
各
地
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
ど
の

よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
る
か
、
裁
判
の
行
方
に
筆
者
は
注

目
し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
国
に
よ
る
原
発
安
全
規
制
の
シ
ス
テ
ム
改
革

に
つ
い
て
紹
介
し
、
基
本
的
に
こ
れ
を
評
価
し
つ
つ
も
、

さ
ら
な
る
改
革
課
題
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、「
行
政
も
無

謬
で
な
い
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
が
、
今

回
の
事
故
で
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
原
発
安
全
規
制
上
の

行
政
判
断
の
裁
判
的
統
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
再
度
、

見
直
し
て
み
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

2「もんじゅ」原子炉放置許可処分無効等請求事件差戻後控訴審判決名古屋高裁金沢支判平成15年1月27日判例時報1818号3頁、同上告審判決最
判平成17年5月30日民集59巻4号671頁。志賀原子力発電所２号機建設差止請求事件第一審金沢地判平成18年3月24日判例時報1930号25頁、
同控訴審名古屋高裁金沢支判平成21年3月18日判例時報2045号3頁、同上告審決定最決平成22年10月28日（判例集未登載）。
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９
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の
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、
１
９
９
８
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「
福
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と
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。

Ⅳ
お
わ
り
に
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東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
史
上

最
悪
レ
ベ
ル
の
原
発
事
故
と
し
て
、
国
際
的
に
も
非
常
に

大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
１
９
８
６
年
の
チ
ェ
ル
ノ

ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
際
は
、
ソ
連
当
局
（
当
時
）
が
事
故

を
よ
う
や
く
公
表
し
た
の
は
２
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
回
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
当
時
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
情
報
化
が
進
展
し
、
世
界
中
の
多
く
の
人

た
ち
が
福
島
原
発
の
水
素
爆
発
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

を
通
じ
て
オ
ン
タ
イ
ム
で
目
撃
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
等
で
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
直
後
か
ら
日
本
か
ら
届
く
食
料
品
な
ど

は
、
福
島
近
辺
の
産
物
で
な
く
と
も
放
射
性
物
質
で
汚
染

さ
れ
て
い
る
か
ら
入
国
を
拒
否
す
る
と
い
う
反
応
が
一
斉

に
生
じ
た
。
ま
た
、
日
本
と
い
う
技
術
大
国
で
も
防
げ
な

か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
原
子
力
利
用
技
術
へ
の

信
頼
性
を
揺
る
が
す
事
態
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
事
故
は
、
こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
持
っ
て
い
る
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、
事

故
が
起
き
て
ま
だ
１
年
も
経
過
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ

か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
部
分

が
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
故
直
後
か
ら
こ
れ
ま
で

に
起
き
た
事
象
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
事
象
、
あ
る
い

は
将
来
に
お
い
て
予
測
が
つ
く
事
象
を
考
察
し
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

　

ま
ず
は
「
脱
原
発
」
へ
の
影
響
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
２

０
１
１
年
３
月
15
日
に
旧
型
原
発
７
基
の
停
止
、
原
発
稼

動
期
間
延
長
の
棚
上
げ
、
３
か
月
間
の
考
慮
期
間
（
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
）
を
発
表
。
そ
し
て
５
月
30
日
に
、
２
０
２
２

年
ま
で
に
段
階
的
に
原
発
を
廃
止
し
て
い
く
方
針
を
打
ち

出
し
た
。

　

ま
た
、
ス
イ
ス
も
５
月
25
日
に
原
発
の
段
階
的
廃
止
を

決
め
た
。
こ
の
ほ
か
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
タ
イ
が

脱
原
発
の
構
え
を
み
せ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
脱
原
発
の
動
き
は
必
ず
し
も
急
速
な
広
が
り

を
み
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
世
界
を
見
渡
す
と
原
発

を
維
持
す
る
と
い
う
国
の
ほ
う
が
実
は
は
る
か
に
多
い
の

で
あ
る
。
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、中
国
、フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
「
慎
重
だ
が
維
持
」、
ア

国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
准
教
授
　
秋
山
信
将

原
発

大
震
災
か
ら
の
復
興
を
考
え
る

福
島
原
発
事
故
は
、

国
際
社
会
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か

「
原
発
維
持
」の

国
の
ほ
う
が
多
い
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メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、
イ
ン

ド
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ト
ル
コ
、
ヨ
ル
ダ
ン
な
ど
は
従
来
の
原
発

計
画
を
維
持
す
る
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。「
フ
ク
シ
マ
は

大
き
な
事
故
だ
ろ
う
が
、
自
国
に
お
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

確
保
の
た
め
に
は
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と

だ
。
た
だ
し
、
原
発
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
各
国
内
で
今
回

の
よ
う
な
事
故
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
が
条
件
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
市
民
が
原
発
に
対
し
て

よ
り
慎
重
に
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

今
回
の
事
故
は
、
欧
米
で
原
子
力
発
電
の
再
評
価
が
進

み
、
新
興
国
が
原
発
導
入
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
る
「
原

子
力
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
国
際
的
な
ト
レ

ン
ド
の
な
か
で
起
き
た
。
原
発
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
国
々

の
な
か
に
は
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性
を
本
当
に
管
理
で

き
る
能
力
が
あ
る
の
か
疑
問
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
新
興
国
、

途
上
国
も
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
懸
念
は

持
た
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
懸
念
を
共
有
し
対
策
を

講
じ
る
こ
と
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
福
島
原
発
の
事
故
を
受
け
て
、
国
際
社
会
は
よ
り

真
剣
に
こ
の
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
隣

国
で
事
故
が
起
こ
る
と
い
う
リ
ス
ク
は
つ
ね
に
拭
い
切
れ

ず
、
国
際
協
力
を
通
じ
た
相
互
も
し
く
は
多
国
間
監
視
な

ど
の
方
策
が
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
原
発
の
安
全
強
化
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
枠
組
み
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
実
は
、
１
９
７
９
年
に
ス
リ
ー
マ

イ
ル
・
ア
イ
ラ
ン
ド
、
１
９
８
６
年
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
と

い
う
シ
ビ
ア
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
こ
り
、
今
後
も
起
こ
り

得
る
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
リ
ス

ク
対
策
は
核
不
拡
散
ほ
ど
に
は
強
化
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

は
国
家
主
権
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
一
義
的
に
原
発
の

安
全
性
は
各
国
が
責
任
を
持
つ
べ
き
と
さ
れ
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

（
国
際
原
子
力
機
関
）
の
権
限
が
限
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

環
境
問
題
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
た
２
０
０
８
年

の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
、
原
発
推
進
の
前
提
と
し
て
、
日
本

政
府
は
「
３
Ｓ
」（
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｇ
ｕ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
：
保
障
措
置
、

Ｓ
ｅ
ｃ
ｕ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
：
防
護
、
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｔ
ｙ
：
安
全
）
と

い
う
三
つ
の
概
念
を
一
体
化
し
て
規
制
を
強
化
す
る
必
要

性
を
提
案
し
た
（「
３
Ｓ
に
立
脚
し
た
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー

基
盤
整
備
に
関
す
る
国
際
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」）。「
３
Ｓ
」

で
は
、
原
子
力
施
設
の
安
全
性
の
向
上
に
お
け
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

の
役
割
の
拡
大
も
期
待
さ
れ
る
が
、
実
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
権
限

を
持
ち
各
国
に
憲
章
上
、
協
定
上
の
義
務
を
課
す
こ
と
が
で

き
る
の
は
「
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｇ
ｕ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
」
だ
け
で
あ
り
、
ほ

か
の
２
要
素
は
〝
勧
告
〟
に
止
ま
る
権
限
し
か
持
ち
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
経
緯
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
い
う
国
際
機
関
が

原
子
力
安
全
強
化
に
お
け
る

レ
ジ
ー
ム
の
弱
さ
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ビ
ュ
ー
を
自
主
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
く
推
奨
す
る
」

と
い
う
表
現
に
弱
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
今
回
の
よ
う
な
重
大
な
事
故
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
世
界
共
通
の
事
故
防
止
措
置
が
義
務
的
に
講
じ
ら
れ
る

と
い
う
方
向
に
は
必
ず
し
も
向
い
て
い
な
い
の
だ
。
安
全
性

を
強
化
す
る
と
い
う
方
向
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
を
多
国
間
共
通
の
取
り
組
み
と
す
べ
き
と
い
う
意

見
は
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
想
は
あ
っ
て

権
限
を
も
っ
て
何
ら
か
の
規
制
を
強
化
す
る
と
い
っ
た
こ
と

は
考
え
に
く
か
っ
た
。
核
不
拡
散
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ

（
核
兵
器
不
拡
散
条
約
）
と
い
う
明
確
な
法
的
義
務
が
機
能

し
て
い
る
が
、
原
発
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
安
全
基
準

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
従
っ
た

ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
（
専
門
家
に
よ
る
相
互
検
査
）
に
よ
り
改

善
点
が
指
摘
さ
れ
た
と
し
て
も
、
各
国
に
お
け
る
そ
の
実
行

に
は
法
的
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

２
０
０
９
年
に
ア
メ
リ
カ
の
オ
バ
マ
大
統
領
は
プ
ラ
ハ

で
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
に
も
つ
な
が
っ
た
「
核
な
き
世

界
」
へ
の
演
説
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
核
兵
器
の
廃
絶
を
訴

え
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
よ
り
重

要
な
の
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
核
兵
器
に
か
か
わ
る
こ
と
を

断
ち
切
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
リ
ス
ク
を
ど
の
よ
う
に
減

ら
し
て
い
く
か
が
国
際
社
会
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
オ

バ
マ
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
２
０
１
０
年
に
は
ア
メ
リ
カ
で
第
１
回
の
「
核

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
た
。
核
不
拡
散

へ
の
取
り
組
み
は
も
と
も
と
あ
っ
た
が
、
９
・
11
以
降
は
非

国
家
主
体
を
通
じ
て
核
兵
器
の
基
と
な
る
物
資
が
拡
散
し

た
り
、
非
国
家
主
体
そ
の
も
の
が
核
兵
器
を
保
有
す
る
リ

ス
ク
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
と
い
う
問
題
意

識
が
よ
り
強
化
さ
れ
、
核
物
質
を
防
護
す
る
「
Ｓ
ｅ
ｃ
ｕ

ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
核
兵
器
不
拡
散
、
そ
し
て
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
も
一
定
程
度
、
脅
威
認
識
が
国
際
社
会
の
な
か

で
共
有
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｔ
ｙ
に

つ
い
て
は
、
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
に
、
今
回
の
原
発
事
故
が
起
き
、
原
発
に
お
け
る

「
３
Ｓ
」
強
化
へ
の
問
題
意
識
は
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
福
島
第
一
原
発
事
故
で
は
、
全
電
源
喪
失
、

冷
却
シ
ス
テ
ム
停
止
、
使
用
済
み
燃
料
プ
ー
ル
の
脆
弱
性

へ
の
懸
念
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
た
。
テ
ロ
リ
ス
ト
が
狙

う
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
施
設
の
脆
弱
性
で
あ
る
こ
と

が
露
呈
し
た
か
ら
で
あ
る
。
核
施
設
の
脆
弱
性
に
も
通
じ

る
「
Ｓ
ｅ
ｃ
ｕ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
」
と
「
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｔ
ｙ
」
の
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
重
視
す
る
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
図
の
と
お
り
、「
Ｓ
ｅ
ｃ
ｕ
ｒ
ｉ
ｔ
ｙ
」
を

媒
介
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
性
を
持
つ
「
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｔ
ｙ
」

「
Ｓ
ａ
ｆ
ｅ
ｇ
ｕ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
」
を
一
連
の
も
の
と
し
て
原
子

力
施
設
を
規
制
し
て
い
く
必
要
性
が
事
故
の
教
訓
と
し
て

確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
と
は
ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ
と

は
い
え
な
い
。
次
の
よ
う
な
動
き
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。

　

２
０
１
１
年
４
月
の
原
子
力
安
全
条
約
第
５
回
再
検
討

会
議
、
５
月
の
ド
ー
ヴ
ィ
ル
Ｇ
８
首
脳
会
合
、
６
月
の
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
原
子
力
安
全
閣
僚
級
会
合
、
９
月
の
国
連
原
子
力

安
全
首
脳
会
議
な
ど
と
、
事
故
の
直
後
か
ら
原
子
力
の
安

全
強
化
に
向
け
た
国
際
会
議
が
続
い
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
事
務
局
長
も
、
安
全
基
準
の
強
化
や
、
専
門
家
に
よ
る

ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
も
含
め
た
全
原
発
に
対
す
る
体
系
的
安
全

評
価
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
管
理
対
応
体
制
の
強
化
、
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
の
役
割
強
化
な
ど
を
提
唱
し
た
。
そ
し
て
、
ピ
ア
・

レ
ビ
ュ
ー
受
け
入
れ
の
義
務
化
を
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
こ
と
は
即
ち
国
家
主
権
の
制
約
を
意
味
す
る
と
し
て

ア
メ
リ
カ
や
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
反
対
に
遭
い
、

最
終
的
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
行
動
計
画
に
お
い
て
は
「
ピ
ア
・
レ

安全基準・指針

ピア・レビュー

全電源喪失

冷却システム停止

燃料プール

核拡散抵抗性

デザイン、技術

計量管理

施設における脆弱性核物質管理

保障措置
Safeguards

セキュリティ
Security

安全
Safety

核物質防護

資料：Dr. Jor-Shan Choi, Berkeley Nuclear Research Center
2011年12月9日  原子力平和利用と核セキュリティに係る国際フォーラムを参考に作成

「3S」のインターフェース

国
家
主
権
の
制
約
に
は
反
対

「
３
Ｓ
」
強
化
へ
の

問
題
意
識
が
鮮
明
に
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も
、
国
際
政
治
の
現
実
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
と
は

な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
一
方
で
、
各
国
が
合
意
し
た
安
全

基
準
の
強
化
や
、
よ
り
安
全
性
を
担
保
す
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
を
共
有
し
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
採
用
し
よ
う
と

い
う
前
向
き
な
動
き
も
あ
る
。
理
想
に
か
ら
め
捕
ら
れ
て
先

に
進
め
な
く
な
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
振
れ
幅
の
間
で
是
々

非
々
に
少
し
で
も
よ
い
方
向
に
向
け
て
い
こ
う
と
の
試
み

が
、
今
後
国
際
社
会
で
な
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
、
福
島
原
発
事
故
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
安
全
指
針
や
危
機
管
理
体
制
に
鑑
み
、
日

本
の
そ
れ
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
法
制
上
は
安
全
指
針
や
災
害
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
実
効
的
な
も
の
、
運
用
可

能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
事
故
が
起
き
た

と
き
、
本
来
は
首
相
官
邸
の
地
下
に
あ
る
危
機
管
理
セ
ン

タ
ー
が
ヘ
ッ
ド
ク
ォ
ー
タ
ー
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
５
階

の
首
相
執
務
室
隣
の
応
接
室
に
政
府
首
脳
が
集
ま
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
決
定
が
さ
れ
た
。
情
報
ル
ー
ト
や
権
限
の
あ
り

方
な
ど
、
危
機
管
理
的
に
や
む
を
得
な
い
部
分
は
あ
っ
た

に
し
て
も
、
法
律
の
想
定
す
る
制
度
か
ら
か
け
離
れ
た
意

思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
故
現
場
に
お
い

て
も
、
自
衛
隊
や
警
察
、
消
防
な
ど
に
こ
の
よ
う
な
事
故

を
想
定
し
た
対
処
基
準
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ

で
も
超
法
規
的
に
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
が
あ
っ
た
。

そ
れ
以
前
に
、
オ
ン
サ
イ
ト
の
事
故
は
一
義
的
に
運
営
事

業
者
の
責
任
に
お
い
て
対
処
す
べ
き
と
こ
ろ
、
当
該
事
業

者
に
そ
の
能
力
が
な
か
っ
た
う
え
に
、
監
視
・
監
督
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
国
家
機
関
も
そ
れ
を
厳
し
く
評
価
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
真
剣
に
評
価
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
訓
練
を
含
め
、
緊
急
事
態
を
想
定

は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
も
あ
ま
り
に
も
非
現

実
的
な
シ
ナ
リ
オ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
改
善
点
を
指

摘
さ
れ
て
も
、
日
本
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
受
け
入
れ
ず
、

真
の
差
し
迫
っ
た
危
機
を
想
定
し
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
日
本
の
原
発
の
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム
の
問
題
に

お
い
て
、
目
下
、
政
府
や
国
会
の
事
故
調
査
委
員
会
、
原
子

力
安
全
・
保
安
院
を
は
じ
め
、
民
間
の
事
故
調
査
委
員
会
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が
検
証
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
シ
ス
テ

ム
は
な
ぜ
正
し
く
作
動
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
シ
ス

テ
ム
自
体
は
正
し
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
シ
ス
テ
ム

を
動
か
す
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
が
解

明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
は
、

原
発
だ
け
で
な
く
日
本
社
会
の
至
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
が
、
こ
の
事
故
か
ら
ど
の
よ
う
な
教
訓
を
引
き
出

す
の
か
、
国
際
社
会
の
関
心
は
高
い
。
仮
に
日
本
が
原
発

推
進
の
立
場
を
取
ら
ず
と
も
、
今
後
も
原
子
力
を
利
用
す

る
国
は
多
い
。
隣
国
の
韓
国
や
中
国
は
、
日
本
に
近
い
場

所
で
原
発
を
運
転
し
続
け
る
。
事
故
が
起
こ
れ
ば
、
日
本

と
て
影
響
を
免
れ
な
い
。
国
際
協
力
が
必
要
に
な
る
所
以

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
今
回
の
事
故
で
日
本
政
府
が
出

す
情
報
は
信
頼
性
を
欠
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
国
際
協
力
を
促
進
す
る
た
め
に
、
日
本
に
は
、
政
府
の

み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら

え
、
こ
の
事
故
を
踏
ま
え
た
知
見
の
提
供
・
開
示
や
核
不
拡

散
に
積
極
的
に
取
り
組
む
責
務
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
、
原
発
の
安
全
強
化
を

め
ぐ
る
国
際
間
の
合
意
形
成
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か
っ

た
。
フ
ク
シ
マ
を
、
そ
の
反
省
を
生
か
し
最
初
の
歯
車
を

回
す
大
き
な
力
と
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。（
談
）

大震災からの復興を考える 原発

日
本
の
国
際
社
会
へ
の
責
務
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第32回

山
下　

大
田
先
生
は
女
性
と
し
て
初
め
て
内
閣
府
政
策
統

括
官
に
任
命
さ
れ
、
安
倍
・
福
田
両
内
閣
で
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
担
当
）
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
ご

活
躍
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
官
界
に
入
ら
れ
る
前
に

は
、
企
業
に
勤
め
た
経
験
も
お
持
ち
で
す
。「
一
橋
の
女
性

た
ち
」
に
と
っ
て
、
輝
い
て
い
る
先
輩
の
１
人
で
あ
り
、

ど
ん
な
ふ
う
に
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
の
か
と
て
も
気
に
な
る

存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
解
明
す
る
意
味
で
、

ま
ず
一
橋
大
学
に
入
学
さ
れ
た
前
後
か
ら
伺
い
た
い
の
で

す
が
、
鹿
児
島
県
出
身
の
女
性
と
し
て
は
初
め
て
一
橋
大

学
に
入
学
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

大
田　

は
い
、
そ
う
で
す
。
同
期
に
徳
島
県
出
身
の
女
性

が
い
る
の
で
す
が
、
彼
女
も
徳
島
初
で
し
た
。
当
時
は
、

一
橋
大
学
に
は
、ユ
ニ
ー
ク
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
女
性
が
豊
富
と
評
判
で
す
。

彼
女
た
ち
が
い
か
に
キ
ャ
リ
ア
を
構
築
し
、
ど
の
よ
う
な
人
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
抱
い
て
い
る
の
か
？

第
32
回
は
、元
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣（
経
済
財
政
政
策
担
当
）、政
策
研
究
大
学
院
大
学
教
授
の
大
田
弘
子
さ
ん
で
す
。

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

政策研究大学院大学教授

大田弘子氏

商学研究科准教授

山下裕子

Hiroko Ota

Yuko Yamashita

大田弘子（おおた・ひろこ）
1976年一橋大学社会学部卒、株式会社ミキモト勤務、財団法人生命保険文化センター勤務を経て、
1996年埼玉大学大学院助教授、1997年政策研究大学院大学助教授、2001年同大学教授として教鞭を執る。
2002年より内閣府参事官、大臣官房審議官、内閣府政策統括官（経済財政分析担当）を歴任。
2006年より内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当）。2008年より大学に復帰。
著書に『リスクの経済学』（1995年、東洋経済新報社）、『良い増税　悪い増税』（2002年、東洋経済新報社）、

『経済財政諮問会議の戦い』（2006年、東洋経済新報社）、『改革逆走』（2010年、日本経済新聞出版社）など。

ラ
ン
、ラ
ン
、ラ
ン！

連 載 企 画

一橋の
女性たち

キ
ャ
ン
パ
ス
を
走
り
回
っ
て
い
た

学
生
時
代
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女
の
子
を
１
人
で

東
京
の
大
学
へ
進

学
さ
せ
る
と
い
う

の
は
、
親
の
ほ
う

も
抵
抗
が
あ
り
ま

し
た
ね
。
我
が
家

は
、
祖
母
や
大
伯

母
が
焼
酎
を
飲
ん

で
踊
り
を
楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
、
南
国
的
な
朗
ら
か
な

家
庭
で
し
た
が
、
娘
を
東
京
へ
行
か
せ
る
こ
と
に
は
反
対

で
し
た
。
進
学
す
る
な
ら
鹿
児
島
の
大
学
か
、
せ
い
ぜ
い
、

福
岡
の
九
州
大
学
ま
で
。
そ
れ
も
、
で
き
れ
ば
行
か
な
い

ほ
う
が
い
い
と
い
う
考
え
で
し
た
。
鹿
児
島
は
お
お
ら
か

な
半
面
、
出
る
杭
は
打
た
れ
る
と
い
う
よ
う
な
土
地
柄
で

す
か
ら
、
脱
出
し
た
か
っ
た
で
す
ね
。
担
任
の
先
生
に
も
、

女
子
を
一
橋
大
学
に
入
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り
、

応
援
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
九
大
へ
行
く
の
も
東
京
へ
行
く

の
も
列
車
に
乗
る
の
は
同
じ
。
乗
る
の
が
そ
の
日
か
前
夜

か
の
違
い
だ
け
で
す
」
と
い
う
変
な
理
屈
で
、
母
を
説
得

し
て
く
れ
ま
し
た
（
笑
）。

山
下　

一
橋
大
学
を
選
ば
れ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
す
か
。

大
田　

当
時
の
受
験
雑
誌
『
螢
雪
時
代
』
で
「
武
蔵
野
に

眠
る
商
学
の
殿
堂
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
写
真
に
惹
か
れ

た
か
ら
で
す
。
緑
が
と
て
も
美
し
く
て
、
素
晴
ら
し
い
キ
ャ

ン
パ
ス
だ
、
こ
こ

に
決
め
よ
う
、
と

（
笑
）。
で
も
、
入
試

の
と
き
は
冬
で
枯

れ
葉
ば
か
り
。
そ

の
落
差
に
が
っ
か

り
し
ま
し
た（
笑
）。

大
学
に
と
っ
て
も

学
生
生
活
に
と
っ
て
も
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
と
て
も
大
切
な

存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
が
美
し
い
か
否
か
で

学
生
時
代
の
思
い
出
は
全
然
違
っ
て
き
ま
す
。

山
下　

社
会
学
部
で
ゼ
ミ
は

南
博
先
生
で
し
た
ね
。

大
田　

社
会
学
部
を
選
ん
だ

の
は
、
漠
然
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
志
望
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
こ
う
な
ろ
う
と
か
、
な

り
た
い
な
ど
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
何

も
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
授
業
に

は
ほ
と
ん
ど
出
な
い
、
全
く
褒
め
ら
れ

た
学
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ゼ

ミ
の
南
先
生
に
「
卒
論
の
締
め
切
り
だ

け
は
守
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど

で
し
た
（
笑
）。
た
だ
、
社
会
に
出
て

か
ら
、
も
っ
と
勉
強
し
て
お
け
ば
よ

か
っ
た
と
心
底
思
い
ま
し
た
ね
。

山
下　

今
と
比
べ
て
ず
っ
と
お
お
ら

か
な
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ゼ

ミ
に
行
か
な
い
と
い
う
の
は
す
ご
い
で

す
ね
（
笑
）。
何
か
に
熱
中
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

大
田　

ひ
た
す
ら
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。
高

校
時
代
は
体
操
部
に
入
っ
て
い
て
、
身
体
を
動
か
す
こ
と

が
と
て
も
好
き
で
し
た
。
大
学
で
も
運
動
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
同
好
会
レ
ベ
ル
で
は
嫌
で
、
体
育

会
に
入
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の

頃
、
女
子
学
生
は
30
人
程
度
で
し
た

か
ら
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
や
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
は
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す

ね
。
１
人
で
も
で
き
る
も
の
を
と
、

陸
上
部
に
入
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を

隅
々
ま
で
走
り
回
り
ま
し
た
。

山
下　

陸
上
部
は
、
男
性
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
は
？

大
田　

50
人
の
部
員
の
な
か
で
女
性
は
私
１
人
で
し
た
。

で
も
、
格
別
女
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。

先
輩
た
ち
か
ら
は
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
同
期

と
は
男
同
士
（
？
）の
つ
き
あ
い
で
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で

鍛
え
ら
れ
ま
し
た
ね
。

山
下　

女
性
の
就
職
環
境
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施

行
の
前
と
あ
と
で
は
格
段
の
違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
大
田

先
生
の
頃
は
、
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

大
田　

当
時
は
ま
だ
指
定
校
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
一
橋

大
学
で
も
男
子
学
生
は
も
ち
ろ
ん
Ｏ
Ｋ
で
し
た
が
、
女
子

学
生
は
指
定
校
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
い
わ
ゆ
る

大
手
企
業
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
、
新
聞
の
求
人
欄
で
仕
事

を
探
す
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
特
に
、
自
宅
通
勤
で
な
い

と
い
う
の
は
致
命
的
に
マ
イ
ナ
ス
で
し
た
。
私
は
マ
ス
コ

ミ
志
望
で
し
た
が
、
新
聞
も
出
版
も
女
子
の
採
用
は
全
く

な
し
。
卒
業
時
に
就
職
先
は
決
ま
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
出
版
社
の
社
長
が

社
内
報
の
仕
事
は
出
版
の
プ
ロ
セ
ス
を
学

べ
る
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
、
社
内
報

担
当
を
募
集
し
て
い
た
ミ
キ
モ
ト
に
入
社

し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
人
間
関
係
に
と
て

も
苦
労
し
て
す
ぐ
に
も
辞
め
た
く
な
り
ま
し
た
が
、
安
易

に
辞
め
た
ら
後
輩
の
女
性
の
道
を
閉
ざ
し
ま
す
か
ら
、
何

が
あ
っ
て
も
２
年
間
は
辞
め
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
父
の
病
気
で
一
時
、
鹿
児
島
へ
帰
っ
て
い
ま

し
た
が
、
先
輩
で
あ
る
高
原
須
美
子
さ
ん
の
紹
介
で
財
団

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
、

女
子
大
学
生
の
就
職
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法
人
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
に
研
究
員
と
し
て
再
就
職

し
ま
し
た
。

山
下　

そ
れ
が
大
田
先
生
の
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
一
つ
の

転
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

大
田　

気
持
ち
の
面
で
大
き
な
転
機
で

し
た
ね
。
金
融
の
自
由
化
が
始
ま
り
、

高
齢
化
が
社
会
問
題
に
な
り
始
め
た
時

期
に
研
究
員
と
し
て
リ
ス
タ
ー
ト
し
た

わ
け
で
す
か
ら
、
初
め
て
向
学
心
に
燃

え
ま
し
た
ね
。
そ
こ
で
、
一
橋
大
学
の
大
学
院
に
行
き
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
は
働
き
な
が
ら
大
学
院
に

進
学
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
頃
、
大
阪
大
学
か
ら
東
京
海
上
火
災
保
険
（
当
時
）

の
寄
付
講
座
で
「
リ
ス
ク
と
情
報
の
経
済
学
」
を
教
え
な

い
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
学
生
と
し
て
学

ぶ
よ
り
教
え
る
ほ
う
が
身
に
つ
く
だ
ろ
う
と
考
え
て
お
受

け
し
た
の
で
す
が
、
考
え
が
甘
か
っ
た
（
笑
）。
１
回
90
分
、

毎
週
違
う
こ
と
を
話
さ
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
教

え
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
大
変
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た

ね
。
で
も
、
大
阪
大
学
で
は
皆
さ
ん
温
か
く
迎
え
て
く
だ

さ
っ
た
し
、
同
僚
の
大
学
院
の
講
義
に
も
出
さ
せ
て
も
ら
っ

て
、
幸
運
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

官
僚
の
世
界
や
内
閣
の
場
を
経
て
、
今
は
ま
た
大
学
に

戻
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
大
学
ほ
ど
職
場
と
し
て
自
由

と
安
定
が
両
立
し
て
い
る
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に

批
判
的
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
生
活
は
守
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
自
由
を
大
事
に
し
て
、
果
た
さ
ね
ば

な
ら
な
い
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
と
き
に
は
勇
気

を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
し
て
御
用
学
者
に
な
ど
な
っ

た
ら
、
社
会
に
申
し
訳
な
い
で
す
よ
。

山
下　

大
蔵
省
や
通
産
省
の
審
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ら

れ
た
こ
と
が
、
内
閣
府
参
事
官
に
な
ら
れ
、
２
０
０
３
年
の

内
閣
府
政
策
統
括
官
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
立
場
で
霞
が
関
に
飛
び
込
む
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
。
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
と
は
、
全
く
異
質
な
世
界
の
よ
う
に
思
え
ま
す
し
。

大
田　

経
済
財
政
諮
問
会
議
の
事
務
方
と
し
て
役
所
と
折

衝
す
る
立
場
で
す
か
ら
、
最
初
は
嫌

だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、

悪
い
く
せ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

好
奇
心
が
ム
ク
ム
ク
と
湧
い
て
き
た

ん
で
す
。
も
と
も
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
志
望
で
政
策
に
は
非
常
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
し
、「
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
は
自
然
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
何
か
を
考
え
た
り
発
言
し
た
り
す
る
と
き
、

社
会
と
い
う
軸
を
優
先
さ
せ
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

し
た
か
ら
。

山
下　

現
実
の
場
面
で
は
、
す
ん
な
り
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス

ピ
リ
ッ
ト
」
優
先
と
は
行
き
が
た
い
で
す
よ
ね
。
ま
し
て
、

お
役
所
と
折
衝
す
る
立
場
で
す
と
、
バ
ト
ル
に
な
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。

大
田　

官
僚
は
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
人
た
ち
で
す
か
ら
ね
。

自
分
の
居
場
所
を
つ
く
る
の

に
１
年
か
か
り
ま
し
た
。
た

だ
、
そ
れ
以
前
に
規
制
改
革

委
員
会
で
役
所
と
バ
ト
ル
を

し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
役
所

用
語
は
マ
ス
タ
ー
し
て
い
ま

し
た
（
笑
）。
い
ざ
や
っ
て
み
る
と
、
役
人
の
醍
醐
味
は
ネ

ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
自
分
は
結
構
ネ
ゴ
の
世
界
が
好

き
な
ん
だ
、
と
発
見
し
ま
し
た
ね
。

　

そ
れ
に
、
上
司
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
し
、
小
泉
─
竹

中
ラ
イ
ン
の
時
代
で
し
た
か
ら
、
自
由
な
発
想
で
た
た
き

台
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
国
論
を

二
分
し
た
郵
政
民
営
化
へ
の
流
れ
を
ご
く
身
近
に
体
験
し
、

プ
ロ
セ
ス
は
こ
ん
な
に
も
大
切
な
ん
だ
、
プ
ロ
セ
ス
を
変

え
る
こ
と
が
こ
れ
だ
け
の
力
を
持
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
を

痛
感
し
ま
し
た
。

　

政
治
の
世
界
に
行
き
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
現
場

を
経
験
し
て
政
策
と
は
本
当
に
難
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま

し
た
し
、
経
済
や
政
策
領
域
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
日
本

経
済
の
先
行
き
へ
の
思
い
は
あ
り
ま
す
。
日
本
経
済
は
戦

後
、
危
機
に
直
面
す
る
た
び
に
そ
れ
を
バ
ネ
に
強
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
今
は
な
か
な
か
変
革
で
き
な
い
経
済
に
な
っ

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
」を
胸
に
、

政
策
の
現
場
へ
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て
い
ま
す
が
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
日
本
経
済
を
引
き
継
い

で
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
強

く
持
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

ど
ん
な
人
に
も
人
生
の
勝
負
時
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
ジ
ャ
ン
プ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
の
花
を

咲
か
せ
る
た
め
に
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
自
分
の
気
力
・
体

力
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
大
田
先
生
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。
大
臣
の
よ

う
な
大
役
も
全
う
さ
れ
た
わ
け
で
す
し
。

大
田　

さ
す
が
に
大
臣
は
引
き
受
け
た
く
な
か
っ
た
。
で

も
、
大
役
だ
か
ら
か
ま
え
る
と
か
、
気
負
う
気
持
ち
は
な

か
っ
た
で
す
ね
。

山
下　

全
く
か
ま
え
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

大
田　

か
ま
え
る
暇
も
な
か
っ
た
（
笑
）。
何
度
も
転
職
し

ま
し
た
が
、
そ
の
立
場
に
入
っ
た
ら
迷
い
ま
せ
ん
。
ず
っ

と
そ
こ
に
座
っ
て
い
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
と
よ
く
言

わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
適
応
力
は
か
な
り
あ
る
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
は
昔
か
ら
で
す
ね
。
進
学
先
を
決
め
る
と
き
も
、

女
子
大
か
男
女
共
学
か
と
い
う
こ
と
は
意
識
に
す
ら
の
ぼ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
役
人
に
な
っ
た
と
き
も
驚
く
ほ
ど
違

和
感
は
な
か
っ
た
。
そ
の
場
そ
の
場
で
面
白
い
こ
と
を
発

見
し
て
し
ま
う
、
得
な
性
格
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
お
役

所
に
い
た
と
き
も
、
金
曜
日
の
夕
方
に
な
る
と
と
て
も
嬉

し
か
っ
た
。
勤
め
人
は
毎
週
こ
の
幸
せ
な
気
持
ち

を
味
わ
え
る
ん
だ
、
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
小

さ
な
こ
と
で
幸
せ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

大
物
に
は
な
れ
な
い
ん
で
す
（
笑
）。

山
下　

目
標
な
ど
は
立
て
ら
れ
な
い
ん
で
す
か
。

大
田　

私
に
は
、「
坂
の
上
の
雲
」は
な
い
で
す
ね
。

先
に
何
が
あ
る
か
も
気
づ
か
ず
走
っ
て
い
っ
て
、

行
っ
て
み
た
ら
崖
だ
っ
た
と
い
う
タ
イ
プ
で
す
か

ら
、一
年
の
計
も
立
て
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

山
下　

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
伺
い
た
い
の
で
す
が
、

紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
…
…
。
最
後
に
学
生
た
ち
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

大
田　

新
し
い
場
に
身
を
置
く
こ
と
は
、
自
分
を
発
見
す
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
自
分
の
こ
と
は
実
は
自
分
で
も
わ

か
っ
て
い
な
く
て
、
そ
の
場
に
身
を
置
い
て
初
め
て
発
見
す

る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、学
生
時
代
も
社
会
に
出
て
か
ら
も
、

自
分
を
信
じ
て
、
新
し
い
こ
と
に
ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

対 談 を 終 え て

「天真爛漫の泉」

　御著書に淡々と記された場面の数々は映画を観ているよう
だ。竹中平蔵元大臣の後継者として経済財政政策担当大臣
を任命されるくだり、政権交代の際、段ボールに荷物をまと
め、国会近くで待機するところ……。
　読み進めるうち、政治プロセス改革としての小泉内閣とは
何であったのか、というテーマにぐいっと引き込まれた。肥大
化した政治＝行政組織の錯綜した意思決定プロセスを集約す
るバトルの最中にあって、いったい、どんな精神力、体力で
のぞまれたのだろう。修羅場中の修羅場を歩まれてきた方に
お目にかかると思うと、こちらまでハラハラ、ドキドキ……。
　研究室のドアを開けて出迎えてくださったのは、うららか
な春の日のようなピンクのスーツをまとわれた可憐なお姿で
ある。用意してくださった飲み物をすすめ、自ら、蓋まで開
けてくださったではないか！ 笑顔が何と天真爛漫で、爽やか
なこと！ 不思議や不思議、ハラハラがすーっと落ち着いて、
とてもナチュラルな気持ちになったのである。
　ヒーラーですか、大田先生は？
　すっかりくつろぎ、ああ、この天真爛漫、これこそが、財
政改革の修羅場を支えたのだな、と腑に落ちたのである。あ
らゆる利権、不理解、軋轢、矛盾が澱のように埋め込まれた
政治の世界での改革には、清らかな空気がさらさらと流れる
場を創れる人格が必要である。
　政治は妥協です。何気なくさらりとおっしゃった言葉が、
心に残った。人によってはネガティブに聞こえる言葉だが、
先生にあっては、マザー・テレサの言葉と重なって聞こえる。

　あなたが何年にもわたって営々と築き上げてきたものを、
誰かが一夜で壊してしまう：それでも築きなさい。
　あなたの最良のものを世界に差し出しなさい。それは、
十分ではないかもしれない：それでも、あなたの最良のもの
を世界に差し出しなさい。

　「上善を水の如く」は、簡単ではないにせよ、努力ででき
そうだが、それを天真爛漫に行うのは天賦の才ではないだろ
うか。でもそれを天に差し出すかどうかは、その人の意思決
定。先生は、天からもらった才を天に戻す名人なのだと思う。
　最上善は、爛漫たる桜のごとし。　　　　　　（山下裕子）

一橋の女性たち
幸
せ
感
が
身
近
に
あ
る
。

だ
か
ら
迷
わ
な
い
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東
ア
ジ
ア
は
、
文
化
的
に
み
る
と
共
通
点
が

数
多
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
近
代
以
前
は
、

日
韓
は
と
も
に
中
国
の
法
文
化
の
影
響
を
受
け

た
東
洋
法
と
し
て
の
緩
や
か
な
共
通
面
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら

は
、
日
中
韓
は
と
も
に
西
洋
法
を
受
け
入
れ
て

き
た
の
で
す
。
戦
後
は
、
政
治
体
制
の
違
い
か

ら
独
自
性
が
強
ま
り
ま
し
た
が
、
中
国
の
市
場

化
の
進
展
に
よ
り
、
経
済
面
で
の
結
び
つ
き
が

深
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
共
通
市
場
も
ま
だ
で
き
て
い
ま

せ
ん
か
ら
、「
東
ア
ジ
ア
統
一
法
」
を
目
標
と
す

る
に
は
困
難
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
統
一
法

な
ら
ぬ
、
も
っ
と
緩
や
か
な
「
東
ア
ジ
ア
共
通

法
」
に
向
け
た
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
も
い
き
な
り
共
通
法
の
形
成
を
目

指
す
と
い
う
よ
り
、「
基
礎
法
」「
公
法
」「
刑
事

法
」「
民
事
法
」「
企
業
法
」「
国
際
法
」
の
各
分

野
で
そ
れ
ぞ
れ
学
術
交
流
を
行
う
こ
と
で
、
共

通
性
と
異
質
性
を
明
ら
か
に
し
、
将
来
の
共
通

法
の
基
盤
形
成
の
可
能
性
を
検
討
し
よ
う
と
い

う
姿
勢
で
す
。

　

日
中
韓
３
国
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
価
値
観
で
共

通
点
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
法
律
の
共

通
化
の
前
段
階
か
ら
研
究
し
て
き
た
の
が
、
大

き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
。
道
は
い
く
つ
も
あ
っ

て
も
、
共
通
の
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
２
０
１
１
年
に
国
際
セ
ミ
ナ
ー

を
行
っ
た
「
企
業
結
合
法
」
な
ど
は
、
各
国
と
も

目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
す
か
ら
、
他
国
の
試

み
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
自

国
の
法
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
ツ
ー
ル

と
な
り
ま
す
。
共
通
の
価
値
の
実
現
や
よ
り
よ

い
法
律
・
法
制
度
へ
の
改
良
に
向
け
て
、
他
国
の

実
践
と
経
験
を
「
相
互
参
照
」
す
る
こ
と
に
よ

り
、
し
だ
い
に
各
国
に
「
共
通
」
の
部
分
が
増
え

て
い
く
。
こ
う
し
た
「
相
互
参
照
」
を
進
め
る

こ
と
で
、
ゆ
く
ゆ
く
は
「
共
通
法
」
と
い
う
形

が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

５
年
間
の
学
術
交
流
を
分
野
別
に
振
り
返
る

と
、
最
初
に
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
社
会
の
な

か
で
日
中
韓
３
国
の
法
の
あ
り
方
を
考
え
る
基

礎
法
、
次
い
で
国
家
の
あ
り
方
と
の
結
び
つ
き

の
強
い
公
法
と
刑
事
法
、
さ
ら
に
後
半
に
な
っ
て

法学研究科教授・
事業コーディネーター

松本恒雄

　2007年から日本学術振興会の委託事業としてスタートしたのが、
「東アジアにおける法の継受と創造──東アジア共通法の基盤形成に
向けて」。以来、一橋大学大学院法学研究科では、中国人民大学法学
院、釜山大学校法学専門大学院と連携して、研究を進めてきた。
　研究の目的は、①日中韓３国の共通性と異質性を踏まえた共通法の
基盤形成に向けた研究②共通法の基盤を担う若手の人材育成③欧米
法研究の蓄積との連携の中での東アジア法の研究、である。日本、中国、
韓国の法的環境は、独自性はあるが、類似性も大きい。その研究を通
じて、「東アジア共通法の形成」の可能性を探ろうというものである。
　日中韓の研究者による5年間にわたる学術交流は活発に進み、2011
年12月にはアジア拠点事業全体の総括会合が開催された。ここでそ
の総括をしてみたい。

東アジア共通法の基盤形成に向けて
──法学研究科組織をあげての

戦挑

法
学
の
各
分
野
か
ら

東
ア
ジ
ア
共
通
法
に
ア
プ
ロ
ー
チ

総括

ベ
ー
シ
ッ
ク
な
価
値
観
を
共
有
す
る

東
ア
ジ
ア
の
日
中
韓
３
国

基
盤
形
成
を
担
う

若
手
研
究
者
の
育
成
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市
場
経
済
の
な
か
で
の
民
事
法
、
企
業
法
、
国

際
法
が
、
国
際
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
そ
の
研

究
成
果
を
出
版
し
て
き
ま
し
た
。

　

東
ア
ジ
ア
共
通
法
の
基
盤
形
成
は
長
期
的
視

野
で
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

当
然
な
が
ら
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
く
若
手
研
究

者
や
法
曹
実
務
家
の
育
成
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

中
国
人
民
大
学
、
釜
山
大
学
校
と
の
連
携
に
よ

り
優
秀
な
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
し
、

一
橋
大
学
の
法
科
大
学
院
の
学
生
の
な
か
に
も

東
ア
ジ
ア
法
に
関
心
を
持
つ
学
生
が
増
え
て
い

ま
す
。
実
際
に
、
短
期
海
外
研
修
に
参
加
し
て

い
る
学
生
も
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、

若
手
が
切
り
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
数
年
で
終
わ
る
よ
う
な
拠
点
事
業
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ

と
が
大
き
い
で
す
ね
。

　

学
術
交
流
を
通
じ
て
、
中
国
で
は
ア
ジ
ア
太

平
洋
の
法
律
を
研
究
教
育
す
る
法
学
院
を
新
た

に
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
韓
国
は
ち
ょ

う
ど
法
科
大
学
院
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
期

と
重
な
っ
て
か
な
り
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
釜
山
で
学
術
大
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

「
東
ア
ジ
ア
共
通
法
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
の
も
と

で
、
各
国
と
も
各
分
野
で
魅
力
的
な
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
す
る
な
ど
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ

て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
拠
点
事
業
に
あ
た
っ
て
留
意
し
た
の
は
、

東
ア
ジ
ア
共
通
法
の
基
盤
形
成
を
、
東
ア
ジ
ア

法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
ア
メ
リ
カ
法
と
の
関
係

を
意
識
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
従

来
の
研
究
者
は
、
欧
米
の
ほ
う
を
向
い
た
研
究

が
中
心
で
、
欧
米
の
研
究
者
と
の
交
流
は
活
発

で
し
た
。
欧
米
法
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る

者
で
あ
っ
て
も
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
の
視

点
も
備
え
る
と
い
う
、
複
眼
的
思
考
で
研
究
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
今
回
の

拠
点
事
業
に
よ
っ
て
、
中
国
や
韓
国
の
研
究
者

と
の
組
織
的
な
学
術
交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
一
橋
大
学
の
大
き
な
戦

略
に
資
す
る
展
開
を
法
学
研
究
科
と
し
て
組
織

を
あ
げ
て
実
現
で
き
た
の
は
大
き
な
成
果
と
い

え
ま
す
。

　

こ
の
拠
点
事
業
は
息
が
長
い
も
の
で
す
。
法

学
研
究
科
と
し
て
は
、
日
本
学
術
振
興
会
「
研

究
拠
点
形
成
事
業
」
の
な
か
の
「
先
端
拠
点
形

成
型
」
に
応
募
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
採
用
さ
れ
る
ま
で
は
、
一
橋
大
学
研
究

機
構
の
「
東
ア
ジ
ア
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
継
続
研
究
を
進
め

て
い
き
ま
す
。
な
お
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
は
、「
３
大
学
の
学
生
向
け
の
共
通
プ
ロ
グ
ラ

ム
」「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
法
曹
向
け
の

共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
研

究
・
教
育
の
両
面
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
、

中
国
が
提
案
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
の
法
学
教
育

機
関
の
研
究
科
長
会
議
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
５
年
間
の
学
術
交
流
の
成
果
を

ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
次
の
具
体
的
な

ス
テ
ッ
プ
は
、
そ
の
際
に
明
確
に
な
っ
て
く
る

で
し
ょ
う
。（
談
）

釜山大学校
法学専門大学院長

姜  大燮

一橋大学
法学研究科教授・
事業コーディネーター

松本恒雄

一橋大学
法学研究科教授

高橋  滋

一橋大学
法学研究科教授

横山  潤

一橋大学
法学研究科教授

滝沢昌彦

中国人民大学
法学院長

韓  大元

一橋大学
法学研究科長・
法学部長（当時）

村岡啓一

一橋大学
法学研究科教授

青木人志

一橋大学
法学研究科准教授

酒井太郎

一橋大学
法学研究科教授

後藤  昭

一橋大学長

山内  進

東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
と
い
う
視
点
の

重
要
性
を
認
識

総括　東アジア共通法の基盤形成に向けて──法学研究科組織をあげての挑戦

27



そ
の
相
違
点
を
認
識
す
る
こ
と
で
視
野
が

広
が
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
研
究
者
に

共
通
す
る
認
識
と
い
え
ま
す
。

　

国
際
的
な
ビ
ッ
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、

研
究
科
を
あ
げ
て
対
応
し
た
こ
と
で
大
き

な
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

日
中
韓
の
研
究
者
間
の
学
術
交
流
に
よ
り
、

濃
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
３

国
に
拠
点
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
若
手
研
究
者
の
養
成

と
い
う
面
で
も
成
果
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

自
国
の
法
制
度
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
の

比
較
研
究
と
し
て
日
本
の
法
律
を
学
び
に

く
る
留
学
生
が
増
え
ま
し
た
。
課
題
は
、

こ
の
分
野
の
日
本
人
研
究
者
の
層
を
厚
く

す
る
こ
と
で
す
。

　

中
国
や
韓
国
か
ら
、今
後
、ロ
ー
ス
ク
ー
ル

断
的
に
総
合
的
な
東
ア
ジ
ア
研
究
を
行
っ
て

お
り
、
学
問
的
に
は
各
研
究
科
が
専
門
的
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
回
の
「
東
ア
ジ
ア

共
通
法
」
を
大
き
な
テ
ー
マ
と
す
る
学
術
研

究
の
取
り
組
み
で
、
法
律
の
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
研
究
成
果
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
大
学

全
体
と
し
て
も
、
部
局
横
断
的
に
取
り
組
む

学
問
的
な
基
盤
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
手

ご
た
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
時
代
に
、
日
本
の
大

学
は
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
？ 

ア
ジ
ア
は

勢
い
が
あ
り
、
将
来
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
大
学
も
同
じ
で
す
。
伸
び
し
ろ
が
あ

る
将
来
性
豊
か
な
ア
ジ
ア
の
大
学
と
関
係

を
深
め
て
共
同
研
究
を
す
る
。
そ
れ
は
欧

　
「
東
ア
ジ
ア
共
通
法
の
基
盤
形
成
に
向
け

て
」
は
、
法
学
研
究
科
が
全
体
と
し
て
取

り
組
ん
だ
初
め
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

こ
れ
ま
で
も
、
各
部
門
で
さ
ま
ざ
ま
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た

が
、「
東
ア
ジ
ア
共
通
法
」
と
い
う
壮
大
な

テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
基

礎
法
を
中
心
に
各
部
門
に
進
ん
で
い
っ
た

の
で
す
。

　

従
来
は
日
本
の
法
律
研
究
は
欧
米
と
の

比
較
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
し
た
。

し
か
し
、
今
で
は
周
辺
の
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
比
較
と
い
う
新
し
い
視
点
を
得
る
こ

　

東
ア
ジ
ア
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
は
、

大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
政
治
経

済
両
面
で
中
国
の
存
在
感
が
増
し
て
き
ま

し
た
し
、
韓
国
が
大
き
く
力
を
つ
け
て
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
中
国
と
韓
国

の
大
学
自
体
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
で
活

動
を
始
め
て
い
ま
す
。
３
国
の
大
学
が
対

等
の
立
場
で
協
力
し
合
い
な
が
ら
積
極
的

に
学
術
研
究
に
取
り
組
む
基
盤
が
で
き
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
関
係
の
深
い
国
の
ト

を
含
め
３
国
の
法
学
研
究
機
関
が
共
同
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ま
す
ま
す
国
際
交
流
が

増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
、
学
生
の
相
互
交
流
に
加
え
て
、

東
ア
ジ
ア
経
済
圏
の
な
か
で
活
躍
す
る
各

国
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
っ
た
弁
護
士
を
グ

ロ
ー
バ
ル
法
曹
と
し
て
各
国
の
ロ
ー
ス
ク

ー
ル
が
養
成
す
る
と
い
う
構
想
も
あ
り
ま

す
。
こ
れ
も
東
ア
ジ
ア
と
い
う
共
通
項
が

あ
る
か
ら
こ
そ
の
展
望
で
す
。
共
通
法
の

成
立
以
前
で
あ
っ
て
も
、
各
国
の
共
通
性

を
認
識
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
協
力
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
一
橋
大
学
で
は
、
研
究
科
内
横
断
か
ら
部

局
横
断
の
研
究
へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て

い
ま
す
し
、
東
ア
ジ
ア
で
は
３
国
間
横
断
の

研
究
体
制
が
進
ん
で
い
る
の
で
す
。（
談
）

米
の
大
学
と
の
関
係
を
深
化
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て
世
界

の
な
か
の
一
橋
大
学
と
し
て
の
存
在
感
を

高
め
て
い
く
こ
と
は
、
一
橋
大
学
の
世
界

戦
略
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

教
育
面
で
は
、
中
国
や
韓
国
の
学
生
に

学
び
た
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
大
学
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
自

分
た
ち
が
さ
ら
に
力
を
つ
け
る
こ
と
で
、

お
互
い
に
得
る
も
の
が
さ
ら
に
大
き
く
な

り
ま
す
。

　

一
橋
大
学
の
国
際
戦
略
で
東
ア
ジ
ア
は

重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
ま
す
か
ら
、
今

後
と
も
ア
ジ
ア
の
主
要
大
学
と
の
交
流
を

意
識
的
に
深
め
て
い
き
ま
す
。（
談
）

と
が
で
き
た
の
で
す
。
学
術
的
に
も
大
き

な
転
換
点
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
橋
大
学
の
中
期
計
画
で
は
、
研
究
科

を
超
え
た
部
局
横
断
型
の
研
究
を
進
め
る

こ
と
を
謳
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
研
究
科

内
部
で
も
い
え
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で

は
各
分
野
が
独
自
に
研
究
を
進
め
て
い
て
、

隣
で
ど
ん
な
研
究
を
し
て
い
る
か
に
ま
で

思
い
を
は
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う

共
通
の
枠
組
み
が
で
き
た
こ
と
で
、
分
野

を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
理
解
も
進
み
、
そ

れ
ぞ
れ
が
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
新
し
い
経
験
で
し
た
。

　

企
業
法
部
門
の
若
手
研
究
者
は
、「
東
ア

ジ
ア
法
の
比
較
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
っ

た
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
日
中
韓
の
法

律
を
比
較
す
る
こ
と
自
体
が
面
白
い
し
、

ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
と
一
緒
に
事
業
に
取

り
組
み
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
意
義
の

あ
る
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
日
本
全
体
が
今
、
東
ア
ジ
ア
の
な

か
で
の
日
本
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
一
橋
大
学
で
は
Ｅ
Ｕ
研
究
を
進

め
て
い
ま
す
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
が
意

識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。

　

共
同
研
究
─
発
表
─
評
価
─
研
究
の
深

化
と
い
う
サ
イ
ク
ル
に
よ
り
、「
東
ア
ジ
ア

共
通
法
」
な
ど
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と

で
、
互
い
の
大
学
の
知
的
レ
ベ
ル
が
向
上

す
る
と
同
時
に
、
日
本
に
お
け
る
近
未
来

の
課
題
解
決
に
も
貢
献
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
部
局
横

法学研究科長・
法学部長（当時）

村岡啓一
一橋大学長

山内  進

総括　東アジア共通法の基盤形成に向けて──法学研究科組織をあげての挑戦

研究科内横断から部局横断研究へ
さらには日中韓横断研究が活性化する

一橋大学の
国際戦略の一つの形です
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　この “BEST Alliance”の学生教育プログラム「アジア・
ビジネスリーダー・プログラム」（ＡＢＬＰ）が昨年度の文部
科学省「大学の世界展開力強化事業／キャンパス・アジア
中核拠点形成支援」に採択された（北京大学、ソウル大学
も同様に各々の政府から財政支援を受ける）。そして、2012
年度より、いよいよＡＢＬＰがスタートする。
　“BEST Alliance” には、「ＭＢＡ教育」、「研究者交流」、

「経営者育成」の三つの柱がある。このなかで最初にスタ
ートするのが「ＭＢＡ教育」であり、その具体化がＡＢＬＰ
だ。構想責任者の一條和生教授はその意義を「北京、ソウ
ル、東京のトップビジネススクールが連携しながら、これ
からのアジアを担う若いリーダーを育成していくこと」だ
と話す。ＩＣＳは2000年に最初の学生を受け入れた。10年
の節目を迎えた2010年、新たな教育ビジョンを打ち出した。
それは「アジアナンバーワンでアジアと強く連携した最高
のビジネススクールへと成長すること」（一條教授、以下す
べて同様）であった。中韓が著しい経済成長を遂げるなか、
東アジアには世界中から熱い視線が注がれている。

　「今や日本の成長は中国市場の成長を抜きにしては語れ
ません。韓国企業のグローバル化パワーも脅威です。また、
国内企業の我々に対するニーズもアジアでの日本経済の成
長発展に関するものがとても多い。そうしたなか、中韓の
経済成長を脅威と感じるだけでなく、お互いの国がお互い
の持つ強みを分かち合うことでアジア全体の発展を考える
必要がある。そのためには、新しいビジネスリーダーを育
成することが最も大切なことなのです」

　ＡＢＬＰのコア・プログラムは、ＭＢＡプログラムの学生を
対象とした「ダブルディグリー・プログラム」、「学期間交換
留学プログラム」、「短期集中プログラム」（Doing Business 

in Asia Program）の三つの教育プログラムである。「ダブ
ルディグリー・プログラム」では、それぞれの大学、ＩＣＳ
院生なら北京、ソウルどちらかに１年間留学し、留学先の
大学院で学位を得ることができる。
　この春、まずスタートするのは「短期集中プログラム」だ。
　「それぞれの大学から10人が参加し、総勢30人が１週間
ずつ北京、ソウル、ＩＣＳで学びます。ＡＢＬＰ自体が今年
からスタートするので、その第一歩として、三つのビジネ
ススクールの交流を深めます。いずれのスクールも多くの
留学生をすでに受け入れていますので、受け入れ態勢はじ
ゅうぶんに整っています」
　その後、「学期間交換留学プログラム」（各大学４人、
計12人）がスタートし、「ダブルディグリー・プログラム」

（各大学２人、計６人）は、2013年夏のスタートを予定し
ている。

　「文化的、民族的バックグラウンドが異なる人々が最高
のチームワークを構築することでダイバーシティ・マネージ
メントが可能となります。お互いの大学が持つ長所を存分
に吸収し合うことで多様性は創造性へと昇華していきます。
もちろん、そのプロセスではぶつかることもあるでしょう。
その切磋琢磨を通じてどれだけ大きなシナジーを実現でき
るか。そこにあるのがグローバルリーダーシップなのです」
　ここで培われたリーダーシップは、もちろんアジアのみ
ならず、世界に通用するものであるはずだ。

in Asia Program）の三つの教育プログラムである。「ダブ

2011年１月、ICS（一橋大学大学院国際企業戦略研究科）は
“BEST* Alliance”と呼ばれる協働教育プログラムを、
北京大学光華管理学院、ソウル大学経営学部・経営専門大学院と締結した。
さらに2012年、このプログラムを核とした、
キャンパス・アジア構想がスタートした。

*BEijing、Seoul、Tokyoの略
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ICSアジア・ビジネスリーダー・プログラムが

始動した

ICSアジア・ビジネスリーダー・プログラム

三つの政府が支援する学生支援プログラム

オールアジアとして経済発展を考える

グローバルに学ぶ環境づくり

グローバルリーダーシップを備えた人材の育成



２
０
０
３
年
の
大
学
院
重
点
化
以
降
、
一
橋
大
学
大

学
院
で
学
ぶ
院
生
の
数
が
飛
躍
的
に
伸
び
ま
し
た
。
か
つ
て

大
学
院
と
い
え
ば
、
研
究
者
の
養
成
を
主
目
的
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
修
士
課
程
を
修
了
し
民
間
企
業
や
官
公
庁
な
ど
へ
の
就
職
を
選

ぶ
院
生
も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
昨
今
の
景
気
低
迷
に
よ
り
新
規
学

卒
者
の
就
職
難
が
世
間
で
騒
が
れ
て
い
ま
す
が
、
状
況
は
大
学
院
修
了
者

に
と
っ
て
も
同
様
で
す
。
そ
こ
で
一
橋
大
学
で
は
、
２
０
１
１
年
度
に
、

キ
ャ
リ
ア
支
援
室
大
学
院
部
門
を
発
足
さ
せ
、
３
人
の
特
任
講
師
に
よ
る

社
会
科
学
系
の
大
学
院
に
特
化
し
た
キ
ャ
リ
ア
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
ま
し
た
。

　
「
キ
ャ
リ
ア
支
援
室
大
学
院
部
門
」
は
、
院
生
の
研
究
活
動
や
進
路
選
択
、

就
職
な
ど
を
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
２
０
１
１
年
度

よ
り
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
社
会
科
学
の
専
門
職
業
人
に
必
要
な
ス
キ
ル
を

養
成
す
る
た
め
の
科
目
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
「
高
度
職
業
人
養
成
エ
リ

ア
」、
大
学
院
で
の
学
修
や
研
究
活
動
の
側
面
支
援
を
行
う
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・

キ
ャ
リ
ア
支
援
」、
進
路
選
択
や
就
職
に
関
す
る
支
援
を
行
う
「
ノ
ン・
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ
ア
支
援
」
の
三
つ
を
サ
ポ
ー
ト
の
柱
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
任

講
師
が
つ
き
、
院
生
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、約
１
５
０
０
人
（
法
科
大
学
院
を
除
く
）
の
院
生
が
学
ん
で
お
り
、

う
ち
約
８
０
０
人
が
修
士
課
程
を
終
え
て
企
業
な
ど
へ
の
就
職
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。
修
士
課
程
修
了
者
は
厳
し
く
高
度
な
学
修
に
取
り
組
み
、
基

盤
的
研
究
力
と
応
用
力
を
備
え
、
高
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
優
れ
た

高
度
職
業
人
候
補
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
一
橋
で
は
、
国
際
企
業
戦

略
研
究
科
や
法
科
大
学
院
、
国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
な
ど
専
門
職
学
位
課

程
を
除
け
ば
、
修
士
課
程
修
了
者
を
積
極
的
に
社
会
に
送
り
出
す
仕
組
み

を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
学
部
生
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
の
延
長
上

に
院
生
も
」
と
い
う
発
想
で
は
、
院
生
と
い
う
有
能
な
人
材
の
進
路
支
援

の
ニ
ー
ズ
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
２
０
１
１
年
度
よ
り
、
西
キ
ャ

ン
パ
ス
本
館
１
階
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
室
（
林
大
樹
室
長
）
に
大
学
院
部
門

を
新
設
し
ま
し
た
。

　

就
職
関
連
情
報
の
提
供
や
就
職
相
談
な
ど
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
支
援

室
が
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
支
援
に
つ
い
て
も
院
生
は
、
有
効
に

活
用
で
き
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
企
業
の
求
人
ニ
ー
ズ
の
大
多
数

が
学
部
生
を
対
象
と
し
て
お
り
、
院
生
を
積
極
的
に
採
用
す
る
企
業
ば
か
り

で
は
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
就
職
活
動
の
準
備
に
つ
い

て
は
、
学
部
生
が
３
年
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
修
士
課
程

の
院
生
は
た
っ
た
１
年
で
す
。
就
職
活
動
に
時
間
が
と
ら
れ
る
期
間
が
あ
る

た
め
、
２
年
間
フ
ル
に
研
究
に
集
中
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
り

あ
る
時
間
を
、
有
効
に
使
わ
な
く
て
は
本
来
の
目
的
で
あ
る
学
修
・
研
究
に

も
専
念
で
き
な
い
の
で
す
。

　

修
士
課
程
で
は
１
年
次
の
冬
学
期
に
就
職
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
大
学
院
入
学
早
々
の
夏
学
期
ま
で
に
、
博
士
課
程
に
進
学
す
る
か
、
就

職
す
る
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
就
職
を
め
ざ
す
院
生
に
と
っ
て

は
、
学
修
・
研
究
と
就
職
活
動
が
同
時
進
行
と
な
り
ま
す
。
時
間

的
な
制
約
が
あ
る
な
か
で
こ
の
二
つ
を
両
立
さ
せ
る
の

は
非
常
に
重
い
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

大
学
院
は
学
修
・
研
究
を
主
と
し
た
場
で
あ

る
た
め
、
院
生
同
士
の
話
題
も
そ
れ
が
中
心

と
な
り
、
進
路
に
関
す
る
話
題
が
出
に
く

い
状
況
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
他
大
学
か
ら
一
橋

の
大
学
院
に
進
学
す
る
院
生
も
多
く
、
同
期
や
先
輩
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
新
た
に
つ
く
る
時
間
的
余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
。
学
修
・

研
究
に
追
わ
れ
、
下
準
備
も
整
わ
な
い
ま
ま
就
職
活
動
に
突
入
す
る
と
い
う

の
が
院
生
の
実
状
で
す
。
こ
う
し
た
院
生
を
取
り
巻
く
環
境
を
踏
ま
え
、
進

路
決
定
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
３
人
の
特
任
講
師
が
、
院
生
を
多
角
的

に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
３
年
の
大
学
院
重
点
化
以
降
、
一
橋
大
学
大

学
院
で
学
ぶ
院
生
の
数
が
飛
躍
的
に
伸
び
ま
し
た
。
か
つ
て

大
学
院
と
い
え
ば
、
研
究
者
の
養
成
を
主
目
的
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
修
士
課
程
を
修
了
し
民
間
企
業
や
官
公
庁
な
ど
へ
の
就
職
を
選

ぶ
院
生
も
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
昨
今
の
景
気
低
迷
に
よ
り
新
規
学

卒
者
の
就
職
難
が
世
間
で
騒
が
れ
て
い
ま
す
が
、
状
況
は
大
学
院
修
了
者

に
と
っ
て
も
同
様
で
す
。
そ
こ
で
一
橋
大
学
で
は
、
２
０
１
１
年
度
に
、

ン
パ
ス
本
館
１
階
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
室
（
林
大
樹
室
長
）
に
大
学
院
部
門

を
新
設
し
ま
し
た
。

　

就
職
関
連
情
報
の
提
供
や
就
職
相
談
な
ど
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
支
援

室
が
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
支
援
に
つ
い
て
も
院
生
は
、
有
効
に

アカデミッ
ク・

キャリア支
援

高度職業人

養成エリア

 ノン・アカデ
ミック・

キャリア支
援

 進路支援エ
リア

院生に特化した
キャリア支援の
　　　　を図る充実

大
学
院
重
点
化
に
即
し
た

積
極
的
な
院
生
向
け
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
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院
生
の
実
態
に
沿
っ
た

サ
ポ
ー
ト
体
制
の
構
築



　このエリアの主な役割は「高度職業人養成科目」の授業コー
ディネートです。当科目はもともと社会学研究科で2009年か
ら開講されていたものですが、キャリア支援室大学院部門の設
置に伴い、全学横断的な科目として導入することになりました。
概要は、社会科学の専門職業人に必要なスキルを磨く科目を、
研究科の壁を越えて提供するというものです。
　2011年度は、英語科目として『発信英語力Ⅰ〜Ⅳ』Academic 
English for Advanced Graduate Study、教育技法実践とし
て『ティーチングフェロー・トレーニング・コース』、調査法科
目として『量的調査法入門』、『質的調査法入門』、その他『アー

　ノン・アカデミック・キャリア支援では、主に修士課程の院生
を対象に、進路選択や就職に関する支援を行っています。学修・
研究と就職活動の両立に関する悩みや院生としての就職活動の
進め方などの相談窓口として機能しているのです。個別相談の
ほかに、さまざまなキャリアを歩んでいるＯＢ・ＯＧとの座談会や
自主ゼミ（グループワーク）も開催しています。
　修士課程の院生の多くは、学部の勉強では飽き足らず、「もっ
と勉強したい、勉強するからには一橋の一流の先生の下で」と
いう強い意思をもって進学しています。そして、「修士論文はよ
り質の高いものを書き上げたい」という志ももっています。しか
し、就職活動は修士課程１年次の冬学期からスタートします。

　アカデミック・キャリア支援の目的は、院生の研究活動上の悩
みを減らし、各種論文の執筆や奨学金・助成金（いわゆる「競
争的外部資金」）の獲得を側面から支援することにあります。換
言すれば、アカデミックな人的資本の育成とその競争力の強化
にかかわるもので、あくまでも研究活動を支援するものです。
競争力を強化することで院生の就職率が上がる可能性はありま
すが、あくまでも副次的な効果です。
　また、研究計画書の作成支援、留学の相談など目前の課題の
みならず、中長期的なキャリア・プランニングの相談にも応じて
います。たとえば、修士課程の院生で将来研究者としての道を

カイブズの基礎と技法』、『社会科学のための映像情報処理』
が開講されました。
　『発信英語力──』は英国の公的な国際文化交流機関 “ブリテ
ィッシュ・カウンシル” のメソッドと講師による英語研修プログラム
です。「ディスカッションとプレゼンテーション」、「アカデミック・ラ
イティング」など、研究者として海外の学会発表や専門誌投稿
時に物怖じしない英語力を身につけることを目的としています。
　キャリア支援室大学院部門では、より多くの院生がこのエリ
アの授業を有効活用できるよう、今後も広報活動を行っていく
予定です。

大学院の授業は非常にレベルが高く、その準備や課題をこなす
ためにはかなりの力を注がなければなりません。そういった状況
のなかで、院生たちが就職活動との両立のしかたを自分なりに見
いだせることをめざして、日々サポートが行われているのです。
　最も注力されているのは、院生同士の交流と修士課程を修了
したＯＢ・ＯＧとの交流の場の提供です。就職活動したＯＢ・ＯＧ
たちの生の声を聞くことで、院生たちに自信をもって就職に臨ん
でもらおうというのがねらいです。院生たちは、学修・研究と就
職活動の両立に果敢に挑んだ経験や、大学院で培われた論理的
思考力が、実社会で評価されることをＯＢ・ＯＧの体験談から実
感することができるのです。

描いているが、それが確固たるものにはなっていない人は多く
いると推察されます。この支援活動は、そういう人たちに向け
ての道標として機能しているのです。
　さらに個別相談のほかにも、2011年度に７回のアカデミッ
ク・キャリア講習会が企画、開催されました。講習会では、そ
れぞれのテーマで豊富な経験のある先輩院生やポストドクター
を中心とした若手研究者がゲスト・スピーカーとして招かれまし
たが、ゼミや共同研究室だけでは得ることのできない貴重な情
報提供の場となっています。

高度職業人養成エリア

ノン・アカデミック・キャリア支援

アカデミック・キャリア支援

社会科学の専門職業人に必要なスキルを磨
く科目を、研究科の壁を越えて提供します。

アカデミック・キャリアを志望する院生と
ノン・アカデミック・キャリアを志望する院
生それぞれに、個別相談や講習会・セミナー
などをつうじて支援を行います。

アカデミック・キャリア支援を担
当する佐藤裕特任講師

ノン・アカデミック・キャリア支援
を担当する三浦美樹特任講師

高度職業人養成エリアを担当する
青木深特任講師

▲

▲

▲

院生に特化したキャリア支援の充実を図る
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環
境
影
響
評
価
法
（
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
）
と
い
う
法
律

が
あ
り
ま
す
。
環
境
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る

事
業
の
実
施
に
際
し
て
、
そ
の
環
境
へ
の
影
響
を
事
前
に
調
査

し
予
測
・
評
価
の
結
果
を
公
表
し
地
域
住
民
な
ど
の
意
見
を
聞
い

て
、
環
境
保
全
策
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
講
ず
る
こ
と
を
定
め
て
い

ま
す
。
評
価
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、高
速
道
路
、ダ
ム
、

鉄
道
、
空
港
な
ど
、
13
種
類
の
事
業
で
す
。

　

私
の
担
当
は
行
政
法
で
す
。
行
政
活
動
に
は
、
利
害
調
整
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
社
会
が
複
雑
化
し
て
い
る
昨
今
で
は
、
利
害
調
整

が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
利
害
調
整
を
ル
ー
ル
化
し

た
も
の
が
、
行
政
法
で
す
。
政
策
判
断
に
際
し
て
、
配
慮
す
べ
き

も
の
に
配
慮
し
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
考
慮
し
た
か
、
こ
れ
が
問

わ
れ
ま
す
。
従
来
は
、
公
共
事
業
等
は
基
本
的
に
歓
迎
さ
れ
て
い

た
の
で
す
が
、
近
年
で
は
、
環
境
へ
の
配
慮
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
新
石
垣
空
港
で
の
ケ
ー
ス
か
ら
、

環
境
影
響
評
価
法
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

沖
縄
県
に
属
す
る
石
垣
島
は
、
日
本
の
最
南
端
に
近
い
島
で

沖
縄
本
島
か
ら
４
０
０
㎞
以
上
離
れ
て
い
ま
す
。
住
民
は
４
万

５
０
０
０
人
、
観
光
と
農
漁
業
が
主
な
産
業
で
す
。
島
の
約
３

割
が
国
立
公
園
。
日
本
に
は
珍
し
い
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
湿
地
、
固

有
の
動
植
物
な
ど
の
貴
重
な
自
然
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か

で
も
、
白
保
の
サ
ン
ゴ
礁
に
は
世
界
最
大
級
の
ア
オ
サ
ン
ゴ
群

落
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
島
に
新
空
港
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
は
─
─
既

存
の
空
港
は
滑
走
路
が
１
５
０
０
ｍ
し
か
な
く
大
型
機
が
発
着

で
き
な
い
た
め
、
東
京
や
大
阪
か
ら
直
行
便
が
乗
り
入
れ
ら
れ

な
い
こ
と
。
旅
客
や
貨
物
な
ど
運
べ
る
も
の
が
限
ら
れ
る
た
め
、

観
光
客
誘
致
や
農
産
物
の
出
荷
な
ど
の
支
障
に
な
っ
て
い
る
こ

と
。
空
港
周
辺
の
市
街
化
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
騒
音
被
害
な

ど
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
─
─
等
々
。

　

日
本
で
は
、
地
方
空
港
の
設
置
管
理
は
地
方
自
治
体
が
国
（
国

土
交
通
大
臣
）
の
許
可
を
得
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
沖
縄
県
は
、
１
９
７
９
年
に
石
垣
島
東
部
海
岸
に
面
す
る
白

保
集
落
の
沖
合
に
２
５
０
０
ｍ
級
の
滑
走
路
を
備
え
た
新
空
港
を

建
設
す
る
計
画
を
発
表
、
着
工
寸
前
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
１
９
８
３
年
に
希
少
な
サ
ン
ゴ
礁
を
守
ろ
う
と
反
対

運
動
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
海
外
に
ま
で
波
及
し
た
こ
と
か
ら
、
沖

縄
県
は
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
計
画
は
二
転
三
転
し
ま
し
た
が
、
２
０
０
０
年
に
い

く
つ
か
の
候
補
地
の
な
か
か
ら
、
位
置
選
定
委
員
会
に
よ
り
カ
ラ

山田  洋
Hiroshi Yamada

法学研究科教授研 究 室 訪 問

chat in the den

新
空
港
の
必
要
性
と

新
空
港
設
置
許
可
取
消
訴
訟
の
経
緯

考
慮
す
べ
き
こ
と
を
考
慮
し
た
か
？

行
政
判
断
に
求
め
ら
れ
る
の
は
こ
れ
だ

環
境
利
益
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と

環
境
影
響
評
価



岳
陸
上
案
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
沖
縄
県
は
法
的

手
続
き
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
、
環
境
影
響
評
価
法
に
基
づ
く
手
続

き
に
着
手
。
こ
の
結
果
を
受
け
入
れ
て
、
国
土
交
通
省
は
２
０
０

５
年
末
に
飛
行
場
設
置
を
許
可
。
２
０
０
６
年
秋
に
工
事
が
起
工

さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
納
得
し
な
い
人
た
ち
が
、
新

空
港
設
置
許
可
取
消
訴
訟
を
起
こ
し
た
わ
け
で
す
。

　

な
お
、
２
０
１
１
年
に
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
請
求
棄
却
の

判
決
を
下
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
原
告
側
は
控
訴
し
、
現
在
も

係
争
中
で
す
。

　

実
は
、
日
本
の
法
律
で
は
環
境
影
響
評
価
の
手
続
き
や
結
果

に
不
服
が
あ
っ
て
も
、
環
境
影
響
評
価
の
結
果
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
直
接
訴
訟
で
争
う
こ
と
が
事
実
上
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
環
境
影
響
評
価
の
結
果
が
、
事
業
に
関
す
る
許
可
な
ど
を

行
う
行
政
官
庁
が
考
慮
す
べ
き
参
考
意
見
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
環
境
影
響
評
価
の
結
果
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
訴
訟
の
前
提
条
件
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
税
金
の
無
駄
遣
い
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
住
民
訴
訟
で
は
、
環
境
破
壊
に
つ
な
が
る
埋
め
立
て
工

事
な
ど
の
公
共
事
業
へ
の
支
出
を
無
駄
遣
い
と
と
ら
え
て
争
う

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

法
律
上
の
位
置
づ
け
か
ら
は
、
環
境
影
響
評
価
の
結
果
を
踏

ま
え
て
な
さ
れ
た
事
業
に
対
す
る
許
可
な
ど
の
取
消
訴
訟
で
は
、

そ
の
不
備
を
許
可
の
違
法
事
由
と
し
て
主
張
す
る
の
が
本
筋
に

な
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
各
種
事
業
は
、
事
業
の
種
別
ご
と
の
個
別
法
に

定
め
ら
れ
た
許
認
可
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
都
市

計
画
法
に
よ
る
道
路
な
ど
の
事
業
認
可
の
よ
う
に
、
周
辺
環
境

へ
の
配
慮
な
ど
が
許
可
の
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
問

題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
環
境
影
響
評
価
の
不
備
を
無
視
し
て
許
可

さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
違
法
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
す
。

　

本
来
、
航
空
法
は
、
発
着
す
る
航
空
機
の
安
全
や
制
限
を
受

け
る
周
辺
の
土
地
利
用
の
調
整
な
ど
を
主
な
目
的
と
す
る
法
律

で
、
周
辺
の
環
境
保
全
な
ど
の
審
査
は
予
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

字
句
通
り
厳
格
に
考
え
れ
ば
、
環
境
影
響
評
価
に
不
備
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
許
可
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
れ
を
無
視
し
て
許
可
を
与
え
て
も
違
法
事
由
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
環
境
影
響
評
価
法
で
は
、
個
別
法
に
基
づ
く
許
可

な
ど
を
行
う
官
庁
は
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
要
件
と
は
別
に
、

環
境
影
響
評
価
の
結
果
な
ど
に
基
づ
い
て
、「
環
境
保
全
に
つ
い

て
の
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
許
可

な
ど
を
拒
否
で
き
る
旨
の
特
別
規
定
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
個
別
法
を
横
断
す
る
形
で
新
た
な
要
件
が
付
与
さ
れ

た
わ
け
で
す
。

　

新
石
垣
空
港
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
国
土
交
通
大
臣

は
環
境
影
響
評
価
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
理
由

に
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
拒
否
権
が
認
め
ら

れ
た
だ
け
で
す
か
ら
、
公
益
性
な
ど
を
考
慮
し
て
許
可
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、「
考
慮
す
べ
き
こ
と

を
考
慮
し
な
か
っ
た
」
こ
と
な
ど
に
よ
り
「
妥
当
性
を
欠
い
た

判
断
を
下
し
た
」
と
突
っ
込
ま
れ
る
余
地
が
出
て
き
ま
す
。

　

な
お
、
行
政
事
件
訴
訟
法
で
は
、
処
分
取
消
を
求
め
ら
れ
る

の
は
、「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
新

石
垣
空
港
訴
訟
で
は
、
原
告
は
建
設
予
定
地
に
土
地
を
共
有
す

る
者
や
環
境
保
護
団
体
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
で
す
。
判
決
で
は
、

前
者
に
は
原
告
適
格
を
認
め
ま
し
た
が
、
後
者
は
否
定
し
て
い

ま
す
。
環
境
利
益
な
ど
は
公
益
に
過
ぎ
な
い
と
の
判
断
で
す
。

　

次
に
、
環
境
影
響
評
価
の
基
本
構
造
に
関
す
る
問
題
点
を
整

理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

原
告
の
主
張
の
根
底
に
は
、
不
信
感
が
あ
り
ま
す
。
空
港
実
現

を
急
ぐ
沖
縄
県
が
形
式
だ
け
の
調
査
を
行
い
、
許
可
官
庁
で
あ
る

国
土
交
通
省
も
意
識
的
に
見
逃
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信

感
で
す
。
こ
う
し
た
不
信
感
を
払
拭
す
る
に
は
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
行
制
度
で
は
、
評
価
結
果
に

対
す
る
環
境
大
臣
の
意
見
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

さ
ら
に
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
透
明
化
す
る
た
め
に
は
、
第
三
者
委
員

会
な
ど
の
導
入
な
ど
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
、
新
石
垣
空
港
の
場
合
は
、
複
数
の
候
補
地
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
候
補
地
の
み
が
環
境
影
響
評
価
の
対
象

と
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
環
境
影

響
評
価
は
、
事
業
実
施
段
階
で
行
わ
れ
る
「
事
業
ア
セ
ス
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
立
地
な
ど
が
決

定
さ
れ
る
計
画
策
定
段
階
に
お
け
る
「
計
画
ア
セ
ス
」、「
戦
略
ア

セ
ス
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
）」
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
制
度

の
導
入
が
、
日
本
で
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

環
境
影
響
評
価
法
に
限

ら
ず
、
行
政
法
は
社
会
的

な
現
実
を
踏
ま
え
、
海
外

の
ケ
ー
ス
な
ど
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
制

度
設
計
を
進
め
て
い
く
こ

と
が
必
要
な
の
で
す
。（
談
）
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二
つ
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信
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ケ
ニ
ア
の
首
都
ナ
イ
ロ
ビ
に
は
マ
サ
レ
と
い
う
巨
大

な
ス
ラ
ム
街
が
あ
り
ま
す
。
貧
困
と
不
衛
生
な
環
境
の

な
か
で
、
エ
イ
ズ
や
結
核
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
場
所
で
、
１
９
８
７
年
か
ら
サ
ッ
カ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
清
掃
活
動
を
通
じ
て
若
者
た
ち
の
社
会
参
加
を

促
す
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を
ひ
き

つ
け
る
ス
ポ
ー
ツ
に
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
都
市
再
生
に
結
び
付
け
よ
う

と
い
う
試
み
で
す
。
こ
の
マ
サ
レ
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
協

会
（
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ａ
）
は
、
ご
く
小
さ
な
自
助
組
織
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
が
、
今
で
は
多
く
の
支
部
や
男
女
の
プ

ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
持
つ
大
き
な
組
織
に
発
達
し
、

ケ
ニ
ア
代
表
選
手
や
政
治
家
さ
え
輩
出
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
の
活
動
は
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
、
２
０
０
３
年

と
２
０
０
４
年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
候
補
に
も
ノ
ミ

ネ
ー
ト
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
の
そ
も
そ
も
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と
都

市
再
生
で
す
。
テ
ー
マ
に
は
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
や
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
な
ど
の
「
見
る
ス
ポ
ー
ツ
」
と
マ
ク
ロ
な
意
味

で
の
都
市
の
社
会・経
済
と
の
関
係
も
あ
れ
ば
、
も
っ
と

ミ
ク
ロ
な
日
々
の
活
動
と
し
て
の
「
参
加
す
る
ス
ポ
ー

ツ
」
と
都
市
の
な
か
の
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関

係
も
含
ま
れ
ま
す
。
私
の
主
な
関
心
は
後
者
で
す
が
、

前
者
と
の
関
わ
り
も
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

　

私
が
博
士
課
程
の
と
き
に
留
学
し
て
い
た
イ
ギ
リ

ス
の
諸
都
市
で
も
そ
の
な
か
に
相
対
的
に
貧
し
い
地
区

が
必
ず
あ
り
、
重
要
な
政
策
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
地
域
で
は
、
若
者
の
失
業
率
が
高
く
、
学
校

教
育
の
質
も
低
く
な
り
が
ち
で
す
。
教
育
や
雇
用
の
機

会
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
、
余
暇
の
機
会
も
大
き
く
制
限

さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
有
り
余
る
時
間
に
飲
酒
や
ド

ラ
ッ
グ
、
そ
し
て
ケ
ン
カ
を
し
て
過
ご
す
こ
と
が
数
少

な
い
娯
楽
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て

の
子
ど
も
た
ち
が
こ
う
し
た
「
悪
さ
」
を
し
た
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
環
境
に
育
つ
限
り
そ

れ
が
ご
く
フ
ツ
ー
の
過
ご
し
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
彼
ら
に
サ
ッ
カ
ー
教
室
な
ど
質
の
高
い
余
暇
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
非
行
か
ら
遠
ざ
け
て

成
長
を
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
い
う
住
民
団
体
が
多
く

存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
親
が
失
業
や
薬

物
依
存
症
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
割
合
が
高
く
、

こ
う
し
た
団
体
を
運
営
す
る
住
民
た
ち
が
若
者
た
ち

の
い
わ
ば
親
代
わ
り
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん

す
べ
て
の
団
体
が
う
ま
く
運
営
で
き
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
と
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

─
─
こ
れ
が
今
に
到
る
研
究
の
出
発
点
で
す
。

　

現
在
の
関
心
は
、
二
つ
の
方
向
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
冒
頭
の
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ａ
の
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
を
通

じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
研
究
を
国
際
協
力
、
途
上

国
開
発
の
分
野
に
広
げ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、ア
フ
リ

カ
諸
国
で
は
エ
イ
ズ
の
蔓
延
を
ど
う
食
い
止
め
る
か
が

大
き
な
課
題
で
す
が
、
単
に
エ
イ
ズ
教
育
や
検
診
を
行

う
だ
け
で
は
な
か
な
か
人
が
集
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
サ
ッ
カ
ー
大
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
と
セ
ッ
ト
で
行

う
こ
と
で
検
診
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
者
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
エ
イ
ズ
防
止
に
限
ら
ず
、
ス
ポ

ー
ツ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
開
発
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
し
て
い
く
取
り
組
み
が

急
速
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
運
動
の
広
が
り
と

実
態
に
つ
い
て
、
今
追
い
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
日
本
の
地
域
課
題
に
対
し
て
、
ス
ポ

ー
ツ
に
限
定
せ
ず
に
「
楽
し
さ
」
の
要
素
を
活
か
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
活
動
の
研
究
で
す
。
日
本
の
都
市
や

地
域
の
問
題
を
見
渡
し
た
と
き
、「
限
界
集
落
」
と
い

う
現
象
が
重
要
な
政
策
課
題
の
一
つ
で
す
。
都
市
化
と

少
子
高
齢
化
に
よ
っ
て
農
村
が
縮
ん
で
い
く
と
い
う
現

象
で
す
。
こ
れ
を
根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
な
ん
と
か
生
き
延
び
よ
う
と

し
て
い
る
集
落
の
人
々
の
活
動
を
調
査
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
対
象
と
し
て
い
る
地
域
で
は
、
60
代
70
代
の

方
々
が
放
棄
棚
田
を
イ
ベ
ン
ト
広
場
と
し
て
再
生
し

て
、
住
民
主
体
の
イ
ベ
ン
ト
を
中
心
に
地
域
お
こ
し
を

鈴木直文
Naofumi Suzuki

社会学研究科講師研 究 室 訪 問
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「楽しげ」なことが地域課題を解決する
イギリスの都市から途上国開発、

そして日本の限界集落へ

研
究
テ
ー
マ
は

「
ス
ポ
ー
ツ
と
都
市
再
生
」

ス
ラ
ム
街
か
ら
ケ
ニ
ア
代
表
選
手
が

誕
生
し
た
理
由

「
ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
開
発
」が

広
が
る
ア
フ
リ
カ

「
楽
し
げ
」に

限
界
集
落
を
再
生
す
る
日
本
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目
指
し
て
い
ま
す
。
活
動
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

の
で
苦
労
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
口
々
に

「
楽
し
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
発
展
を
望
む
と
い
う
よ
り
、
否
応
な
し

に
縮
小
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

地
域
で
も
、「
楽
し
さ
」
を
入
り
口
に
充

実
し
た
生
活
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
大
事
な
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、
こ
う
し
た
「
楽

し
げ
」
な
活
動
が
実
際
に
ど
う
い
う
意

味
で
地
域
の
「
再
生
」
に
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
見
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
研
究
テ
ー

マ
は
「
ス
ポ
ー
ツ
と
都
市
再
生
」
で
す
が
、

ス
ポ
ー
ツ
に
含
ま
れ
る
「
楽
し
さ
」
と
い

う
要
素
は
ほ
か
の
余
暇
活
動
に
も
広
げ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
課
題
解
決
も
都

市
の
問
題
に
限
る
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
こ
ち
ら
側
に
い
ろ
い
ろ
と
「
楽
し
げ
」

な
も
の
が
あ
り
、
あ
ち
ら
側
に
「
社
会
問
題
」

が
あ
る
。
そ
の
両
者
の
掛
け
算
で
問
題
を
解

決
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
す
。
た
と
え
ば
今
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
活
動
は
、
多
く
が
そ
う
い
う
仕
組
み
を

利
用
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
留
学
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
社
会
政
策
上
最
も
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
エ
ク
ス
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
で
し
た
。

日
本
語
で
は
社
会
的
排
除
と
社
会
的
包
摂
と
い
い
ま

す
。
都
市
に
お
け
る
貧
困
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
重
層

的
に
都
市
内
の
特
定
の
地
域
に
集
積
し
て

し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
地
域
ご
と
社
会
の
主
流
か
ら
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
、
社
会
と
接

続
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
考
え

方
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
参
加
は
一
つ
の
社
会
参
加
の

形
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
社
会
に
接
続
さ

れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
本
当
の

課
題
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
か
に

経
済
的
な
シ
ス
テ
ム
に
接
続
で
き
る
か
、

あ
る
い
は
そ
の
手
助
け
が
で
き
る
か
、

と
い
う
視
点
は
重
要
で
す
。
先
に
紹
介

し
た
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ａ
や
イ
ギ
リ
ス
の
住
民
団

体
で
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う

し
た
点
に
自
覚
的
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
を

楽
し
み
に
来
た
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に

な
っ
て
い
く
過
程
で
、
ど
ん
な
選
択
肢

を
提
示
で
き
る
か
。
そ
の
点
を
よ
く
考

え
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
職
業
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
を
組
み
入
れ
て
い
た
り
し

ま
す
。
い
わ
ば
、
社
会
へ
の
は
し
ご

や
階
段
を
つ
く
る
作
業
で
す
。ケ
ニ
ア
の
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ａ
は
、

子
ど
も
た
ち
に
民
主
的
に
意
思
決
定
さ
せ
る
仕
組
み
を

内
包
さ
せ
て
社
会
と
の
接
続
を
行
っ
て
い
ま
す
し
、
奨

学
金
制
度
や
、図
書
館
の
建
設
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
が
ほ
と
ん
ど
整
っ
て
い
な
い
地
域

で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
組
織
が
そ
の
代
替
と
な
り
、
社
会
と

接
続
す
る
数
少
な
い
機
会
と
な
り
得
ま
す
。

　

よ
く
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
青
少
年
の
育
成
」
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
個
人
の
人
格
形
成
や
ス
キ
ル
開
発
だ
け

で
は
社
会
的
包
摂
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
構
造
の

方
を
変
え
る
こ
と
に
こ
そ
、
ス
ポ
ー
ツ
が
利
用
可
能
な

の
だ
と
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
有
名
な
ア
ス
リ
ー
ト
が
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
マ
ッ
チ
な
ど
を
通
じ
て
寄
付
を
集
め
る
活
動

が
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う

と
も
っ
た
い
な
い
気
が
し
ま
す
。
恒
常
的
な
構
造
変
革

の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
に
こ
そ
、
ス
ポ
ー
ツ
を
使
っ

た
社
会
的
包
摂
の
醍
醐
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

私
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
両
親
の
影
響
で
ス
ポ
ー
ツ
を

見
る
の
も
や
る
の
も
好
き
で
し
た
。
大
学
で
勉
強
す
る

と
き
も
ス
ポ
ー
ツ
を
入
り
口
に
し
て
学
問
の
世
界
に
入

る
こ
と
が
で
き
た
。
ス
ポ
ー
ツ
の
お
か
げ
で
社
会
に
接

続
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
で
も
実
は
妻
が
大
の

ス
ポ
ー
ツ
嫌
い
な
ん
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
が
で
き
な
け
れ

ば
ダ
メ
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
大
問
題
に
な
る
（
笑
）。

お
か
げ
で
ス
ポ
ー
ツ
に
限
ら
ず
、
自
分
自
身
を
動
か
し

て
い
る
原
動
力
が
あ
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
気
が
つ

い
た
。
そ
れ
で
「
楽
し
げ
」
な
こ
と
と
い
う
テ
ー
マ
に

辿
り
着
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。（
談
）

　

こ
れ
か
ら
の
発
展
を
望
む
と
い
う
よ
り
、
否
応
な
し

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
研
究
テ
ー

ス
ポ
ー
ツ
に
含
ま
れ
る
「
楽
し
さ
」
と
い

う
要
素
は
ほ
か
の
余
暇
活
動
に
も
広
げ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
課
題
解
決
も
都

市
の
問
題
に
限
る
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
こ
ち
ら
側
に
い
ろ
い
ろ
と
「
楽
し
げ
」

な
も
の
が
あ
り
、
あ
ち
ら
側
に
「
社
会
問
題
」

的
に
都
市
内
の
特
定
の
地
域
に
集
積
し
て

し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
地
域
ご
と
社
会
の
主
流
か
ら
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
、
社
会
と
接

続
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
考
え

方
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
参
加
は
一
つ
の
社
会
参
加
の

形
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
社
会
に
接
続
さ

れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
本
当
の

課
題
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
か
に

経
済
的
な
シ
ス
テ
ム
に
接
続
で
き
る
か
、

あ
る
い
は
そ
の
手
助
け
が
で
き
る
か
、

と
い
う
視
点
は
重
要
で
す
。
先
に
紹
介

し
た
Ｍ
Ｙ
Ｓ
Ａ
や
イ
ギ
リ
ス
の
住
民
団

体
で
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う

chat in the den
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社
会
と
接
続
す
る
仕
組
み
づ
く
り
に

醍
醐
味
が
あ
る

社
会
的
に

「
排
除
」さ
れ
た
人
た
ち
を

い
か
に「
包
摂
」す
る
か
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が
水
霜
談
話
会
の
主
旨
に
共
鳴
し
、
火
曜
会
の
重

要
メ
ン
バ
ー
の
大
半
を
同
会
に
入
会
さ
せ
た
。

　

設
立
の
幹
部
た
ち
は
、「
会
の
永
続
を
期
す
る
た

め
に
は
、
真
面
目
な
優
秀
な
会
員
の
選
択
獲
得
が

重
要
で
あ
る
」（『
水
霜
談
話
会
の
あ
ゆ
み
』
よ
り
）

と
考
え
、
そ
の
た
め
に
一
橋
の
長
老
教
授
陣
を
名

誉
会
員
と
し
て
迎
え
入
れ
る
。
津
村
の
ほ
か
、
佐

野
善
作
（
学
長
）、
田
崎
慎
治
（
学
長
）、
上
田
貞

次
郎
、
堀
光
亀
な
ど
、
錚
々
た
る
教
授
陣
が
名
を

連
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
『
水
霜
談
話
会
の
あ
ゆ
み
』

か
ら
の
引
用
を
続
け
る
。

　
「
講
師
の
講
演
、
名
誉
会
員
の
意
見
発
表
、
会
員

の
熱
心
な
質
問
で
会
は
時
に
白
熱
し
た
空
気
に
つ

つ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
価
値
の
高
い
講
演
会

に
な
っ
た
。
会
員
の
熱
情
の
あ
る
質
問
の
た
め
講

演
者
が
困
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
熱
気
が
う
ず
ま

い
て
い
た
た
め
に
講
演
が
二
時
間
半
以
上
に
及
ぶ

　

水
霜
談
話
会
は
１
９
３
４
年
３
月
、
旧
東
京
高

等
商
業
学
校
＝
現
一
橋
大
学
『
如
水
会
』
と
旧
神

戸
高
等
商
業
学
校
＝
現
神
戸
大
学
の
経
済
学
部
・
経

営
学
部
・
法
学
部
の
同
窓
会
で
あ
る
『
凌
霜
会
』
の

会
員
有
志
で
結
成
さ
れ
た
。
会
は
、
定
例
講
演
会

を
開
催
し
、
日
本
の
政
財
界
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
・

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
界
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の

第
一
線
で
活
躍
す
る
人
物
の
講
演
を
聞
き
、
そ
の

後
、
テ
ー
マ
に
即
し
た
意
見
交
換
、
親
睦
会
な
ど

を
行
っ
て
い
る
。

　

発
足
の
前
年
、
１
９
３
３
年
秋
、
如
水
会
館
内

で
会
員
が
会
の
設
立
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
件

が
、
１
９
９
２
年
に
発
行
さ
れ
た
水
霜
談
話
会
の

沿
革
を
綴
っ
た
冊
子
『
水
霜
談
話
会
の
あ
ゆ
み
』

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
如
水
会
、
凌
霜
会
の
会
員

有
志
が
と
も
に
人
物
形
成
の
た
め
の
勉
強
会
の
必

要
性
に
共
鳴
し
、
毎
月
１
回
、
各
界
著
名
人
の
講

演
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
如
水
会
館
で
と
き
ど
き
会
合
し
て
い
る
う
ち

に
、
い
つ
と
は
な
し
に
両
同
窓
会
員
の
成
人
教
育
、

殊
に
視
野
の
広
さ
、
心
の
広
さ
へ
の
教
養
の
必
要
、

勉
強
会
の
設
立
と
い
う
話
し
に
煮
詰
っ
て
来
た
。

丁
度
井
上
君
（
井
上
貴
與
記
・
神
戸
大
正
４
年
、
一

橋
専
攻
部
同
７
年
卒
）
が
離
職
し
て
い
た
の
で
最

も
熱
心
に
な
り
、
両
同
窓
会
員
の
誰
彼
に
話
を
持

ち
か
け
た
」
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

凌
霜
会
で
は
す
で
に
毎
火
曜
日
に
勉
強
会
（
火

曜
会
）
が
開
か
れ
て
い
た
が
、
高
等
商
業
学
校
、

神
戸
高
等
商
業
学
校
両
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た

津
村
秀
松
教
授
（
映
画
評
論
家
津
村
秀
夫
、
詩
人

津
村
信
夫
の
父
、
俳
優
の
津
村
鷹
志
は
秀
夫
の
子
）

１
９
３
５
年（
昭
和
10
年
）
矢
野
恒
太
（
第
一
生
命
社
長
）

１
９
３
７
年（
昭
和
12
年
）
小
林
一
三
（
東
京
電
燈
社
長
）

１
９
５
３
年（
昭
和
28
年
）
一
万
田
尚
登
（
日
本
銀
行
総
裁
）

１
９
５
６
年（
昭
和
31
年
）
永
田
雅
一
（
大
映
社
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
坂
泰
三
（
東
芝
社
長
・
経
団
連
会
長
）

１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）
足
立
正
（
日
本
商
工
会
議
所
会
頭
）

１
９
５
９
年（
昭
和
34
年
）
出
光
佐
三
（
出
光
興
産
社
長
）

１
９
６
２
年（
昭
和
37
年
）
佐
藤
喜
一
郎
（
三
井
銀
行
会
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
村
治
（
日
本
開
発
銀
行
理
事
）

１
９
６
５
年（
昭
和
40
年
）
鹿
島
守
之
助
（
鹿
島
建
設
会
長
）

１
９
６
７
年（
昭
和
42
年
）
井
深
大
（
ソ
ニ
ー
社
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
屋
晋
三
（
帝
人
社
長
）

１
９
７
２
年（
昭
和
47
年
）
宇
佐
美
洵
（
前
日
本
銀
行
総
裁
）

１
９
８
３
年（
昭
和
58
年
）
水
上
達
三
（
日
本
貿
易
会
会
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
素
平
（
国
際
大
学
理
事
長
）

１
９
９
２
年（
平
成
４
年
）
速
水
優
（
日
商
岩
井
会
長
）

１
９
９
４
年（
平
成
６
年
）
飯
田
亮
（
セ
コ
ム
会
長
）

１
９
９
８
年（
平
成
10
年
）
寺
島
実
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
井
物
産
業
務
部
総
合
情
報
室
長
）

１
９
９
９
年（
平
成
11
年
）
永
野
健
（
元
日
経
連
会
長
）

２
０
０
４
年（
平
成
16
年
）
吉
崎
達
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
双
日
総
合
研
究
所
主
任
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
）

１
９
３
７
年（
昭
和
12
年
）
鳩
山
一
郎
（
政
友
会
代
行
委
員
）

１
９
３
８
年（
昭
和
13
年
）
蘆
田
均
（
衆
議
院
議
員
）

１
９
３
９
年（
昭
和
14
年
）
吉
田
茂
（
元
内
閣
書
記
官
長
）

１
９
４
２
年（
昭
和
17
年
）
平
尾
釟
三
郎
（
文
部
大
臣
）

１
９
４
７
年（
昭
和
22
年
）
佐
藤
尚
武
（
元
駐
ソ
大
使
、元
外
務
大
臣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
光
次
郎
（
元
商
工
大
臣
）

１
９
５
３
年（
昭
和
28
年
）
岸
信
介
（
衆
議
院
議
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
尾
末
広
（
衆
議
院
議
員
）

１
９
５
４
年（
昭
和
29
年
）
石
橋
湛
山
（
衆
議
院
議
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堤
康
次
郎　
（
衆
議
院
議
長
）

１
９
５
５
年（
昭
和
30
年
）
緒
方
竹
虎
（
自
由
民
主
党
総
裁
）

１
９
５
７
年（
昭
和
32
年
）
野
坂
参
三
（
共
産
党
議
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
勇
人
（
前
大
蔵
大
臣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
山
哲
（
社
会
党
訪
ソ
団
長
）

１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）
福
田
赳
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
会
長
）

１
９
６
０
年（
昭
和
35
年
）
大
平
正
芳
（
内
閣
官
房
長
官
）

１
９
６
１
年（
昭
和
36
年
）
江
田
三
郎
（
日
本
社
会
党
書
記
長
）

１
９
６
３
年（
昭
和
38
年
）
小
阪
善
太
郎
（
前
外
務
大
臣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
栄
作
（
元
通
産
大
臣
）

2012年１月には一橋大学・山内進学長の講演会が開催された。

政
治
家
・
政
府
関
係
者

経
済
界
・
企
業
関
係
者

【
過
去
の
講
師
・
抜
粋
】

※
肩
書
は
、す
べ
て
当
時
の
も
の
で
す
。
敬
称
略
。

発
足

三 商 大 の 伝 統「
水
霜
談
話
会
」

一
橋
大
学
と
神
戸
大
学
の
Ｏ
Ｂ
で
構
成
さ
れ
る
水
霜
談
話
会
は

発
足
し
て
78
年
の
歴
史
を
持
つ
由
緒
あ
る
交
流
団
体
だ
。

戦
中
、
戦
後
の
混
乱
期
に
中
断
し
た
以
外
は
、
毎
月
１
回
例
会
を
開
催
、
こ
の
３
月
で
５
６
２
回
を
数
え
る
。

そ
の
目
的
は
「
人
間
修
練
」。
政
治
・
経
済
の
み
な
ら
ず
、
各
界
の
著
名
人
の
講
演
を
聞
き
、
そ
し
て
、

意
見
交
換
の
場
と
し
て
、
一
橋
大
学
、
神
戸
大
学
出
身
者
の
人
材
育
成
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た
。

今
後
は
大
阪
市
立
大
学
同
窓
会
の
メ
ン
バ
ー
に
も
働
き
か
け

三
商
大
交
流
の
場
と
し
て
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
、
日
本
の
国
づ
く
り
を
支
え
て
い
く
。

一
橋
大
学
、神
戸
大
学
の
同
窓
会
に
よ
る
知
的
交
流
会
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り
、
時
代
を
切
り
拓
く
著
名
学
者
も
数
多
く
講
演

し
て
い
る
。
政
界
か
ら
は
総
理
大
臣
経
験
者
だ
け
で

も
吉
田
茂
、
片
山
哲
、
鳩
山
一
郎
、
石
橋
湛
山
、
岸

信
介
、
池
田
勇
人
、
福
田
赳
夫
、
大
平
正
芳
、
宇
野

宗
佑
な
ど
10
人
以
上
。
共
産
党
議
長
の
野
坂
参
三

な
ど
は
一
橋
、
神
戸
両
大
学
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

経
済
界
か
ら
は
、
日
銀
総
裁
の
ほ
か
、
日
本
の

代
表
的
な
経
営
者
は
ほ
ぼ
招
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

政
治
経
済
の
み
な
ら
ず
、
文
学
、
芸
能
、
芸
術
各
界

か
ら
も
大
勢
の
著
名
人
が
名
を
連
ね
る
。

こ
と
も
あ
っ
た
。
時
局
は
危
機
に
面
し
、
政
治
家

も
軍
人
も
そ
の
他
要
路
の
人
々
は
重
要
な
問
題
に

悩
ん
で
い
る
折
柄
、（
中
略
）
こ
の
会
が
高
い
価
値

の
も
の
と
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
」

　

そ
れ
は
こ
の
草
創
期
に
講
師
と
し
て
招
か
れ

た
人
物
を
見
て
も
明
ら
か
だ
。
第
１
回
は
１
９
３

４
年
３
月
に
開
催
さ
れ
た
。
貴
族
院
議
員
で
大

蔵
、
文
部
大
臣
を
歴
任
し
た
勝
田
主
計
が
招
か
れ

た
。
４
月
は
大
井
成
元
陸
軍
大
将
、
５
月
は
深
井

英
五
日
銀
副
総
裁
と
、
政
財
界
や
軍
の
要
人
が
講

壇
に
立
っ
た
。

　

発
足
か
ら
順
調
に
会
を
重
ね
て
い
っ
た
水
霜
談

話
会
は
戦
時
中
に
中
断
す
る
。
１
９
４
１
年
ま
で

は
ほ
ぼ
毎
月
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
１
９
４
２
年

に
入
っ
て
、
不
定
期
な
開
催
と
な
る
。
１
９
４
２

年
、
１
９
４
３
年
は
４
回
、
１
９
４
４
年
は
１
回
、

１
９
４
５
年
は
ゼ
ロ
。
戦
後
の
再
開
は
１
９
４
６

年
11
月
で
あ
る
。

　

戦
禍
が
日
本
国
内
に
も
及
び
如
水
会
館
も
接
収

さ
れ
、
活
動
も
ま
ま
な
ら
な
い
時
代
、
そ
し
て
、

戦
後
の
混
乱
期
に
は
、
残
念
な
が
ら
会
の
活
動
も

自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
１
９

４
４
年
１
月
ま
で
は
続
い
て
お
り
、
会
員
の
国
の

行
く
末
を
案
じ
る
意
識
は
極
め
て
高
く
、
こ
れ
こ

そ
、
日
本
の
経
済
界
を
牽
引
し
て
き
た
両
校
の
面

目
躍
如
た
る
所
以
で
あ
る
。

　

戦
後
、
講
演
会
自
体
の
再
開
は
迅
速
に
成
さ
れ

る
。
１
９
４
６
年
11
月
に
再
開
、
１
９
４
８
年
10

月
ま
で
は
ほ
ぼ
毎
月
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

１
９
５
３
年
３
月
ま
で
空
白
期
間
が
あ
る
。
こ
の

中
断
理
由
は
不
明
だ
が
、
１
９
５
３
年
に
は
復

興
談
話
会
と
し
て
、
一
万
田
尚
登
日
本
銀
行
総
裁
、

芦
田
均
、
岸
信
介
な
ど
、
政
財
界
の
精
鋭
が
講
師

と
し
て
招
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
は
２
０
０
６
年
ま
で
毎
月
１
回
の
会
を
持

ち
、
翌
２
０
０
７
年
か
ら
は
隔
月
開
催
と
し
て
続
い

て
い
る
。
１
９
５
４
年
以
降
は
講
演
会
だ
け
で
な
く
、

見
学
会
（
工
場
、資
料
館
、博
物
館
な
ど
）
や
旅
行
、

忘
年
会
な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
の
中
身
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
み
、
会
員
同
士
の
懇
親
を
図
っ
て
い
る
。

　

例
会
講
演
会
の
講
師
は
、
学
界
研
究
者
か
ら
は

歴
代
の
一
橋
、
神
戸
両
大
学
学
長
、
如
水
会
理
事

長
お
よ
び
両
校
教
授
陣
が
主
で
あ
る
が
、
下
記
の
通

１
９
６
８
年（
昭
和
43
年
）
藤
山
愛
一
郎
（
自
民
党
代
議
士
）

１
９
６
９
年（
昭
和
44
年
）
宮
沢
喜
一
（
前
経
済
企
画
庁
長
官
）

１
９
８
１
年（
昭
和
56
年
）
宇
野
宗
佑
（
衆
議
院
議
員
）

１
９
８
９
年（
平
成
元
年
）
高
市
早
苗
（
経
済
同
友
会
政
策
委
員
）

２
０
０
２
年（
平
成
14
年
）
平
沢
勝
栄
（
衆
議
院
議
員
）

２
０
０
５
年（
平
成
17
年
）
直
嶋
正
行
（
衆
議
院
議
員
）

１
９
５
５
年（
昭
和
30
年
）
阿
倍
能
成
（
学
習
院
大
学
院
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
留
重
人
（
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
所
長
）

１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）
大
河
内
一
男
（
東
京
大
学
経
済
学
部
長
）

１
９
６
５
年（
昭
和
40
年
）
高
垣
寅
次
郎
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）

１
９
６
９
年（
昭
和
44
年
）
桑
原
武
夫
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

１
９
７
０
年（
昭
和
45
年
）
横
田
喜
三
郎
（
前
最
高
裁
判
所
長
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篠
原
三
代
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
所
長
）

１
９
７
３
年（
昭
和
48
年
）
伊
東
光
晴
（
法
政
大
学
教
授
）

１
９
８
４
年（
昭
和
59
年
）
宇
沢
弘
文
（
東
京
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
野
幸
次
郎
（
神
戸
大
学
教
授
）

１
９
８
９
年（
平
成
元
年
）
野
中
郁
次
郎
（
一
橋
大
学
教
授
）

１
９
９
０
年（
平
成
２
年
）
宮
崎
義
一
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
口
悠
紀
雄
（
一
橋
大
学
教
授
）

１
９
９
３
年（
平
成
５
年
）
五
百
旗
頭
真
（
神
戸
大
学
教
授
）

１
９
９
５
年（
平
成
７
年
）
竹
中
平
蔵
（
慶
応
大
学
助
教
授
）

１
９
９
９
年（
平
成
11
年
）
加
護
野
忠
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
戸
大
学
院
経
営
学
研
究
科
長
）

２
０
０
１
年（
平
成
13
年
）
大
田
弘
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
策
研
究
大
学
院
大
学
助
教
授
）

２
０
１
１
年（
平
成
23
年
）
谷
本
寛
治
（
一
橋
大
学
大
学
院
教
授
）

１
９
３
７
年（
昭
和
12
年
）
菊
池
寛
（
作
家
）

１
９
４
０
年（
昭
和
15
年
）
高
橋
亀
吉
（
物
価
調
整
委
員
）

１
９
５
６
年（
昭
和
31
年
）
安
岡
正
篤
（
全
国
師
友
会
会
長
）

１
９
５
９
年（
昭
和
34
年
）
広
津
和
郎
（
作
家
）

１
９
６
１
年（
昭
和
36
年
）
市
川
猿
之
助
（
日
本
俳
優
協
会
会
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
大
拙
（
文
学
博
士
）

１
９
６
５
年（
昭
和
40
年
）
大
田
薫
（
総
評
議
長
）

１
９
６
８
年（
昭
和
43
年
）
茅
誠
司
（
日
本
学
術
振
興
会
会
長
）

１
９
７
３
年（
昭
和
48
年
）
城
山
三
郎
（
作
家
）

１
９
８
８
年（
昭
和
63
年
）
高
原
須
美
子
（
経
済
評
論
家
）

１
９
９
８
年（
平
成
10
年
）
半
藤
一
利
（
文
藝
春
秋
社
元
専
務
）

２
０
０
３
年（
平
成
15
年
）
関
野
吉
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
・
探
検
家
）

２
０
０
８
年（
平
成
20
年
）
藤
原
作
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
元
日
本
銀
行
副
総
裁
）

２
０
１
０
年（
平
成
22
年
）
山
中
毅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
泳
日
本
代
表
選
手
）

　

現
役
幹
事
の
神
田

芳
雄
さ
ん
（
１
９
６

６
年
一
橋
大
学
法
学

部
卒
）
と
代
表
を
務

め
る
川
崎
忠
一
さ
ん

（
１
９
６
３
年
一
橋

大
学
法
学
部
卒
）
に

水
霜
談
話
会
の
現
状

に
つ
い
て
お
話
を
伺

っ
た
。

─
─
現
在
の
会
員
構
成
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

神
田　
一
橋
・
如
水
会
メ
ン
バ
ー
が
26
人
、
神
戸
・

凌
霜
会
が
36
人
の
計
62
人
で
す
。
一
番
若
い
会
員

で
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
年
）
卒
業
で
す
か
ら
、

年
齢
層
は
か
な
り
高
い
で
す
ね
。

─
─
入
会
動
機
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
の
で

す
か
。

神
田　

新
規
会
員
獲
得
の
た
め
、
如
水
会
会
報
に

毎
回
活
動
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
す
が
、

会
報
を
読
む
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
な
か

な
か
Ｏ
Ｂ
・Ｏ
Ｇ
全
員
に
会
の
情
報
を
届
け
る
こ
と

は
難
し
い
状
況
で
す
。

川
崎　

私
自
身
も
そ
う
で
す
が
、
知
り
合
い
の
会

員
に
誘
わ
れ
て
入
会
す
る
人
が
も
っ
と
も
多
い
で

す
ね
。
同
窓
生
と
い
っ
て
も
面
識
の
な
い
人
に
声

を
掛
け
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
で
す
。

─
─
今
の
水
霜
談
話
会
の
も
っ
と
も
大
切
な
役
割

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

神
田　

ご
紹
介
し
た
よ
う
に
水
霜
談
話
会
は
各
界

の
著
名
人
の
講
演
を
聞
き
、
そ
の
後
、
自
由
な
意

見
交
換
を
し
、
食
事
会
な
ど
で
親
睦
を
図
り
ま
す
。

ま
ず
、
と
て
も
身
近
に
著
名
人
と
知
り
合
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
の
講
演
を
聞
く
こ
と

も
大
事
な
の
で
す
が
、
何
よ
り
講
師
の
人
た
ち
と

じ
か
に
話
が
で
き
る
こ
と
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。

川
崎　

同
じ
大
学
の
同
窓
生
と
い
っ
て
も
参
加
し

て
い
る
人
の
職
業
は
ば
ら
ば
ら
で
す
か
ら
、
異
業

種
交
流
と
し
て
も
役
立
ち
ま
す
。
会
員
と
の
関
係

を
深
め
る
こ
と
で
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も

増
え
ま
す
。
会
員
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
会
員
の
知

三
商
大
交
流
の
一つ
と
し
て
の
発
展
を
目
指
す

そ
の
他
著
名
人

研
究
者

神田芳雄氏川崎忠一氏

中
断
〜
再
開
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１
９
３
５
年（
昭
和
10
年
）
三
浦
新
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
商
科
大
学
教
授
、の
ち
学
長
）

１
９
４
７
年（
昭
和
22
年
）
上
原
専
禄
（
東
京
商
科
大
学
長
）

１
９
５
３
年（
昭
和
28
年
）
中
山
伊
知
郎
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）
井
藤
半
弥
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
５
９
年（
昭
和
34
年
）
臘
山
政
道
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
長
）

１
９
６
０
年（
昭
和
35
年
）
山
中
篤
太
郎
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
６
４
年（
昭
和
39
年
）
増
田
四
郎
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
６
７
年（
昭
和
42
年
）
八
木
弘
（
神
戸
大
学
長
）

１
９
７
１
年（
昭
和
46
年
）
猪
木
正
道
（
防
衛
大
学
校
長
）

１
９
７
８
年（
昭
和
53
年
）
蓼
沼
謙
一
（
一
橋
大
学
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
坊
隆
（
東
京
大
学
総
長
）

１
９
８
１
年（
昭
和
56
年
）
宮
沢
健
一
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
８
４
年（
昭
和
59
年
）
種
瀬
茂
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
９
０
年（
平
成
２
年
）
塩
野
谷
祐
一
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
９
３
年（
平
成
５
年
）
西
澤
潤
一
（
東
北
大
学
総
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
謹
也
（
一
橋
大
学
学
長
）

１
９
９
４
年（
平
成
６
年
）
吉
川
弘
之
（
東
京
大
学
総
長
）

１
９
９
６
年（
平
成
８
年
）
西
塚
泰
美
（
神
戸
大
学
長
）

１
９
９
８
年（
平
成
10
年
）
蓮
実
重
彦
（
東
京
大
学
総
長
）

２
０
０
１
年（
平
成
13
年
）
中
嶋
嶺
雄
（
東
京
外
語
大
学
長
）

２
０
０
２
年（
平
成
14
年
）
野
上
智
行
（
神
戸
大
学
長
）

２
０
０
３
年（
平
成
15
年
）
佐
々
木
毅
（
東
京
大
学
総
長
）

２
０
０
４
年（
平
成
16
年
）
石
弘
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
経
済
学
部
教
授
、の
ち
学
長
）

２
０
０
５
年（
平
成
17
年
）
杉
山
武
彦
（
一
橋
大
学
長
）

２
０
０
７
年（
平
成
19
年
）
渡
邊
利
夫
（
拓
殖
大
学
学
長
）

２
０
０
９
年（
平
成
21
年
）
五
百
旗
頭
真
（
防
衛
大
学
校
長
）

２
０
１
０
年（
平
成
22
年
）
福
田
秀
樹
（
神
戸
大
学
長
）

２
０
１
２
年（
平
成
24
年
）
山
内
進
（
一
橋
大
学
長
）

１
９
５
５
年（
昭
和
30
年
）
村
田
省
三
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
７
２
年（
昭
和
47
年
）
竹
村
吉
衛
門
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
７
４
年（
昭
和
49
年
）
高
橋
朝
次
郎
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
７
７
年（
昭
和
52
年
）
茂
木
啓
三
郎
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
８
１
年（
昭
和
56
年
）
川
又
克
二
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
８
９
年（
平
成
元
年
）
鈴
木
永
二
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
９
４
年（
平
成
６
年
）
齋
藤
裕
（
如
水
会
理
事
長
）

１
９
９
７
年（
平
成
９
年
）
伊
藤
助
成
（
如
水
会
理
事
長
）

２
０
０
６
年（
平
成
18
年
）
江
頭
邦
雄
（
如
水
会
理
事
長
）

２
０
０
７
年（
平
成
19
年
）
新
野
幸
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凌
霜
会
理
事
長
、
元
神
戸
大
学
長
）

水霜談話会
●会員／如水会26人、凌霜会36人、

合計62人（2012年１月現在）
●例会／奇数月に講演会・見学会実施。

5月例会時に総会開催。12月は忘年会。
●年会費／ 6000円。講演会参加費5000円。
●入会手続／希望者は経歴書を添えて幹事宛に

申し込んでください。例会ごとに開催される
幹事会にて入会が決定されます。

●申し込み先／当期事務幹事  神田芳雄
〈幹事は如水会と凌霜会で2年交代制〉
TEL／FAX  047-359-4342
E-mail  ykanda@icnet.ne.jp

り
合
い
や
企
業
関
係
者
な
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
の
つ

な
が
り
が
と
て
も
レ
ベ
ル
の
高
い
と
こ
ろ
で
実
現

し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
う
機
会
は
な
か
な
か
得

ら
れ
ま
せ
ん
。

─
─
若
い
会
員
で
１
９
８
０
年
（
昭
和
55
年
）
卒
、

と
い
う
こ
と
は
も
う
50
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。

神
田　

30
代
後
半
か
ら
40
代
、
こ
の
あ
た
り
が
社

会
で
最
も
重
要
な
働
き
を
す
る
世
代
で
す
か
ら
、

そ
う
い
っ
た
世
代
に
こ
そ
、
こ
の
会
に
参
加
し
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
の
世
代
は
と

て
も
忙
し
い
。
日
々
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
か
な
か
勉
強
会
ま
で
頭
が
回
ら
な
い
で
し
ょ
う

ね
。
少
し
余
裕
が
で
き
て
く
る
50
代
か
ら
定
年
世

代
が
や
は
り
中
心
に
な
り
ま
す
ね
。

川
崎　

30
代
、
40
代
の
人
た
ち
が
こ
こ
に
来
れ
ば
、

最
先
端
の
話
が
聞
け
、
い
ろ
い
ろ
な
先
輩
に
も
出

会
え
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
直
結
す
る
ヒ
ン
ト
が
辺

り
一
面
に
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
そ
れ
を
拾
い
に
来

て
ほ
し
い
で
す
。

─
─
講
演
会
以
外
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
す
か
。

川
崎　

忘
年
会
は
定
例
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に

工
場
見
学
会
や
小
旅
行
な
ど
も
年
１
回
程
度
開
催

し
て
い
ま
す
。
１
９
５
３
年
（
昭
和
28
年
）
の
会

再
開
の
翌
年
か
ら
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い

ま
す
。

神
田　

昭
和
30
年
代
は
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
や
富
士

フ
イ
ル
ム
、
日
清
製
粉
な
ど
製
造
現
場
の
見
学
が

多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
昭
和
40
年
代
、
昭
和
50

年
代
と
現
代
に
向
か
っ
て
、
毎
日
新
聞
社
や
Ｎ
Ｈ

Ｋ
な
ど
、
製
造
業
以
外
の
企
業
の
見
学
も
増
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
時
代
の
流
れ
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

一
橋
大
学
、
神
戸
大
学
の
Ｏ
Ｂ
・Ｏ
Ｇ
が
だ
い
た
い

ど
の
企
業
で
も
重
要
な
役
職
に
就
い
て
い
ま
す
の

で
、
日
程
を
決
め
る
の
も
容
易
で
す
。

─
─
今
後
は
ど
の
よ
う
に
活
動
を
広
げ
て
い
く
予

定
で
し
ょ
う
か
。

川
崎　

三
商
大
交
流
が
現
役
世
代
か
ら
た
く
さ
ん

の
ク
ラ
ブ
活
動
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
続
い
て
い
ま
す

が
、
水
霜
談
話
会
も
大
阪
市
立
大
学
の
Ｏ
Ｂ
・Ｏ
Ｇ

に
参
加
を
働
き
か
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

神
田　

昨
年
３
月
例
会
の
講
師
は
一
橋
大
学
大

学
院
商
学
研
究
科
の
谷
本
寛
治
教
授
で
し
た
。
谷

本
教
授
は
１
９
９
７
年
（
平
成
９
年
）
か
ら
一
橋

大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
教
授

は
水
霜
談
話
会
を
ご
存
じ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
い

い
集
ま
り
を
、
な
ぜ
、
も
っ
と
広
報
し
な
い
の
か

と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

谷
本
先
生
は
大
阪
市
立
大
学
を
出
て
、
神
戸
大

学
の
大
学
院
で
博
士
と
な
り
、
今
は
一
橋
大
学
の

教
授
。
三
商
大
の
申
し
子
の
よ
う
な
方
で
す
。
ぜ

ひ
、
水
霜
談
話
会
を
大
阪
市
立
大
学
に
も
広
げ
て

い
た
だ
き
た
い
と
今
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
当
会
が
三
商
大
の
同
窓
会
交
流
団
体
と
し
て

活
動
す
る
こ
と
で
、
今
以
上
に
三
つ
の
大
学
の
交

流
も
深
く
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
発
展
し
て
い
く
た

め
の
一
助
と
な
っ
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

水
霜
談
話
会
事
務
幹
事　

神
田
芳
雄
（
昭
和
41
年
法
学
部
卒
）
記

【出所】『水霜談話会のあゆみ』（如水会事務局内　水霜談話会／刊　1992年発行）

如水会の会員凌霜会の会員

大
学
長

同
窓
会
理
事
長

38

三 商 大 の 伝 統「水霜談話会」



　私の母はピアノ教師で、姉３人は皆ピアノを習っていました
ので、幼少の頃から私の身の回りは音楽であふれていました。
その頃から、きょうだいのなかで音楽が一番好きだったのは私
でしたが、「男に音楽家の道は許さない」という父の命により、
私はピアノも他の楽器も習うことができませんでした。
　しかし、私はそれでも音楽をあきらめることができませんでし
たので、中学高校はコーラス部に入り歌を歌い、大学に入ると
晴れて楽器を手にして一橋大学管弦楽団でオーボエを吹いてい
ました。サラリーマンとなってからもアマチュアのオーケストラ
で演奏活動は続けていましたが、40歳を過ぎた頃、父が病に倒
れ、家業を継がなければならなくなり、それから10年近くは音楽
どころではなくなってしまいました。
　60歳位になれば、又好きな音楽、
それも指揮者に挑戦と秘かに夢見て
いましたが、ちょうど50歳になったと
き、体を壊してしまい、こんなに早く
ガタがくるなら、60歳ではとても体力、
気力がついていかないと考え、今し
かないと決断し、夢だった指揮者にな
ることに挑戦しました。何人かのプロ
の指揮者の門をたたいたのですがこ
とごとく一笑に付されました。やっとのことで白河和治先生に
師事することができ、毎月１、２回、先生とピアノで指揮棒を振
ることに。先生も大変だっただろうと思います。素人を相手に
根気よくレッスンをしていただきました。
　仕事の合間に時間を見つけては、指揮の練習を行うという
のが１年少したったある日、先生が「ピアノの前で振っていて
もおもしろくないでしょ。そろそろオーケストラを集めましょう
か」と提案してくれたのです。それで私の会社のホールにＮ響
の人たちと仲間のプロ奏者50名に集まってもらい初めてオーケ
ストラを指揮したのです。その打ち上げでコンサートマスター
の三浦章広君（現東フィルコンサートマスター）が「今日のは

練習でしょう。本番はいつやるの？」とたずねるのです。
　私はその日が自分の晴れ舞台だと思っていました。プロの音
楽家たちを指揮できるなんて、まさに私の夢だったのですから。
それからまた１年オケとの練習を経て、ついに本格的な指揮者
デビューの日が来ました。第１回コンサートは紀尾井ホール。
65人のオーケストラ。800人近いたくさんのお客さんが来てく
ださいました。その後、親しい音楽家に恵まれて、ヨーロッパ
８か国、９つのプロフェッショナルオーケストラを25回、国内併
せて50回の演奏会の指揮をやらせていただきました。

　国立シンフォニカーは私のもう一つの夢の実現でした。私は
受験生の頃、初めて一橋大学を見に来ました。初夏の雨上がり

のある日、国立の緑深きキャンパスの
なかに建つ兼松講堂を目にして、なん
て素敵な大学なのだと感動したことを
はっきりと覚えています。この美しい
キャンパスのなかで大学生活を過ごし
たいと強く感じました。
　兼松講堂は日本でも、否、世界で
も稀な素晴らしい環境のなかにある
ホールではないでしょうか。先生方
や学生たちだけでなく、街の人たち

もきっと兼松講堂を誇りに思い、愛してくれているでしょう。
そんな素晴らしい兼松講堂をレジデントとして使わせていた
だき、クラシック音楽をより身近に、気軽により多くの人々
に楽しんでいただく。まさにこれこそ文化の発信地として、
一橋大学のグローバルな世界でのオンリーワンの魅力ある大
学の一翼を担うものになれば、こんな喜びはありません。
　文化は、その地で永年にわたってこつこつと積み重ねら
れて人類にしか醸し出すことのできない創造の結晶。その
一面を一橋大学に根づかせることに少しでも貢献でき、真
のグローバルリーダー “Captains of Industry” の誕生を夢
見ています。

兼松講堂で毎年２回、定期演奏会を開催する
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は
指揮者・宮城敬雄さんの夢の実現でもある。
子供の頃からの夢を追いかけ、50歳という人生後半に志し、
今、見事に花を咲かせている。

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
指揮者兼代表

宮城敬雄氏
1968年商学部卒

文化の薫る大学

音楽の力で、母校の文化創造に貢献したい

音楽家になることを許されなかった、
一人息子

Captains of Industryに
Cultureを根づかせたい
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社
会
学
部
は
、「
社
会
動
態
研
究
」「
社
会
文
化
研

究
」「
人
間
行
動
研
究
」「
人
間・社
会
形
成
研
究
」「
総

合
政
策
研
究
」「
歴
史
社
会
研
究
」
の
大
き
く
六
つ
の

分
野
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
社
会
学
研
究
科
で
は
、
こ

れ
ら
の
う
え
に
「
総
合
社
会
科
学
専
攻
」
を
置
き
、

さ
ら
に
独
立
し
た
形
で
「
地
球
社
会
研
究
専
攻
」
を

設
け
て
い
ま
す
。
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

社
会
動
態
研
究
分
野
で
は
、
社
会
学
、
社
会
調
査
、

言
語
社
会
学
、
国
際
社
会
学
の
四
つ
の
研
究
領
域
か

ら
、
社
会
の
構
造
と
文
化
を
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と

い
う
側
面
か
ら
総
合
的
に
研
究
し
ま
す
。

　

社
会
文
化
研
究
分
野
で
は
、
哲
学・社
会
思
想
、
そ

し
て
文
芸
・
言
語
・
文
化
な
ど
、
広
い
意
味
で
言
語
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
人
間
の
知
的・精
神
的
営
み
の
分

析
を
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

　

人
間
行
動
研
究
分
野
で
は
、
社
会
心
理
学
、
社
会

人
類
学
、
社
会
地
理
学
な
ど
、
人
々
が
日
常
的
に
繰

り
返
す
ふ
る
ま
い
と
そ
の
所
産
を
、
社
会
的
文
脈
に

照
ら
し
な
が
ら
研
究
し
て
い
き
ま
す
。

　

人
間
・
社
会
形
成
研
究
分
野
で
は
、
教
育
社
会
学
、

ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
、
政
治
学
と
い
う
三
つ
の
独
立
し

た
研
究
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
重
視
す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。

　

総
合
政
策
研
究
分
野
で
は
、
主
に
労
働
・
医
療
・
社

会
福
祉
・
社
会
保
障
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
の
政
策
分

野
や
、
こ
れ
ら
を
横
断
す
る
課
題
に
つ
い
て
社
会
科

学
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

総合社会科学専攻

大学院社会学研究科

歴
史
社
会
研
究
分
野

地
球
社
会
研
究
専
攻

総
合
政
策
研
究
分
野

人
間
・
社
会
形
成
研
究
分
野

人
間
行
動
研
究
分
野

社
会
文
化
研
究
分
野

社
会
動
態
研
究
分
野

社会学部

歴
史
社
会
研
究
分
野

総
合
政
策
研
究
分
野

人
間
・
社
会
形
成
研
究
分
野

人
間
行
動
研
究
分
野

社
会
文
化
研
究
分
野

社
会
動
態
研
究
分
野

一橋の授業 社会学部・社会学研究科
連載企画

「
社
会
」と
い
う
高
い
山
を
目
指
す
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ

社
会
の
リ
ー
ダ
ー
に
は
哲
学
や
歴
史
に
裏
付
け
ら
れ
た
学
問
が
必
要
で
あ
る
︒こ
う
し
た
理
念
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
︑一
橋
大
学
の
社
会
学
部
︒

こ
こ
で
は
︑総
合
性
︑人
間
性
︑国
際
性
な
ど
の
基
盤
的
能
力
に
加
え
て
︑

﹁
社
会
﹂
と
い
う
高
い
山
に
登
る
に
ふ
さ
わ
し
い
応
用
力
の
あ
る
専
門
知
識
を
獲
得
で
き
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
準
備
さ
れ
て
い
る
︒

社会学部長・社会学研究科長

村田光二

40



角
的
な
視
点
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
特
定
の
研
究
領

域
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
専
門
的
な
能
力
を
身
に
つ

け
て
も
ら
い
ま
す
。
３
年
次
か
ら
は
ゼ
ミ
に
所
属
し

本
格
的
に
専
門
の
学
問
を
深
く
学
び
ま
す
。

　

高
校
ま
で
は
用
意
さ
れ
た
知
識
を
得
る
こ
と
が
中

心
に
な
り
ま
す
が
、
大
学
で
は
先
生
が
た
は
新
し
い

知
識
を
生
み
出
す
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
ま
っ
た
く

質
の
違
っ
た
学
問
を
学
び
ま
す
。

　

困
難
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
科
学
を
着
実
に

学
び
、
社
会
が
直
面
す
る
問
題
を
解
決
す
る
志
を

持
っ
て
、
真
摯
に
学
問
に
取
り
組
む
姿
勢
が
重
要
な

の
で
す
。（
談
）

　

歴
史
社
会
研
究
分
野
で
は
、
日
本・東
ア
ジ
ア
（
朝

鮮
・
中
国
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を

研
究
し
ま
す
。
特
に
、
世
界
史・全
体
史
的
視
野
を
持

ち
な
が
ら
、
社
会
史
や
思
想
史
へ
の
強
い
関
心
を
抱

き
つ
つ
、
特
定
の
歴
史
を
探
求
し
て
い
ま
す
。

　

大
学
院
の
地
球
社
会
研
究
専
攻
で
は
、
地
球
社
会

が
抱
え
る
問
題
を
、
学
問
分
野
に
と
ら
わ
れ
ず
に
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
の
解
決
を
目
指
す
こ
と
を
使

命
と
し
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
を
み
た
だ
け
で
も
、
社
会
学
部
に
は
、
学

問
的
に
方
向
性
の
違
う
も
の
が
数
多
く
入
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
社
会
科
学
の
研
究
対
象
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
「
社
会
」
で
す
。
そ
の
社
会
と
い

う
高
い
山
に
登
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
だ
け

数
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
生
は
、
そ
の
う

ち
一
つ
で
も
い
い
の
で
学
問
的
に
確
か
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
学
び
、
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

社
会
学
部
の
特
徴
は
学
科
の
壁
が
な
い
、
風
通
し

の
よ
い
一
つ
の
組
織
体
の
な
か
で
研
究
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
。
先
輩
の
あ
る
先
生
は
、「
社
会
学
を
最
初

に
学
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
細
分

化
さ
れ
た
学
問
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
社
会
科
学
と

い
う
総
合
的
な
学
問
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
こ
で
、
導
入
科
目
で
は
、「
社
会
科
学
概
論
」

を
学
び
ま
す
。
こ
こ
で
社
会
科
学
の
方
法
論
や
問
題

意
識
を
学
び
、
自
分
の
研
究
の
方
向
性
を
考
え
る
わ

け
で
す
。
授
業
は
ど
の
分
野
か
ら
で
も
選
択
で
き
ま

す
。
全
学
共
通
科
目
、
他
学
部
の
科
目
、
単
位
互
換

の
あ
る
他
大
学
の
科
目
な
ど
、
幅
広
く
学
ん
で
、
多
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環
境
や
資
源
、
南
北
格
差
、
金
融
、

戦
争
、
メ
デ
ィ
ア
、
文
化
︙
︙
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
こ
れ
ら
の
問

題
は
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。「
現
実

的
な
も
の
は
理
論
的
で
あ
り
、
理
論
的

な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」
と
い
う
の

が
、
多
田
治
准
教
授
の
持
論
。
理
論
を

し
っ
か
り
と
学
び
な
が
ら
、
複
雑
な
現

実
を
複
雑
な
ま
ま
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
視
点
を
身
に
つ
け
る
。

●

こ
の
日
の
ゼ
ミ
で
は
、
15
人
の
ゼ

ミ
生
が
熱
心
に
議
論
を
闘
わ
せ

て
い
た
。
多
田
治
ゼ
ミ
の
研
究
領
域
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
学
、
現
代
社
会
理
論
、

文
化
研
究
、
沖
縄
研
究
、
観
光
研
究
」

な
ど
。

　
「
こ
れ
ま
で
社
会
学
者
ブ
ル
デ
ュ
ー
の

教
育
社
会
学
の
本
を
４
冊
読
ん
で
き
ま

し
た
。
ゼ
ミ
生
は
１
回
ず
つ
レ
ジ
ュ
メ
を

担
当
、
そ
の
レ
ジ
ュ
メ
を
発
表
し
ま
す
。

そ
の
著
作
を
読
み
な
が
ら
反
省
を
高
め

て
い
く
作
業
は
、
現
実
を
変
え
て
い
く
た

め
の
第
一
歩
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
可
能
性
を

継
続
し
て
探
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と
並

行
し
て
各
自
の
個
人
研
究
の
発
表
を
し

て
も
ら
い
ま
す
」（
多
田
治
准
教
授
・
談
）

　

ゼ
ミ
生
は
自
分
の
研
究
を
進
め
て
い

く
。
テ
ー
マ
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
を
め
ぐ
る
諸
問
題
な
ど
。
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
「
リ
フ
レ
ク
シ
ブ
・
ソ

シ
オ
ロ
ジ
ー
」
を
ツ
ー
ル
に
し

て
、
環
境
や
資
源
、
南
北
格
差
、

金
融
、
戦
争
、
メ
デ
ィ
ア
、
文
化

と
幅
広
い
分
野

の
な
か
か
ら
具

体
的
な
テ
ー

マ
・
素
材
を
見

つ
け
て
知
見
を

深
め
て
い
く
。

　
「
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
、
こ
れ

ら
の
問
題
は
密

接
に
絡
み
合
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
事
態
を
ト

ー
タ
ル
に
把
握
す
る
視
座
を
得
る

に
は
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る

こ
の
複
雑
な
時
代
と
向
き
合
う
作

業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
大
変
で

す
が
、
こ
れ
ほ
ど
面
白
く
エ
キ
サ
イ
テ

ィ
ン
グ
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

ゼ
ミ
生
た
ち
に
、
現
在
取
り
組
ん

で
い
る
研
究
テ
ー
マ
を
聞
い
て

み
た
。
驚
く
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
よ
う
。

「
稽
古
事
か
ら
女
性
の
生
き
方
の
変
遷
を

探
る
」

「
ド
ラ
マ
の
中
の
女
性
の
性
表
現
」

「
自
分
で
自
分
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」

「
近
世
城
郭
が
近
代
に
な
っ
て
ど
う
変
化

し
た
か
」

「
依
存
に
社
会
学
理
論
か
ら
迫
る
」

「
都
市
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
化
」

「
化
粧
文
化
の
変
遷
」

「
若
者
の
進
路
決
定
と
学
歴
」

「
文
化
力
が
な
ぜ
注
目
さ
れ

る
の
か
」

「
地
方
に
住
む
人
の
課
題
を

解
決
す
る
取
り
組
み
」︙
︙

　
「
現
実
を
ど
う
見
る
か
と

い
う
視
点
、
複
雑
な
事
象
を

複
雑
な
ま
ま
見
る
視
点
を
身

に
つ
け
る
こ
と
と
、
各
ゼ
ミ

生
が
研
究
を
掘
り
下
げ
て
い

く
こ
と
と
を
同
時
に
行
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
個
人
研
究

は
早
め
に
始
め
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
３
年
次
の

夏
休
み
に
調
査
を
始
め
、

８
０
０
０
字
程
度
の
レ
ポ

ー
ト
に
ま
と
め
て
も
ら
い

ま
す
。
就
活
が
終
わ
っ
た

こ
ろ
か
ら
卒
論
準
備
を
始

め
、
個
人
研
究
の
内
容

は
半
期
に
１
〜
２
回
発

表
し
て
も
ら
い
ま
す
。

そ
の
際
に
は
相
手
の
土

台
に
乗
っ
て
議
論
し
て

い
け
る
か
ど
う
か
が
重

要
に
な
り
ま
す
。
そ
の

ベ
ー
ス
と
な
る
の
が
理

論
な
の
で
す
」（
多
田
治

准
教
授
・
談
）

ゼ
ミ
生
に
こ
の
ゼ
ミ
の
魅
力
を
聞

い
て
み
た
。

　
「
３
、
４
年
の
合
同
ゼ
ミ
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
４
年
生

と
同
じ
空
間
で
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、

実
際
に
先
輩
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
目
の

当
た
り
に
す
る
の
は
貴
重
な
経
験
で
す
。

ま
た
、
１
人
の
著
者
を
ず
ー
っ
と
読
ん
で

い
く
と
い
う
の
も
い
い
で
す
ね
」

　
「
ゼ
ミ
で
先
生
が
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
の
が
、﹃
現
実
的
な
も
の
は
理

論
的
で
あ
る
。
理
論
的
な
も
の
は
現
実

的
で
あ
る
﹄
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
で

学
び
、
個
人
の
研
究
テ
ー
マ
を
自
分
で

見
つ
け
て
掘
り
下
げ
て
い
く
。
こ
れ
は

リ
ア
ル
な
世
界
で
す
が
、

理
論
と
現
実
が
か
か
わ
り

あ
っ
て
い
る
バ
ラ
ン
ス
が

い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
「
私
は
城
の
研
究
を
し

て
い
ま
す
。
個
々
の
事
例

ば
か
り
が
集
ま
っ
て
、
理
論
と
の
す
り

合
わ
せ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

先
生
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ

る
観
光
社
会
学
と
寄
り
添
う
形
に

な
っ
て
、
理
論
と
結
び
つ
い
て
き

た
と
い
う
実
感
が
あ
り
ま
す
」

　

ほ
か
に
も
、「
先
輩
か
ら
代
々

い
い
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

気
概
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
」

「
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
の
卒
論
を
読
ん
で

レ
ビ
ュ
ー
で
き
ま
す
か
ら
、
２
年

後
に
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」
と
い

う
声
が
あ
っ
た
。

　

ゼ
ミ
の
選
考
は
、
面
接
と
レ
ポ
ー
ト
。

レ
ポ
ー
ト
は
、「
自
分
の
問
題
意
識
お
よ

び
本
ゼ
ミ
を
志
望
す
る
理
由
」。
１
月
末

に
は
オ
ー
プ
ン
ゼ
ミ
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
４
年
生
の
卒
論
発
表
会
、
３

年
生
の
提
出
レ
ポ
ー
ト
の
検
討
、
２
年

生
へ
の
ゼ
ミ
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

一橋の授業 社会学部・社会学研究科

多田 治ゼミ グローバル社会学

複雑な現実を
複雑なままとらえる視点を身につける

多田  治准教授
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現
在
の
日
本
は
、
経
済
は
低
成
長
で

少
子
高
齢
化
が
進
み
、
先
の
見
通
し
が

立
ち
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
。
高
度
成
長
期

に
築
い
て
き
た
社
会
や
経
済
の
仕
組
み
を

ど
う
つ
く
り
変
え
て
い
く
か
と
い
う
転
換

点
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
田
中
ゼ
ミ
の
現
状

認
識
。
こ
れ
は
ま
さ
に
政
治
学
に
と
っ
て

「
考
え
る
材
料
の
宝
庫
」
で
あ
る
。

●

﹁
民
主
党
へ
の
政
権
交
代
後
も
、

政
治
は
機
能
し
て
い
る
と
は

い
い
難
い
状
況
で
す
。﹃
生
み
の
苦
し
み
﹄

と
い
え
ま
す
。
政
治
学
か
ら
み
れ
ば
、

政
党
の
あ
り
方
や
政
府
と
与
党
の
関
係
、

首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
政
官
関
係

な
ど
、
大
き
な
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
、
考
え
る
材
料
の
宝
庫
と
い
え

ま
す
」（
田
中
拓
道
准
教
授
・
談
）

　

ゼ
ミ
生
は
、
３
年
生
10
人
、
４
年
生

13
人
で
、
そ
の
う
ち
２
人
が
留
学
中
。

　
「
ゼ
ミ
で
は
﹃
労
働
・
社
会
保
障
﹄﹃
統

治
構
造
﹄
を
大
き
な
柱
と
し
て
、
政
治
が

抱
え
る
問
題
と
今
後
の
展
望
を
考
え
て
い

き
ま
す
。
特
徴
は
、
①
個
別
の
政

策
で
は
な
く
各
政
策
の
結
び
つ
き

や
全
体
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
重
視
す
る
、

②
欧
米
と
の
比
較
の
な
か
か
ら
日

本
の
現
状
を
と
ら
え
る
、
③
原
理

的
な
思
考
を
身
に
つ
け
る
、
こ
の

三
つ
を
重
視
し
て
い
ま
す
」

　

３
年
次
の
夏
学
期
に
は
、
幅
広

く
多
読
し
て
、
現
代
の
日
本
が
抱

え
る
問
題
を
複
合
的
に
と
ら
え
る

こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
そ

れ
は
、
日
本
の
抱
え
る
問
題
が
相
互
に
絡

み
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、労
働
市
場
、地
方
分
権
、社
会
保
障
、

ポ
ス
ト
・フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
、
政
党
シ
ス
テ

ム
、
議
院
内
閣
制
な
ど
に
関
す
る
書
籍

を
毎
回
１
冊
ず
つ
読
ん
で
い
く
。

ゼ
ミ
の
進
め
方
は
、
毎
回
２
人
の

報
告
者
が
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
し

て
報
告
す
る
。
そ

れ
以
外
の
学
生
は

全
員
、
前
も
っ
て

本
を
読
み
要
約
と

論
点
を
Ａ
４
判
１

枚
の
ペ
ー
パ
ー
に

ま
と
め
、
メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
で
配
信
し
て
お
く
。
当
日

は
司
会
者
を
決
め
て
、
論
点
を
確
認
し

な
が
ら
約
３
時
間
の
議
論
を
す
る
。
こ

う
し
て
、「
夏
学
期
の
う
ち
に
、

本
の
読
み
方
や
論
点
の
立
て

方
、
議
論
の
方
法
を
学
ぶ
と

と
も
に
３
時
間
の
議
論
を
学
生

自
身
で
回
し
て
い
け
る
よ
う
に
し

ま
す
」

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
い
る
現

代
で
は
、
先
進
国
は
ど
こ
も
同
じ
よ
う

な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

冬
学
期
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
比
較
と
い

う
視
座
で
日
本
の
現
状
を
と
ら
え
る
こ

と
を
重
視
す
る
。

　
「
私
の
専
門
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
で
、

欧
米
と
の
比
較
の
な
か
で
日
本
が
直
面

し
て
い
る
問
題
を
検
討
し
ま
す
。

当
然
、
英
語
の
専
門
書
や
学
術

論
文
を
読
む
こ
と
に
な
り
ま

す
。
12
月
か
ら
は
個
人
研
究
に

入
り
ま
す
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
議

会
主
義
、
公
正
な
社
会
と
は
何
か
な
ど
、

原
理
的
な
思
考
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

昨
年
は
丸
山
真
男
、
今
年
は
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
と
、
政
治
理
論
の
専
門
家
を
研
究

し
ま
し
た
。
自
由
主
義
で
あ
れ
ば
ハ
イ

エ
ク
で
す
ね
。
議
会
主
義
で

あ
れ
ば
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
と
、
古
典
も
取
り
上
げ
ま

す
。
私
の
ね
ら
い
は
、
学
生

が
比
較
と
理
論
と
い
う
二
つ

の
視
座
か
ら
現
代
の

問
題
を
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
」

　

夏
休
み
に
は
１
泊
２
日
の
夏

合
宿
を
行
う
。
今
年
度
は
、﹃
現

代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地

位
﹄
を
輪
読
し
た
。
４
年
生
は

卒
論
発
表
、
３
年
生
は
ゼ
ミ
の

ま
と
め
と
な
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
を
行
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
筑
波
大
学
と
の
合
同
ゼ
ミ

も
行
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
、
地
方
分
権

に
つ
い
て
、「
国
へ
の
集
権
化
」「
道
州
制
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
の
分
権
化
」
と
い

う
３
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
議
論
し
た
。

　
「
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
設
計
の
根
拠
と
な

る
デ
ー
タ
を
示
し
て
具
体
像
を
持
ち
寄

っ
た
う
え
で
議
論
を
行
い
ま
す
。
毎
年

白
熱
し
た
議
論
に
な
っ
て
、
学
生
に
は

大
き
な
刺
激
と
な
っ
て
い
ま
す
」

４
年
次
の
夏
学
期
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
沿

っ
た
専
門
書
を
読
み
発
表
す

る
。
そ
れ
に
よ
り
ゼ
ミ
生
は
現
代

の
政
治
学
に
つ
い
て
一
通
り
フ
ォ
ロ
ー

で
き
る
。

　

４
年
次
の
冬
学
期
か
ら
は
続
々
と
個

人
報
告
を
行
う
こ
と
に
な
る
。「
あ
る
事

例
を
選
ん
で
仮
説
を
立
て
て
、
理
論
的

な
結
論
を
出
す
わ
け
で
す
が
、
先
行
研

究
と
は
違
う
何
か
が
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
先
行
研
究
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
政

治
学
的
な
学
説
に
基
づ
い
て
自
分
な
り

の
仮
説
を
立
て
、
デ
ー
タ
を
基
に
検
証

し
、
論
文
に
ま
と
め
る
こ
と
が
重

要
で
す
」。
学
生
た
ち
は
、
こ

う
し
て
個
人
指
導
を
受
け
な
が

ら
、
卒
論
を
学
術
論
文
レ
ベ
ル

に
仕
上
げ
て
い
く
。

一橋の授業 社会学部・社会学研究科
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西
野
ゼ
ミ
で
は
、
参
加
希

望
者
に
「
現
代
日
本
の
雇

用
・
労
働
に
関
す
る
問
題
意

識
」
を
８
０
０
字
程
度
に
ま

と
め
た
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を

求
め
て
選
考
す
る
。
こ
の
頃

は
あ
い
ま
い
な
問
題
意
識

も
、
ゼ
ミ
を
通
じ
て
洗
練
さ

れ
、
自
分
だ
け
の
研
究
テ
ー

マ
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

●

人
は
な
ぜ
働
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の

か
？ 

こ
ん
な
素
朴
な
疑
問
を
胸
に
秘
め

て
ゼ
ミ
に
入
っ
た
の
が
、伊
藤
章
悟
さ
ん
。

一
方
、
酒
井
美
帆
さ
ん
は
、
受
け
た
教
育

と
収
入
と
の
関
係
に
関
心
を
持
っ
て
ゼ
ミ

に
飛
び
込
ん
だ
。

　

西
野
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
は
、「
雇
用
関
係

の
社
会
学
」。「
現
実
的
な
ト
ピ
ッ
ク
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
実
証
的
な
研
究
能
力
と

理
論
的
な
考
察
力
を
同
時
に
鍛
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
」（
西
野
史
子
准

教
授
・
談
）

　

ゼ
ミ
生
は
４
年
生
が
15
人
、
３
年
生
が

４
人
の
計
19
人
。
テ
キ
ス
ト
は
、﹃
雇
用

シ
ス
テ
ム
の
理
論
│
│
社
会
的
多
様
性
の

比
較
制
度
分
析
﹄（
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
ー
ス

デ
ン
）
で
あ
る
。

　
「
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
日
米
欧
の
国
際
比
較
を
し
て
い
ま

す
。
会
社
と
そ
こ
で
働
く
人
と
の
取
引
ル

ー
ル
は
国
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
当
然
、

周
辺
の
制
度
も
違
っ
て
き
ま
す
。
日
本
だ

け
を
み
て
い
て
は

わ
か
ら
な
い
こ
と

が
、
国
際
比
較
を

す
る
と
み
え
て
き

ま
す
」

　

勤
勉
性
は
日
本

人
の
特
性
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
日
本
人
だ

け
の
も
の
だ
ろ
う

か
。「
日
本
人
が

勤
勉
な
の
は
国
民

性
も
あ
る
で
し
ょ

う
が
、
国
や
会
社
の
な
か
に
あ
る
組
織
と

個
人
の
取
引
シ
ス
テ
ム
が
、
勤
勉
さ
を
引

き
出
す
よ
う
に
で
き
て
い
る
た
め

で
も
あ
り
ま
す
。
80
年
代
に
は

﹃
日
本
的
経
営
論
﹄
が
席
巻
し
ま

し
た
。
そ
れ
を
ゼ
ミ
で
は「
古
典
」

と
し
て
読
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

日
本
人
の
働
き
方
を
、
文
化
的
側

面
だ
け
で
な
く
、
制
度
を
含
め
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
か
ら
分
析
し

て
い
ま
す
」。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も

国
際
比
較
で
み
え
て
く
る
。

ゼ
ミ
で
は
、
３
年
次
の
夏
学
期
は
文

献
の
輪
読
を
行
う
。
理
論
的
な
本

や
古
典
を
読
ん
で
議
論
を
す
る
。
夏
休
み

に
は
「
１
日
勉
強
会
」
を
開
催
。
１
人
１

冊
、
課
題
図
書
を
選
ん
で
発
表
す
る
。
も

ち
ろ
ん
、
ゼ
ミ
生
全
員
が
す
べ
て
の
本
を

読
ん
で
、
議
論
に
備
え
る
。
12
月
初
旬
に

は
、
雇
用
関
係
の
隣
接
ゼ
ミ
で
あ
る
倉
田

ゼ
ミ
と
合
同
研
究
発
表
会
を
開
催
す
る
。

　
「
夏
の
勉
強
会
で
は
、
こ
の
合
同
ゼ
ミ

の
前
提
と
な
る
よ
う
な
本
を
読
み
、
10
月

に
は
発
表
テ
ー
マ
を
決
め
て
さ
ら
に
文
献

を
読
み
進
め
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
他
ゼ
ミ
を
意

識
す
る
こ
と
で
、
研
究
発
表
を
充
実
さ
せ

よ
う
と
い
う
意
欲
が
増
し
、
文
献
の
読
み

込
み
も
真
剣
で
す
。
合
同
ゼ
ミ
に
よ
っ
て

ゼ
ミ
生
の
成
長
は
加
速
し
ま
す
」

　

１
月
末
に
は
、
ゼ
ミ
生
は
ゼ
ミ
論
文
を

提
出
す
る
。
そ
れ
は
本
格
的
な
個
人
研
究

の
ス
タ
ー
ト
で
も
あ
る
。

　
「
問
題
意
識
と
研
究
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
テ
ー
マ
を

固
め
て
い
き
ま
す
。
最
初
の
お
ぼ
ろ
げ
な

問
題
意
識
が
、
ゼ
ミ

を
通
じ
て
洗
練
さ

れ
、
自
分
の
研
究
テ

ー
マ
へ
と
発
展
し
て

い
く
わ
け
で
す
」

　

４
年
次
に
な
る
と

個
人
研
究
を
追
究
。

研
究
発
表
を
し
な
が

ら
研
究
を
深
め
、
夏

休
み
が
終
わ
る
ま
で

に
テ
ー
マ
を
固
め
て
卒
論
執
筆
に
取
り
か

か
る
。西

野
ゼ
ミ
の
特
徴
の
一
つ
は
、
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
制
を
取
っ
て
い
る
こ

と
。
発
表
者
の
論
文
は
、
メ
ー
リ
ン
グ
リ

ス
ト
で
事
前
に
公
表
し
、
ゼ
ミ
生
全
員
が

各
論
文
を
読
ん
で
か
ら
ゼ
ミ
に
参
加
す

る
。
１
人
の
論
文
に
は
１
人
の
コ
メ
ン
テ

ー
タ
ー
が
つ
き
、
ゼ
ミ
で
の
議
論
を
受
け

て
翌
週
に
コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
配
付
し
、

具
体
的
に
コ
メ
ン
ト
す
る
。

　
「
働
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
理
論
的

に
掘
り
下
げ
た
知
識
を
持
ち
、
深
い
と
こ

ろ
か
ら
考
察
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
社
会
学
理
論
等
の
、
抽

象
度
の
高
い
本
を
読
み
込
む
こ
と
が
必
要

で
す
」。
ゼ
ミ
を
通
じ
て
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
こ
と
を
、
西
野
准
教
授
は
こ
う
語
る
。

　

働
く
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
ゼ
ミ
を
選

ん
だ
伊
藤
さ
ん
は
、
新
卒
採
用
に
お
け
る

求
人
と
求
職
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
関
心
を
持

ち
、「
中
小
企
業
の
採
用
活
動
」
を
ゼ
ミ
論

文
に
し
た
。「
こ
の
ゼ
ミ
に
は
尊
敬
で
き
る

仲
間
が
い
ま
す
。
そ
の
い
い
と
こ
ろ
を
盗

み
た
い
」
と
語
る
。
一
方
の
酒
井
さ
ん
は

今
、「
移
行
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
卒
論
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
依
存
し
た
子
ど
も
か
ら

独
立
し
た
大
人
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
大

卒
の
専
門
学
校
生
と
い
う
事
例
に
注
目
し

て
、
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。「
学

問
的
に
今
後
も
取
り
組
み
た
い
専
門
分
野

が
見
つ
か
っ
た
の
が
収
穫
で
す
」
と
言
う
。

２
人
と
も
ゼ
ミ
の
仲
間
の
素
晴
ら
し
さ
を

語
る
。
そ
れ
は
、
ゼ
ミ
を
覗
い
た
だ
け
で

も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一橋の授業 社会学部・社会学研究科
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喜
び
や
嬉
し
さ
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
感
情
に
比
べ
て
、
怒
り
や
嫌
悪
、

妬
み
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は

山
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
社
会
的

機
能
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人

間
の
心
理
の
働
き
を
社
会
的
環
境
と
の

関
係
か
ら
実
証
的
に
研
究
す
る
の
が
社

会
心
理
学
で
あ
る
。●

橋
大
学
で
も
有
名
な
ラ
ン
ナ
ー
で
、

「
走
る
社
会
心
理
学
者
」
の
異
名
が

あ
る
村
田
光
二
教
授
。
あ
る
ゼ
ミ
生
は
、

紹
介
記
事
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
想
像
以
上
に
タ
フ
な
社
会
心
理
学
の

研
究
。﹃
知
的
能
力
よ
り
も
、
意
外
と
体

力
が
大
事
だ
っ
た
り
す
る
﹄
と
語
る
よ
う

に
、
先
生
が
ゼ
ミ
生
に
求
め
る
も
の
は
、

少
々
の
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
な
い
気
力
と

体
力
だ
。﹃
ゼ
ミ
の
選
考
は
体
力
テ
ス
ト

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
噂

が
立
つ
ほ
ど
で
す
（
笑
）﹄」

　

社
会
心
理
学
の
研
究
で
は
、

実
験
が
重
要
な
こ
と
を
端
的
に

示
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

　

社
会
心
理
学
の
実
験
で
は
、

二
つ
の
条
件
を
組
み
合
わ
せ
る

と
、
最
低
で
も
４
群
40
人
の
被
験
者
が

必
要
に
な
る
。
材
料
提
示
に
は
映
像
資

料
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
無
意

識
過
程
の
反
応
時
間
を
測
定
す
る
た
め

Ｐ
Ｃ
を
使
う
こ
と
も
多
い
。

　
「
学
生
は
実
験
の
概
要
と
手
続
き
を
考

案
し
、
被
験
者
を
集
め
、
実
験
を
し
、

実
験
後
に
は
被
験
者
に
内
容
を
よ
く
説

明
し
て
気
持
ち
よ
く

帰
っ
て
い
た
だ
く
。

そ
の
間
に
は
多
く
の

手
間
が
か
か
る
わ
け

で
、
実
験
す
る
こ
と

自
体
が
い
い
勉
強
に

な
り
ま
す
。
ゼ
ミ
生

の
３
年
次
の
目
標

は
、
社
会
心
理
学
の

実
証
的
研
究
を
実
施

す
る
た
め
の
基
礎
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と

で
、
４
年
次
に
な
る

と
指
導
を
受
け
な
が

ら
実
証
的
研
究
を
自
ら
実
施
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ゼ
ミ
で
は
、
社
会
的
認

知
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
ほ
か
の
人
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
、

と
い
う
他
者
認
知
で
あ
り
、
そ
の
特
殊

で
重
要
な
ケ
ー
ス
が
自
己
認
知
と
な
り

ま
す
」（
村
田
光
二
教
授
・
談
）

３
年
次
は
、
社
会
心
理
学
の
基
本

的
な
テ
キ
ス
ト
（
英
語
）
と
研
究

法
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
。
両
方
を
読

ん
だ
う
え
で
、
大
学
院
生
が
リ
サ
ー
チ
・

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
な
っ
て
実
験
を
実
習

す
る
。
実
験
は
グ
ル
ー
プ
で
行
い
、
発
表

会
で
発
表
す
る
が
、
報
告
書
は
各

自
で
作
成
す
る
。
４
年
次
に
な
る

と
、
リ
サ
ー
チ
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
支
援
を
受
け
な
が
ら
卒
論
の
作

成
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

　
「
科
学
的
研
究
の
意
義
は
、
今

ま
で
誰
も
知
ら
な
い
発
見
を
す
る

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
多
く
の
人
の
意
見

を
聞
き
、
そ
れ
が
新
し
い

研
究
で
あ
る
か
ど
う
か
を

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
」

　

４
年
生
は
、
卒
論
作
成

の
過
程
で
、
過
去
の
研
究

を
批
判
的
に
検
討
し
、
研

究
計
画
を
立
て
る
。
あ
る

留
学
生
の
ゼ
ミ
生
は
、「
日

本
の
経
済
発
展
か
ら
す
る

と
、
大
学
生
も
や
る
気
に

満
ち
た
人
ば
か
り
だ
と
考

え
て
き
た
が
、
そ
う
で
は

な
か
っ
た
」
と
い

う
。
そ
こ
で
、
課

題
達
成
の
動
機
づ

け
を
テ
ー
マ
に
卒

論
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
っ
た
。
も
し
、「
こ
れ
ま
で
に
な

か
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
要
因
」
を
見
出
し
、

そ
の
影
響
を
実
証
で
き
た
と
す
れ
ば
、

立
派
な
研
究
と
な
る
。

﹁
社
会
的
認
知
研
究
は
、
最
近
、

徐
々
に
感
情
に
範
囲
を
拡
張

し
て
い
ま
す
。
情
報
処
理
過
程
と
し
て

感
情
を
と
ら
え
る
立
場
で
す
。
自
分
の

感
情
状
態
が
、
他
者
、

社
会
、
あ
る
い
は
自
分
の

将
来
を
考
え
る
と
き
、

ど
う
影
響
す
る
か
。
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
少

な
い
の
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

感
情
が
多
い
の
は
な
ぜ

か
。
そ
こ
に
は
、
社
会
的
な
機
能
が
あ
る

は
ず
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
働
く

の
か
と
い
っ
た
研
究
に
焦
点
が
移
っ
て
き

た
の
で
す
」

　

た
と
え
ば
、
怒
っ
て
相
手
を
殴
る
意

味
。「
法
律
が
な
い
時
代
に
は
、
自
分
の

正
当
性
を
守
れ
る
人
間
が
適
応
的
で
、

怒
ら
な
い
人
間
は
生
存
競
争
に
負
け
て

遺
伝
子
を
残
せ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

怒
り
は
攻
撃
を
動
機
づ
け
る
感
情
で
、

ひ
る
ん
で
い
て
は
や

ら
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
時
代
に
身
に

つ
け
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
今
の
社

会
で
は
法
律
や
社

会
シ
ス
テ
ム
の
な

か
で
自
分
の
怒
り

を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

そ
こ
で
、
自
己
制
御
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
き
た
。「
人
間
に
は
意
識
的
に

動
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
意
識
せ
ず
に

動
く
自
動
的
プ
ロ
セ
ス
、
無
意
識
プ
ロ
セ

ス
が
あ
り
ま
す
。
無
意
識
で
誘
惑
の
手

が
か
り
に
反
応
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
重
要
に

な
り
ま
す
。
も
し
、
誘
惑
要
因
が
頭
に

思
い
浮
か
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対

抗
す
る
何
か
が
無
意
識
的
に
頭
に
浮
か

ん
で
く
る
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
」

　

社
会
心
理
学
の
研
究
は
、
自
己
認
知

を
深
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
に
適

応
す
る
訓
練
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

一橋の授業 社会学部・社会学研究科

村田光二ゼミ 社会心理学

たとえば、怒って人を殴ることの意味を
研究する学問です

村田光二教授

一
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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12回では、森有礼の足跡を追ってみた。

第 12 回

森
有
礼

（国立国会図書館蔵）
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森
有
礼
は
１
８
４
７
年
８
月
23
日
、鹿
児
島
城
下
春
日
小

路
町（
現
鹿
児
島
市
春
日
町
）で
、薩
摩
藩
士
森
喜き

右う

衛え

門も
ん

有あ
り
ひ
ろ恕
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幕
末
の
動
乱
期
、

開
国
へ
の
圧
力
が
緊
迫
の
度
を
増
し
て
き
た
時
代
の
こ
と

で
す
。
当
時
の
薩
摩
藩
主
は
名
君
と
い
わ
れ
た
島
津
斉
彬
。

薩
摩
藩
は
、
富
国
強
兵
を
実
現
し
、
幕
政
へ
の
影
響
力
と

優
れ
た
造
船
技
術
を
持
つ
雄
藩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
軍
事
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
１
８
６

３
年
８
月
に
勃
発
し
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
の
戦
闘
＝
薩
英

戦
争
で
は
、
わ
ず
か
１
日
半
で
敗
北
を
喫
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
事
実
は
、
薩
摩
藩
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
お
そ

ら
く
16
歳
と
い
う
多
感
な
年
齢
だ
っ
た
有
礼
に
も
、
少
な

か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
薩
英

戦
争
後
の
交
渉
を
通
じ
て
英
国
と
友
好
関
係
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
薩
摩
藩
は
、
欧
米
文
明
の
先
進
性
を
畏
怖
し
、

西
洋
近
代
技
術
の
導
入
に
着
手
し
ま
す
。
１
８
６
５
年
に

藩
の
洋
学
研
究
所
（
開
成
所
）
を
開
設
、
さ
ら
に
密
航
と

い
う
手
段
で
優
れ
た
若
者
た
ち
を
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
さ
せ

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
18
歳
の
有
礼
も
そ
の
１
人
、
沢
井

鉄
馬
と
名
を
変
え
て
の
旅
立
ち
で
し
た
。

　

生
ま
れ
て
初
め
て
体
験
し
た
〝
西
洋
文
明
〟
は
、
有
礼

の
魂
を
揺
さ
ぶ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
世
界
的
学

問
を
す
る
に
は
英
語
に
限
る
」「
わ
が
国
の
法
律
を
暗
知

し
て
外
国
の
法
律
を
勉
学
す
る
必
要
」「
剣
戟
の
武
は
区
々

の
小
武
…
…
非
常
の
時
節
に
は
非
常
の
大
見
定
を
す
え
な

け
れ
ば
、
男
子
の
仕
事
は
な
し
と
げ
難
い
」
な
ど
、
実
兄・

横
山
安
武
へ
の
手
紙
に
は
、
彼
の
熱
い
想
い
と
、
の
ち
に

さ
ま
ざ
ま
な
「
事
件
」
や
誤
解
を
生
む
こ
と
に
な
る
思
想

の
萌
芽
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

将
来
の
海
軍
入
り
を
見
す
え
、
藩
か
ら
海
軍
測
量
学
の

研
究
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
有
礼
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
化

学
、
物
理
、
数
学
を
学
び
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
半
年

を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
自
分
の
使
命
に
疑
問
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
す
。
同
じ
く
兄
へ
の
手
紙
の
な
か
に
は
次
の
よ
う

な
文
言
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
た
び
渡
海
以
来
、

魂
が
大
い
に
変
化
し
ま
し
た
。
…
…
わ
た
く
し
の
考
え
で

は
、
第
一
、
学
問
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
物
を
研
究
す

る
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
、
始
終
心
を
く
ば
っ
て
、
汚
魂
を

洗
濯
し
て
い
ま
す
」「
今
や
国
家
の
行
く
末
こ
そ
大
事
で

あ
り
、
藩
主
へ
の
忠
誠
は
二
の
次
で
す
。
国
家
の
威
勢
を

万
国
に
及
ぼ
す
た
め
に
、
国
民
が
一
体
と
な
っ
て
力
を
尽

く
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
を
め
ぐ
り
、
各
国
の
風
俗

を
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
」

　

１
８
６
７
年
、
有
礼
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
２
年
間
の
留
学

を
終
え
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
す
。
藩
か
ら
与
え
ら
れ
て

い
た
使
命
や
援
助
を
捨
て
、ア
メ
リ
カ
の
宗
教
家
ト
ー
マ
ス・

レ
イ
ク・ハ
リ
ス
の
も
と
で
学
ぶ
た
め
で
し
た
。
ハ
リ
ス
は
教

森 有礼

早
す
ぎ
た
改
革
者

沢
井
鉄
馬
と
変
名
し
、

密
航
者
と
し
て
英
国
へ
留
学
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団
「
新
生
社
」
の
創
設
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

有
礼
が
惹
か
れ
た
の
は
宗
教
観
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
生

き
方
と
ハ
リ
ス
が
唱
え
た
理
想
社
会
を
目
指
す
急
進
的
な

社
会
改
革
で
し
た
。
ハ
リ
ス
に
傾
倒
し
た
有
礼
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
ブ
ロ
ク
ト
ン
の
新
生
社
の
ぶ
ど
う
園
で
暮
ら
し
、

パ
ン
焼
き
や
乳
し
ぼ
り
な
ど
の
労
働
に
従
事
し
ま
し
た
。

有
礼
は
、
過
酷
な
環
境
の
な
か
で
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た

メ
ン
バ
ー
と
共
同
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
平
等
の
概
念
を

学
び
、
当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
異
例
と
も
い
え
る
き
わ

め
て
革
新
的
な
思
想
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

藩
命
を
放ほ
う
て
き擲

し
た
と
は
い
え
、
当
時
の
施
政
者
た
ち
は
、

有
礼
の
力
を
頼
り
に
し
て
い
ま
し
た
。
１
８
６
７
年
大
政

奉
還
、
翌
１
８
６
８
年
明
治
天
皇
即
位
と
、
時
代
は
大
き

く
動
き
出
し
た
ば
か
り
。
戊
辰
戦
争
の
最
中
に
「
公
議
輿

論
の
尊
重
、
開
国
親
和
」
と
新
し
い
政
治
理
念
の
基
本
を

謳
っ
た
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
が
宣
言
さ
れ
る
な
ど
、「
明

治
維
新
」
は
ま
だ
黎
明
期
で
し
た
。「
五
箇
条
の
御
誓
文
」

の
理
念
を
実
現
し
、
日
本
を
、
世
界
に
引
け
を
取
ら
な
い

国
家
に
す
る
た
め
に
は
、
欧
米
社
会
で
見
聞
を
広
め
た
有

為
な
若
者
の
力
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
わ
が
国
へ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
」
に
有
礼
は
１
８

６
８
年
６
月
に
帰
国
、
た
だ
ち
に
徴
士
外
国
官
判
事
に
任

命
さ
れ
、
次
い
で
９
月
に
は
議
事
取
調
御
用
係
を
命
じ
ら

れ
ま
し
た
。
議
事
取
調
と
は
、
欧
米
の
議
会
や
議
事
の
シ

ス
テ
ム
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
日
本
に
合
っ
た
あ
り
方
を

起
案
す
る
も
の
。
各
藩
の
代
表
を
集
め
た
公
議
所
を
開
設

し
て
言
論
の
道
を
開
き
、
衆
知
を
集
め
る
こ
と
が
そ
の
目

的
で
し
た
。

　

公
議
所
で
議
長
を
務
め
た
有
礼
は
１
８
６
９
年
、
数
件

の
建
議
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
つ
が
、
時
期
尚
早
と

す
る
大
久
保
利
通
ら
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
建
議
し
た

「
官
吏
兵
隊
の
外
、
帯
刀
を
廃
す
る
随
意
た
る
べ
き
の
議
」、

い
わ
ゆ
る
「
廃
刀
論
」
で
し
た
。
有
礼
の
こ
の
建
議
に
よ

り
、
公
議
所
周
辺
は
大
混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。
新
時
代
を

迎
え
た
と
は
い
っ
て
も
「
刀
は
武
士
の
魂
」。
士
族
た
ち

の
激
怒
は
収
ま
ら
ず
、
暗
殺
計
画
す
ら
企
て
ら
れ
ま
し
た
。

実
際
に
「
廃
刀
令
」
が
施
行
さ
れ
た
の
は
１
８
７
６
年
。

有
礼
の
提
案
は
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
た
の
で
す
。

　

有
礼
は
職
を
辞
し
て
故
郷
の
鹿
児
島
へ
戻
り
、
若
者
に

英
語
を
教
え
る
私
塾
を
開
設
し
ま
し
た
が
、
約
１
年
後
に

は
帰
還
命
令
を
受
け
て
再
び
上
京
し
ま
す
。
１
８
７
０
年

10
月
、
弱じ
ゃ
っ
か
ん冠

23
歳
の
若
さ
で
日
本
で
初
め
て
の
ア
メ
リ
カ

公
使
（
弁
務
使
）
に
任
命
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

公
使
と
し
て
の
有
礼
の
使
命
は
、
日
米
修
好
通
商
条
約

改
正
の
下
準
備
や
外
債
の
募
集
で
し
た
が
、
外
交
活
動
の

傍
ら
教
育
問
題
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
き
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
の
有
識
者
の
「
女
子
教
育
は
男
子
教
育
と
同
様
、
一
国

の
発
展
に
と
っ
て
重
要
か
つ
不
可
欠
」
と
い
う
論
説
に
感

銘
を
受
け
、
女
子
教
育
の
必
要
を
熱
心
に
説
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
有
礼
は
、
岩
倉
使
節
団
と
と
も
に
米
国
に

留
学
し
た
当
時
６
歳
の
津
田
梅
子
（
津
田
塾
大
学
創
設
者
）

ら
５
人
の
女
子
に
住
ま
い
の
面
倒
を
み
る
、
語
学
教
師
を

つ
け
る
と
い
っ
た
積
極
的
な
支
援
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
立
農
科
大
学
学
長
だ
っ
た
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
総
長
で
物

理
学
者
の
エ
リ
オ
ッ
ト
、
ニ
ュ
ー
ア
ー
ク
の
実
業
学
校
校

長
だ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｃ
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
ら
、
多
く
の

教
育
者
と
交
流
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
国
民
を
知

的
・
道
徳
的
・
肉
体
的
に
向
上
さ
せ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な

教
育
を
行
う
べ
き
な
の
か
…
…
。
新
し
い
国
家
の
形
成
に

は
、
新
し
い
教
育
行
政
が
不
可
欠
で
あ
る
と
、
有
礼
は
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

教
育
行
政
に
携
わ
り
た
い
と
の
熱
意
は
、
当
時
の
日
本

政
府
に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
有
礼
は
１
８
７
３

年
７
月
に
ア
メ
リ
カ
よ
り
帰
国
、
日
本
橋
木
挽
町
に
居
を

構
え
、
新
た
な
活
動
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
福
沢
諭
吉
・

西
周
・
加
藤
弘
之
・
中
村
正
直
・
西
村
茂
樹
・
津
田
真
道
・

箕
作
秋
坪
ら
と
と
も
に
、
国
民
の
知
的
向
上
と
西
洋
に
侮

ら
れ
な
い
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
た
啓
蒙
団
体
「
明
六

社
」
の
結
成
で
し
た
。
翌
１
８
７
４
年
に
は
機
関
誌
「
明

六
雑
誌
」
を
創
刊
、
有
礼
は
当
時
の
人
々
を
震
撼
さ
せ
た

さ
ま
ざ
ま
な
論
を
展
開
し
ま
す
。
不
正
確
な
日
本
語
を
廃

止
し
て
公
用
語
を
英
語
に
変
え
よ
う
と
提
唱
し
た
「
英
語

公
用
語
化
論
」、「
夫
婦
の
交
わ
り
は
人
倫
の
大
本
で
あ

る
」
と
近
代
的
婚
姻
観
に
基
づ
く
一
夫
一
婦
論
を
打
ち
出

し
た
「
妻
妾
論
」
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
。
有
礼
自
身
も

１
８
７
５
年
、
福
沢
諭
吉
を
証
人
に
、
開
拓
使
仮
女
学
校

西周（国立国会図書館蔵）

中村正直（国立国会図書館蔵）

先
進
の
思
想
が

日
本
発
の
商
業
学
校
を
つ
く
っ
た

「
廃
刀
論
」
を
唱
え
、公
職
を
辞
す
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の
第
一
期
生
・
広
瀬
阿お
つ
ね常

と
「
契
約
結
婚
式
」
を
挙
げ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
急
進
性
は
、
当
時
の
人
々
に
は
到
底

受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
有
礼
は

「
明あ
け
む
つ六

の
幽ゆ
う
れ
い霊

」
と
揶
揄
さ
れ
、
奇
異
の
眼
で
見
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
有
礼
は
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
日
本
の
社
会
変

革
を
説
き
続
け
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
時
期
、
有
礼
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も

う
一
つ
の
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
社
会
の
進
歩
発

展
の
た
め
に
は
自
由
な
経
済
競
争
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

を
推
進
す
る
た
め
に
は
近
代
的
な
商
業
人
の
育
成
が
不
可

欠
と
考
え
、
東
京
商
法
会
議
所
会
頭
の
渋
沢
栄
一
、
東
京

府
知
事
の
大
久
保
一
翁
、
勝
海
舟
、
福
沢
諭
吉
ら
の
後
援

を
得
て
銀
座
尾
張
町
に
私
塾
「
商
法
講
習
所
」
を
開
校
し

た
の
で
す
。
前
記
ホ
イ
ッ

ト
ニ
ー
を
教
授
に
招
請
し

た
こ
の
「
商
法
講
習
所
」

こ
そ
、
一
橋
大
学
の
ル
ー

ツ
。
有
礼
が
ま
い
た
種
は
、

時
代
の
荒
波
や
紆
余
曲
折
に
も
め
げ
ず
大
木
に
育
ち
、
彼

の
願
い
を
豊
か
に
実
ら
せ
た
の
で
す
。

　
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
後
、外
務
大
丞
そ
し
て
外
務
少
輔
に

任
命
さ
れ
た
有
礼
は
、
啓
蒙
活
動
の
傍
ら
外
交
官
と
し
て
の

職
責
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
１
８
７
５
年
、
９
月
に
勃
発

し
た「
江
華
島
事
件
」の
解
決
の
糸
口
を
つ
か
む
た
め
、11
月

に
特
命
全
権
大
使
と
し
て
清
国
へ
派
遣
さ
れ
ま
す
。
１
８
７

６
年
清
国
側
と
の
交
渉
を
無
事
に
済
ま
せ
て
一
時
帰
国
し
、

そ
の
後
、
北
京
と
東
京
を
往
復
す
る
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

１
８
７
７
年
に
帰
国
の
命
を
受
け
、
６
月
に
は
外
務
大
輔
に

昇
進
。
１
８
７
９
年
12
月
、
ま
た
も
特
命
全
権
大
使
と
し

て
、
今
度
は
妻
を
伴
い
イ
ギ
リ
ス
へ
と
旅
立
っ
た
の
で
す
。

　

約
４
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
、
有
礼
は
条
約
改
正
の

準
備
・
交
渉
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
者
や
学
者
と
の
交

流
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
、
の
ち
へ
の
影
響
と
い
う

意
味
で
、
こ
の
期
間
に
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
憲
法

制
定
の
た
め
の
調
査
で
来
欧
し
た
伊
藤
博
文
と
パ
リ
で
会

い
、じ
っ
く
り
語
り
合
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（
１

８
８
２
年
）。
伊
藤
博
文
と
有
礼
は
、
１
８
７
３
年
の
征
韓

論
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、「
国
力
の
充
実
を
優
先
す
べ

き
」
と
同
じ
意
見
を
表
明
し
て
い
ま
し
た
。
異
国
の
地
で

教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
熱
を
込
め
て
語
る
有
礼
の
言
葉

は
、
伊
藤
博
文
の
心
に
届
き
、
有
礼
へ
の
信
頼
を
よ
り
厚

く
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
命
に
よ
り
帰
国
し
た
の
ち
、

１
８
８
４
年
、
有
礼
は
参
事
院
議
官
と
文
部
省
御
用
掛
の

兼
務
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
文
部
省
御
用
掛
時
代
に
、

有
礼
が
目
を
つ
け
た
の
は
身
分
や
出
自
に
関
係
な
く
近
代

的
な
集
団
を
形
成
し
て
い
た
軍
隊
の
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
有

礼
は
軍
隊
の
訓
練
を
模
し
て
「
兵
式
体
操
」
を
学
校
に
導

入
、
集
団
意
識
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。

　

な
お
、
私
生
活
で
は
妻
・
阿
常
と
の
間
に
二
男
一
女
を

も
う
け
て
い
ま
し
た
が
、
帰
国
後
、
阿
常
の
実
家
に
関
わ

る
あ
る
事
件
に
起
因
し
て
離
婚
。
の
ち
に
岩
倉
具
視
の
五

女
・
寛
子
と
再
婚
し
て
い
ま
す
。

森 有礼

商法講習所の額

商法講習所時代の図書館
『一橋会雑誌』（第49号  1909年）からの転載

伊
藤
博
文
と
の
出
会
い
に
よ
り
誕
生
し
た
、

教
育
改
革
者
・
森
有
礼
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１
８
８
５
年
、
有
礼
は
か
ね
て
か
ら
希
望
し
て
い
た
役

職
に
就
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
も
押
し
詰
ま
っ

た
12
月
、
第
一
次
伊
藤
博
文
内
閣
が
成
立
し
、
初
代
文
部

大
臣
に
就
任
し
た
の
で
す
。

　

文
部
大
臣
と
し
て
の
森
有
礼
に
ふ
れ
る
前
に
、
当
時
の

「
学
校
教
育
」
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
、
紹
介

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
の
学
校
教
育
は
、
１
８
７
２

年
９
月
の
「
学
制
」
の
公
布
に
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
学
制
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
、
全

国
を
８
大
学
区
（
翌
年
７
区
に
改
正
）
と
し
、
１
大
学
区

を
32
中
学
区
（
２
５
６
中
学
校
）、
１
中
学
区
を
２
１
０

小
学
区
（
５
３
７
６
０
小
学
校
）
と
定
め
ま
し
た
。
ま
た
、

小
学
校
か
ら
中
学
校
、
諸
民
学
校
（
農
業
学
校
等
職
業
学

校
）、大
学
（「
高
尚
の
諸
学
を
教
る
専
門
科
の
学
校
」）
等
、

学
校
の
区
分
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
全
国

各
地
に
学
校
が
建
設
さ
れ
、
公
布
後
の
２
年
間
で
２
万
５

０
０
０
校
に
も
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

制
度
は
整
っ
た
も
の
の
、「
学
制
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
点
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
第
一
は
、
教
育
内
容
で

す
。『
小
学
読
本
』

を
は
じ
め
と
す
る

当
時
の
教
科
書

は
、
英
語
の
リ
ー

ダ
ー
を
翻
訳
し
て

い
る
だ
け
の
も
の

が
多
く
、
日
本
人

の
生
活
感
と
は
大

き
く
異
な
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
小
学
校
の
試
験
問
題
は
き
わ
め
て
難
解
で

し
た
。
試
験
の
成
績
が
よ
く
な
い
と
上
級
学
年
に
進
級
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
中
途
退
学
者
が
続
出
し
ま
し
た
。
小

学
校
上
級
ま
で
進
級
で
き
る
生
徒
は
、
一
つ
の
県
で
数
名

程
度
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、
授
業
料
と
経
費

で
し
た
。
小
学
校
の
１
か
月
の
学
費
50
銭
は
、
庶
民
の
生

活
費
の
約
３
分
の
１
。
就
学
児
童
は
学
齢
期
の
児
童
の
半

数
に
も
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
学
校
を
維
持
す
る
た

め
の
費
用
は
地
域
の
負
担
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で

お
金
が
徴
収
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
教
育
費
の
大
半
が
住
民

の
負
担
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
１
８
７
６
年
頃
か
ら
「
学
制
」
に
対
し
て

の
反
対
運
動
や
一
揆
が
全
国
に
波
及
し
ま
し
た
。
た
と
え

ば
三
重
県
で
は
、
79
も
の
小
学
校
が
焼
き
討
ち
に
あ
い
、

学
校
の
備
品
ま
で
す
べ
て
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
学
制
」
を
め
ぐ
る
混
乱
を
ど
の
よ
う
に
収
拾
す
る
か

は
、
大
き
な
問
題
で
し
た
。
明
治
天
皇
の
教
育
係
だ
っ
た

元も
と
だ田

永な
が
ざ
ね孚

が
打
ち
出
し
た
の
は
、「
忠
君
愛
国
」
を
教
え

る
道
徳
教
育
に
力
を
入
れ
る
こ
と
。
ま
だ
、
国
民
意
識
が

定
着
し
て
い
な
い
状
況
の
な
か
、
天
皇
を
教
育
の
中
心
に

据
え
る
こ
と
で
国
民
を
統
合
し
て
い
こ
う
と
い
う
ね
ら
い

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
、
文
部
大
臣
の
職
に
就
い
た
有
礼
は
、

躊
躇
な
く
教
育
行
政
に
大お
お
な
た鉈
を
ふ
る
い
始
め
ま
し
た
。
１

８
８
６
年
、
小
学
校
に
義
務
教
育
を
導
入
、
貧
し
い
家
庭

の
子
ど
も
に
は
授
業
料
を
無
料
に
し
て
就
学
を
促
し
ま
し

た
。
次
い
で
教
科
書
の
検
定
制
度
を
開
始
、
た
と
え
ば
変

体
仮
名
の
種
類
を
減
ら
し
、
子
ど
も
に
わ
か
り
や
す
く
す

る
な
ど
、就
学
率
の
上
昇
を
意
図
し
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
、

歴
史
の
教
科
書
を
改
革
、
そ
れ
ま
で
神
代
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
記
述
を
改
め
、
科
学
的
な
歴
史
教
育
の
導
入
を
図
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
小
学
校
で
の
道
徳
の
授
業
は
教
師
の
談

話
に
よ
っ
て
教
え
る
よ
う
に
通
達
、
修
身
の
教
科
書
を
使

用
禁
止
に
し
ま
し
た
。
教
師
自
ら
の
言
葉
や
行
動
を
通
し

て
子
ど
も
た
ち
を
指
導
さ
せ
る
こ
と
が
有
礼
の
ね
ら
い
で
し

た
が
、
当
然
な
が
ら
元
田
永
孚
と
真
っ
向
か
ら
対
立
、
着 森 有礼

明治時代の文部省の建物
（国立国会図書館蔵）

伊藤博文
（国立国会図書館蔵）

小
学
校
の
無
償
化
、義
務
化
な
ど
、

若
年
者
の
教
育
に
力
を
注
ぐ
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地
点
を
見
つ
け
ら
れ
ず
大
激
論
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。

　

有
礼
に
は
妥
協
も
迷
い
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
子
ど

も
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
国
家
を
支
え
る
集
団
の
一
員
で
あ

る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
学
び
取
る
た
め
に
、
学
校
現
場

に
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
投
入
し
て
い
き
ま
し
た
。
前
述
の

「
兵
式
体
操
」
に
行
軍
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
そ
の
な
か

か
ら
「
修
学
旅
行
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。「
運
動
会
」
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
定
着
さ
せ
ま
し
た
。
今
で
は
当
た
り
前

に
な
っ
て
い
る
学
校
教
育
の
原
型
や
学
校
行
事
を
生
み
出

し
た
の
は
、
有
礼
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
帝
国
大
学
令
」「
師
範
学
校
令
」
の
制
定
な
ど
、
有
礼

は
次
々
と
教
育
の
核
と
な
る
施
策
を
実
現
し
ま
し
た
。
世

界
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
の
で
き
る
国
家
を
形
成
す
る
た

め
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
、
有

礼
が
行
っ
た
大
胆
な
改
革
は
、
も
ち
ろ
ん
全
国
民
の
支
持

を
得
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
は
鹿
鳴
館
の
時

代
。
有
礼
ら
を
「
欧
化
主
義
者
」
と
糾
弾
す
る
声
も
ま
た

小
さ
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

不
幸
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
、
１
８
８
７
年
11
月
28

日
。
地
方
を
視
察
し
、
講
演
を
行
っ
て
い
た
有
礼
は
伊
勢

神
宮
に
参
拝
し
ま
し
た
。
青
年
時
代
か
ら
西
洋
文
化
の
な

か
で
暮
ら
し
た
時
期
が
長
か
っ
た
有
礼
は
、
参
拝
の
マ
ナ

ー
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
神
宮
の
内
陣
の
御
簾

の
中
に
入
ろ
う
と
し
て
宮
司
に
止
め
ら
れ
、
御
簾
の
前
で

参
拝
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
出
来
事
は
有
礼
に
批
判

的
な
人
々
に
よ
っ
て
「
ス
テ
ッ
キ
で
御
簾
を
開
け
た
」「
土

足
厳
禁
の
拝
殿
に
靴
の
ま
ま
上
が
っ
た
」
と
誇
張
さ
れ
て
、

世
間
に
流
布
。
明
ら
か
な
不
敬
行
為
と
し
て
全
国
紙
で
も

報
道
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

有
礼
は
、
真
相
を
語
る
こ
と
も
な
く
、
新
聞
報
道
以
降

も
公
務
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
真
実
は
い
ず
れ
明
ら
か
に

な
る
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
自
身
に
と
っ
て

は
瑣
末
な
出
来
事
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
…
…
。
誤
解
は

解
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

１
８
８
９
年
２
月
11
日
は
、
有
礼
に
と
っ
て
特
別
な
日

に
な
る
は
ず
で
し
た
。
近
代
国
家
へ
大
き
な
一
歩
を
踏
み

出
す
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
る
日
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
早
朝
、
式
典
に
出
席
す
る
準
備
を
し
て
い
た
有
礼
は

「
暗
殺
の
危
機
」
を
知
ら
せ
に
き
た
と
い
う
来
客
を
応
接

間
に
迎
え
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
男
、
国
粋
主
義
者
・
西
野

文
太
郎
こ
そ
刺
客
で
あ
り
、
腹
部
を
刺
さ
れ
た
有
礼
は
翌

朝
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
享
年
42
歳
。
文
部
大
臣
在

任
３
年
２
か
月
。
早
す
ぎ
る
死
で
し
た
。

　

西
野
を
愛
国
者
と
し
て
賞
賛
す
る
風
潮
の
な
か
、
福

沢
諭
吉
は
有
礼
の
死
を
悼
ん
で
次
の
よ
う
な
意
の
こ
と

を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
森
の
考
え
方
を
正
し
く
理
解
し
て
い
れ
ば
、
暗
殺
者

も
考
え
を
変
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
森
の
死
は
、
近
代
日

本
を
つ
く
る
上
に
お
い
て
大
き
な
損
失
で
あ
っ
た
」
と
。

【
出
所
】

『
森
有
礼
の
思
想
』

（
時
事
通
信
社
／
刊　

坂
元
盛
秋
／
著　

１
９
６
９
年
発
行
）

『
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た 

６
』

（
Ｋ
Ｔ
Ｃ
中
央
出
版
／
刊　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
／
編　

２
０
０
１
年
発
行
）

『
明
治
の
若
き
群
像  

森
有
礼
旧
蔵
ア
ル
バ
ム
』

（
平
凡
社
／
刊　

犬
塚
孝
明
・
石
黒
敬
章
／
著　

２
０
０
６
年
発
行
）

※
文
中
敬
称
略

※
引
用
文
中
の
旧
仮
名
づ
か
い
、
旧
漢
字
は
、現
代
表
記
へ
改
め
ま
し
た
。

【森 有礼略年譜】

１
８
４
７
年
（
弘
化
４
年
）　

薩
摩
国
鹿
児
島
城
下
春
日
小
路
町
で
、
薩
摩
藩
士
森
喜き

右う

衛え

門も
ん

有あ
り
ひ
ろ恕

の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。

１
８
６
５
年
（
慶
応
元
年
）　

イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
。

１
８
６
７
年
（
慶
応
三
年
）　

渡
米
し
、「
新
生
社
」
で
共
同
生
活
。

１
８
６
８
年
（
明
治
元
年
）　

帰
国
し
、
徴
士
外
国
官
判
事
、
議
事
取
調
御
用
係
を
拝
命
。

１
８
６
９
年
（
明
治
２
年
）　
「
廃
刀
論
」
な
ど
を
建
議
、
職
を
辞
し
て
鹿
児
島
へ
帰
郷
。

１
８
７
０
年
（
明
治
３
年
）　

ア
メ
リ
カ
公
使
に
任
命
さ
れ
、
渡
米
。

１
８
７
３
年
（
明
治
６
年
）　

ア
メ
リ
カ
よ
り
帰
国
し
、「
明
六
社
」
設
立
。

１
８
７
４
年
（
明
治
７
年
）　

機
関
誌
「
明
六
雑
誌
」
創
刊
。

１
８
７
５
年
（
明
治
8
年
）　

東
京
銀
座
尾
張
町
に
私
塾
「
商
法
講
習
所
」
を
開
設
。
特
命
全
権
大
使
と
し
て
清
国
へ
。

１
８
７
９
年
（
明
治
12
年
）　

学
制
を
廃
し
、
教
育
令
を
制
定
。
特
命
全
権
大
使
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
へ
。

１
８
８
２
年
（
明
治
15
年
）　

パ
リ
で
伊
藤
博
文
と
会
談
。

１
８
８
４
年
（
明
治
17
年
）　

命
に
よ
り
帰
国
し
、
参
事
院
議
官
、
文
部
省
御
用
掛
を
兼
務
。

１
８
８
５
年
（
明
治
18
年
）　

第
一
次
伊
藤
博
文
内
閣
が
発
足
し
、
初
代
文
部
大
臣
に
就
任
。

１
８
８
６
年
（
明
治
19
年
）　
「
諸
学
校
令
」
を
公
布
し
、
小
学
校
の
義
務
教
育
が
始
ま
る
。

１
８
８
７
年
（
明
治
20
年
）　

伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
。

１
８
８
９
年
（
明
治
22
年
）　

逝
去
（
享
年
42
歳
）。

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
当
日
、

暗
殺
者
に
よ
り
命
を
落
と
す
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１
９
３
５
年
４
月
21
日
午
前
６
時
２
分
、
台
湾
中
部
で

発
生
し
た
地
震
は
、
３
０
０
０
人
以
上
の
死
者
を
出
す
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
突
然
の
災
害
に
襲
わ
れ
た
人
々

は
、
な
ぜ
こ
ん
な
悲
惨
な
こ
と
が
起
き
た
の
か
、
そ
の
原

因
や
今
後
の
見
通
し
を
突
き
と
め
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。

必
要
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
状
況
の
下
で
は
、
そ
れ
が
荒

唐
無
稽
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
う
わ
さ
や
流
言
は
口
伝
え

で
広
ま
っ
て
い
く
。
台
湾
大
震
災
の
時
に
も
、
不
信
心
な

人
々
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
媽ま

祖そ

が
こ
の
世
に
現
れ
た
た

め
だ
と
か
、
日
本
人
が
強
力
な
電
気
を
地
中
に
埋
め
た
せ

い
に
違
い
な
い
と
か
、
惨
事
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
流
言
が
飛
び
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
年
、
台
湾
は
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
40

年
が
経
っ
て
い
た
。
統
治
40
周
年
を
記
念
す
る
博
覧
会
を
同

年
秋
に
計
画
し
て
い
た
台
湾
総
督
府
は
、
た
だ
ち
に
復
興
委

員
会
を
設
置
す
る
。
罹
災
者
に
対
す
る
救
済
措
置
は
彼
ら
の

権
利
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
恩
恵
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
、

「
自
力
更
生
」
を
復
興
に
向
け
た
基
本
方
針
と
し
た
。
不
意

の
災
害
に
打
ち
ひ
し
が
れ
動
揺
す
る
人
々
に
自
力
更
生
を
内

面
化
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
着
目
さ

れ
た
の
が
「
震
災
美
談
」
で
あ
る
。

　
「
流
言
」
が
当
局
に
と
っ
て
不
都
合

な
情
報
の
総
称
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

と
は
反
対
に
「
美
談
」
は
彼
ら
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
仕
立
て

ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
震

災
発
生
か
ら
わ
ず
か
20
日
後
、
総
督
府
文
教
局
は
慌
た
だ
し

く
も
『
震
災
美
談
集
』
を
刊
行
し
た
。
美
談
と
は
、
そ
れ
を

聞
く
者
、
読
む
者
に
対
し
て
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
同
じ
よ

う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
い
く
ら
困
難
が
あ
っ
て

も
文
句
を
言
わ
ず
黙
々
と
働
く
者
、
時
に
は
命
を
投
げ
出
し

て
職
務
に
殉
じ
た
者
た
ち
の
行
い
を
見
習
え
、
と
い
う
わ
け

だ
。
そ
う
し
た
役
割
を
期
待
さ
れ
た
美
談
の
白
眉
と
し
て
総

督
府
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
た
の
が
、
わ
ず
か
10
歳
で
こ
の
世

を
去
っ
た
「
君
が
代
少
年
」
詹せ

ん
と
く
こ
ん

徳
坤
の
物
語
で
あ
る
。

　

彼
の
「
美
績
」
を
最
初
に
報
じ
た
月
刊
誌
『
社
会
事
業
の

友
』
に
よ
る
と
、
地
震
で
負
傷
し
た
詹
徳
坤
は
、「
死
ぬ
ま

で
一
口
の
台
湾
語
を
使
は
ず
、
全
部
国
語
で
押
し
通
し
、
ひ

つ
き
り
な
し
に
師
の
名
を
誰
彼
と
な
く
呼
び
つ
ゞ
け
、
臨
終

に
当
つ
て
明
瞭
な
声
調
で
国
歌
を
奉
唱
し
て
、
こ
の
世
の
名

残
と
し
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
国
語
」
と
は
、
も
ち

ろ
ん
日
本
語
の
こ
と
だ
。
同
化
政
策
を
基
軸
と
し
た
植
民
地

で
は
、
日
本
人
の
「
精
神
的
血
液
」
と
見
な
さ
れ
た
国
語
の

教
育
が
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
１
９
３
０
年

代
に
入
っ
て
も
、
国
語
の
普
及
率
は
低
い
レ
ベ
ル
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
現
状
の
打
開
を
総
督
府
は
重
要
な

課
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

死
を
目
前
と
し
て
も
母
語
を
使
用
せ
ず
、
君
が
代
を
歌
っ

て
こ
の
世
を
去
っ
た
と
い
う
詹

徳
坤
の
物
語
は
、
総
督
府
に
と
っ

て
格
好
の
美
談
と
な
っ
た
。
新
聞
や

雑
誌
な
ど
で
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
い
。
詹
徳
坤
が
通
っ
て
い
た

学
校
に
は
銅
像
が
建
て
ら
れ
、
彼
を
主
人
公
と
し
た
映
画
や

唱
歌
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
が
製
作
さ
れ
た
。
大
東
亜
戦
争
の
さ

な
か
の
１
９
４
２
年
に
は
国
民
学
校
『
初
等
科
国
語
三
』
の

教
材
と
し
て
、
翌
１
９
４
３
年
に
は
朝
鮮
と
台
湾
の
教
科
書

に
お
い
て
も
「
君
が
代
少
年
」
の
物
語
が
採
用
さ
れ
た
。
ご

く
短
い
期
間
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
全
国
の
児
童
が
学
校

教
育
の
場
で
こ
の
美
談
を
学
習
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

村
上
政
彦
の
『「
君
が
代
少
年
」
を
探
し
て
』
は
、
詹
徳

坤
の
家
族
や
同
郷
の
老
人
た
ち
、
そ
し
て
当
時
の
学
校
関

係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
こ
の
美
談

が
誕
生
し
た
１
９
３
０
年
代
の
台
湾
社
会
へ
と
読
者
を

誘
っ
て
い
く
。

　
「
美
談
」
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
ど

れ
だ
け
残
酷
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
よ
く
分

か
る
一
冊
で
あ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と

だ
ろ
う
が
、
去
年
の
大
震
災
と
そ
の
後
の
展

開
を
見
て
き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
は

決
し
て
昔
話
で
は
な
い
の
だ
。

言語社会研究科准教授

星名宏修

『「君が代少年」を探して  台湾人と日本語教育』
村上政彦／著　平凡社刊
定価：798円（税込）2002年10月22日発行

「
君
が
代
少
年
」を
探
し
て

     
台
湾
人
と
日
本
語
教
育
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四大歌劇場と国民性

国際企業戦略研究科
准教授

古賀健太郎

四大歌劇場と国民性

　博士課程に通ったハーバード大学は、メトロポリタン歌劇場（通称、メト）があるニューヨークに比較的近かったので、

オペラを聴きに行くようになった。博士論文の一章を執筆する前、電話で観客席を予約する。それも奮発して一番高い席

（当時、115〜130ドル）にする。公演日の午前中に仕上げた一章を指導教員に渡し、昼過ぎに格安の長距離バスでボスト

ンからニューヨークに向かい、夜の公演を楽しんだ。原稿を書き終えなければ行かないと決めていて、大学院生には贅沢

な入場料を無駄にしないために頑張ったし、博士論文を書き進める励みにもなった。

　教職に就いてから、長い休みにはメト以外の世界の歌劇場でもオペラを鑑賞するようになった。すると、四大歌劇場

（ニューヨークのメト、ロンドンの王立歌劇場、ウィーンの国立歌劇場、ミラノのスカラ座）の特徴が、各国の国民性や伝統を

象徴していることに気づいた。音楽理論や音楽史を学んだことはないので、見当違いかもしれないが、自説を披露したい。

　まず、「大きいことは良いことだ」という米国の国民性を
反映して、3800席のメトは、観客席が他の三つの歌劇場
の倍ある。規模だけでなく、メトの舞台は絢爛豪華だ。
「アィーダ」や「トゥーランドット」の演目では、エジプトや
中国の王宮内を模したステージに観客が圧倒されて、幕が
開くと同時に拍手が起こる。実際、メトの前総支配人ジョゼ
フ・ヴォルピーは、音楽や演出ではなく、マスター・カーペ
ンター（直訳すれば、大工の棟梁、つまり大道具の責任者）
の出身であった。大掛かりなメトでは、数時間かけ100人
を動員する舞台準備を迅速に終えないと、満足に練習もで
きない。ヴォルピーは舞台準備で発揮した卓越した指導力
で、総支配人に大抜擢されたといっても過言でない。日曜
大工が国民に人気がある娯楽の米国でこその人事である。

●
　メトで観たモーツァルトの「魔笛」を、2週間後にロン
ドンの王立歌劇場でまた鑑賞することがあった。メトの豪
華な舞台に比べて、王立歌劇場は簡略で開幕のときに失
望した。しかし、幕が下りたときには、王立歌劇場の方が
より感動した。シェークスピアの伝統を引き継ぐ英国では、
歌手の一人ひとりが人間味溢れる演技で、観客の心を捉
える。ハリウッドのアクション映画みたいに大きな仕掛け
で10分に一度観客を驚かし続けたメトの「魔笛」と対照
的であった。例えば、子役がつとめる「魔笛」の三人の
童子は、メトでは全身を白に塗り象形文字みたいな模様を

まとった異星人のようにして現れた。奇抜な格好は観客の
目をすぐ引く一方、演技らしい演技をしない。これに対し
て、王立歌劇場の三人の童子は、一昔前までの英国のど
こにでもいそうな子供のいでたちだが、それぞれが大人顔
負けの演技を披露した。演劇の伝統が幼少の頃から根付
いていることが窺えた。

●
　大舞台のメト、演技の王立歌劇場と比べて、ウィーンの
国立歌劇場やミラノのスカラ座は音楽を重視するように思
える。しかし、国立歌劇場は演目全体の音楽性を大切にし
ているのに対して、スカラ座では個別の歌、それも超絶技
巧を求められる独唱曲などで楽しませる。ウィーン・フィル
の団員も演奏する国立歌劇場では、管弦楽と歌唱とをまと
める指揮者の権威が高いらしい。反対に、スカラ座では、
お気に入りの歌手が人間離れした高音や早口言葉みたいな
歌詞をこともなげに歌いこなすのを、固唾を呑んで聴いて
いる。耳が肥えた観客は、素晴らしい歌唱に拍手喝さいを
惜しまないが、期待に背く出来にはその場で不満を表すこ
とを恐れない。スカラ座では、観客のブーイングがひどい
と、幕間に歌手を交代させる。世界的なテノール、ロベル
ト・アラーニャは容赦ないブーイングに腹を立てて、
「アィーダ」の一幕目の途中で自ら舞台を降りてしまった。
この騒動は、食事、恋愛と共に歌を愛し、かつ感情を豊か
に表現するイタリアの国民性を良く表している。
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卒業生

在学生の保護者

卒業生の家族

本学役職員

企業・法人等

15名（540,000円）

4名（50,260,000円）

15名（6,032,840円）

13団体（58,156,500円）

50万円未満

二階堂暢俊　様
西郡敏夫　　様
西澤俊幸　　様
西澤　豊　　様
西野　光　　様
丹羽達哉　　様
野木森稔　　様
野間　茂　　様
𡌶　浩介　　様
橋口修一　　様
橋爪正連　　様
橋本正輝　　様
馬場佳一郎　様
馬場鉄平　　様
浜田健一郎　様
浜田勇司　　様
浜本頼幸　　様
林　道雄　　様
原　祐二　　様
原田真吾　　様
樋口誠一　　様
兵頭　貞　　様
平出浩朗　　様
平田由夫　　様
広田　修　　様
福山一佳　　様
藤枝祐人　　様
法木秀雄　　様
外園克己　　様
星崎功明　　様
細田　弘　　様
町田佳隆　　様
松岡耕司　　様
松下　功　　様
松並英一　　様
松村順二　　様
松本　進　　様
丸山　寿　　様
三須和泰　　様
南　昌宏　　様
御牧　宏　　様

宮崎保夫　　様
村田大郎　　様
茂木隆介　　様
本木泰雄　　様
森　篤行　　様
森　正伸　　様
森田正人　　様
森屋幸男　　様
森山　透　　様
柳沢民雄　　様
山内敏弘　　様
山縣秀行　　様
山形真澄　　様
山上美都樹　様
山口克彦　　様
山下国久　　様
山田忠璋　　様
山田英明　　様
山宮邦夫　　様
吉田　尚　　様
吉峯英虎　　様
米倉一良　　様
米山大介　　様
和田　学　　様
渡邉達也　　様
渡邊弘己　　様
渡辺善彦　　様
渡辺義郎　　様
一上会　　　様
監査役懇話会　　　　　　様
昭和44卒独３クラス有志　様
如水会八千代支部　　　　様
他38名

小村辰也　　様
坂田信之　　様
佐藤　敏　　様
島崎勇夫　　様
清水　榮　　様
白木光麿　　様
新城　仁　　様
杉浦重明　　様
杉村　章　　様
鈴木喜一郎　様
鈴木矩秀　　様
鈴木規弘　　様
関　正敏　　様
瀬戸川隆　　様
大上周作　　様
高田雄一　　様
髙橋啓太　　様
高橋　宏　　様
髙栁守良　　様
瀧本峰男　　様
田口　格　　様
田崎謙一郎　様
田中　章　　様
田中富士雄　様
田村錦一郎　様
辻村隆幸　　様
津田樹己　　様
土橋　晃　　様
寺岡四郎　　様
寺園一馬　　様
寺田恭典　　様
寺田武男　　様
富岡　齋　　様
内藤幸弘　　様
中井敬三　　様
中込千尋　　様
長瀬光範　　様
中野和浩　　様
中野忠利　　様
中村弘行　　様
中山　信　　様

Campus Information

池田真嗣　　様
榎本善治　　様
小野邦弘　　様
神森　智　　様
北村和久　　様
須藤　茂　　様
高田一徳　　様
髙橋克彦　　様
民實耕一　　様
寺澤久光　　様

岩田正雄様ご遺族　　　　　　　　様
川島幹夫　　　　　　　　　　　　様
故小林輝之助様　令夫人　アヤ子　様
本田吉宏　　　　　　　　　　　　様

中島敏治　　様
原　義明　　様
藤井一之　　様
柳沢是清　　様
渡邊　実　　様

伊藤忠エネクス株式会社　　　　　様
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社　様
株式会社スタイルデパートメント　様
日本放送協会　　　　　　　　　　様
ＦＩＬＭ有限責任事業組合　　　　様
株式会社ブリヂストン　　　　　　様
三菱地所株式会社　　　　　　　　様
三菱商事株式会社　　　　　　　　様
明治安田生命保険相互会社　　　　様
ヤマト運輸株式会社　　　　　　　様
楽天銀行株式会社　　　　　　　　様
他２団体
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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、2012年１月末現在で、総
額約45億2,000万円（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、2011年12月１日から2012年１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/

　一橋大学基金では（社）如水会と連携し、如水会会
員証カードによる継続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。

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。

卒業生
一橋大学基金へのご協力、
心より御礼申し上げます。

ご寄付のお申し込みについて

如水会会員証カードを
お持ちの卒業生の皆様へ
継続ご寄付のご案内

［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

251名・4団体（31,472,000円）
ご寄付金額（累計）

100万円以上 50万円未満  50万円以上
100万円未満

15名 230名・4団体6名

岡本行夫　　様
加藤武雄　　様
髙尾雄彦　　様
髙橋　宏　　様
戸田裕一　　様
内藤藤三　　様
仲野嘉一　　様
蛭田政男　　様
宮城敬雄　　様
山崎隆一郎　様
山本千里　　様
渡邊　彰　　様
渡邉康平　　様
他２名

會田晴康　　様
青木豊太　　様
明田泰伸　　様
阿式智子　　様
雨森正司　　様
綾田景史　　様
荒井敏明　　様
安樂城幸雄　様
五十嵐啓二　様
池田哲也　　様
池田義治　　様
石河正樹　　様
石田晨人　　様
石田政明　　様
石丸義男　　様
石丸芳樹　　様
一木剛太郎　様
伊地山直紀　様
伊藤彰啓　　様
伊藤　隆　　様
伊藤隆之　　様
伊藤規雄　　様
井上清駿　　様
庵原義文　　様
今中明子　　様
今中俊久　　様
岩内孝雄　　様
岩木亮介　　様
岩崎隼弥　　様
上原　包　　様
魚谷信行　　様
宇佐美豊　　様
薄木　正　　様
浦島宣哉　　様
浦野輝虎　　様
恵谷　博　　様
榎戸陽介　　様
及川正己　　様
大井　滋　　様
大木欣平　　様
大崎康雄　　様

太田琢磨　　様
大竹慎二　　様
大坪知雄　　様
大山　貴　　様
岡田　正　　様
岡田宣裕　　様
岡田良三　　様
岡本岳彦　　様
岡本朋樹　　様
岡山真一郎　様
小川卓也　　様
奥山ロバート智巳　様
尾崎完司　　様
尾崎修一　　様
押田英夫　　様
尾関健二　　様
小田切義夫　様
越智重夫　　様
垣下　忍　　様
笠原康司　　様
樫田雅好　　様
柏倉康成　　様
金井謙治　　様
金谷芳郎　　様
河合浅雄　　様
川越　侃　　様
川幡雅宏　　様
川端篤史　　様
河原　達　　様
河村　浩　　様
儀賀裕理　　様
京田真理子　様
木綿良行　　様
金　宏修　　様
久米増也　　様
栗田　実　　様
栗原勝彦　　様
河野豊弘　　様
小平章仁　　様
後藤昌平　　様
後藤　優　　様

安形哲夫　　様
片岡敬三　　様
髙橋　通　　様
田中正昭　　様
肥田一郎　　様
福田良之　　様

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

【ホワイトゴールド】
個人：500万円以上
法人：1,000万円以上

【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）

55



　

こ
の
た
び
、
一
橋
大
学
と
広
島
県
は
、
豊
か
な
地
域

社
会
の
形
成
・
発
展
と
人
材
育
成
に
寄
与
す
る
た
め
、

相
互
の
連
携
協
力
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
包
括
連
携
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。
２
０
１
２
年

2
月
10
日
広
島
県
庁
で
調
印
式
が
行
わ
れ
、
山
内
進
一

橋
大
学
長
と
湯
崎
英
彦
広
島
県
知
事
が
協
定
書
を
取

り
交
わ
し
ま
し
た
。
今
後
、（
１
）
人
材
育
成
、（
２
）

経
済
政
策
・
産
業
振
興
、（
３
）
行
政
経
営
、（
４
）
国
際

交
流
・
国
際
平
和
の
推
進
、（
５
）
学
術
研
究
及
び
教
育

の
5
分
野
を
中
心
に
、
産
学
官
連
携
及
び
地
域
貢
献
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　2012年１月23日、情報発信の新たな手段としてYouTubeに一橋大学公式チャンネルを開設しました。
本学の研究や教育の内容などをより多くの方々に動画で紹介していきます。2012年３月現在、大学紹介映
像、シンポジウム、オープンキャンパスなど50本以上の動画を配信しておりますが、今後ますます動画数
を増やしていく予定です。ぜひご覧ください。

【YouTube一橋大学公式チャンネルURL】http://www.youtube.com/user/HitotsubashiChannel

　一橋大学は、大学紹介映像を新たに制作し、配信を開始しました。この映像は “PRIDE”というキーワー
ドをコンセプトに、学生が、一橋大学で学び、考えることの楽しさや大切さを、自身の大学生活での経験
を踏まえ、いきいきと語っています。映画・ＣＭ等で活躍する監督を起用し、これまでのオーソドックス
なスタイルのものとは一線を画す、スマートで魅力的な映像です。なお、この映像は英語字幕版も作成し
ており、YouTube一橋大学公式チャンネルでも広く国内外に配信します。

【大学紹介映像URL】http://www.youtube.com/watch?v=AX9YxFiJhhk
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大学紹介映像「PRIDE 一橋大学 〜スマート・強靭・グローバル〜」を
配信開始しました

配信
開始



　一橋大学は、このたび、文部科学
省「科学技術イノベーション政策にお
ける『政策のための科学』基盤的研究・
人材育成拠点整備事業」の領域開拓
拠点の一つに採択されました。この事
業は、「科学技術イノベーション政策」
を深化させる研究人材や、この政策を
社会で支える人材の育成を行う大学

（拠点）に対して支援するとともに、
これらの複数の拠点をネットワークで
結んで我が国全体で体系的な人材育
成が可能となる仕組みを構築すること
を目的としたものです。本学は、経営
学・経済学等の社会科学を基盤としつ
つ、自然科学や工学的な知見も取り込
んだ領域横断的なイノベーション研究
を担う人材や研究開発マネジメントを
担う高度専門人材を育成し、グローバ
ル社会においてリーダーシップを発揮
できる人材を育成してまいります。

　このたび、経済研究所の森口千晶教授が、独立行政法人日本
学術振興会の第８回（平成23年度）日本学術振興会賞を受賞し
ました。日本学術振興会賞は、創造性に富み優れた研究能力を
有する若手研究者の研究意欲を高め、研究の発展を支援するこ
とで、我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発
展させることを目的に平成16年度に創設されました。国内外の学
術誌等に公表された論文等の研究業績により、学術上特に優れ
た成果をあげている研究者に与えられます。受賞対象は、人文科
学から自然科学までのあらゆる分野を対象としており、世界トッ
プレベルの研究者により構成される審査会での厳正な審査の結
果、24人のうちの１人として森口千晶教授が選ばれました。

詳細は日本学術振興会のホームページ
（http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/ichiran_8th.html）をご覧ください。

人社系

経済研究所・教授　森口千晶

比較経済史、比較制度分析

日米における制度発展の比較経済史

系別

受賞者

専門分野

受賞の対象となった研究業績

一橋大学広報誌「HQ」

〈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

〈編集部員〉
商学研究科准教授　　　　　　　　　　　　　　　松井　剛
経済学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　水岡不二雄
法学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　　王　雲海
社会学研究科教授　　　　　　　　　　　　　　　阪西紀子
国際企業戦略研究科准教授　　　　　　　　　　　大上慎吾
経済研究所教授　　　　　　　　　　　　　　　　青木玲子

〈外部編集部員〉
有限会社イプダワークス　　　　　　　　　　　　吉田清純

〈印刷・製本〉
株式会社石田大成社

〈お問い合せ先〉
一橋大学企画・広報室広報担当
〒186-8601　東京都国立市中2-1
Tel：042-580-8032　Fax：042-580-8016
http://www.hit-u.ac.jp/
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※ご意見をお寄せください。
一橋大学企画・広報室広報担当
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※本誌掲載の文章・記事・写真等の無断転載はお断りします。

●広告掲載お問い合せ先
　一橋大学企画・広報室広報担当
　TEL：042-580-8032

編 集 部 か ら

　出張先の北京でこの原稿を書いています。頭では
理解していても、あらためて目の前にすると、北京の
スケールの大きさ、肌に圧力として感じられるほどの
活気には圧倒されるものがあります。先日、中国でも
トップクラスの北京大学ビジネススクールを訪問しま
した。中国国内だけにとどまらず、アメリカ、ヨーロッ
パ、中東、オセアニアなど、世界各国から学生が集
まり、巨大な成長市場での成功を夢見て競い合って
います。ところが残念なことに、ここに日本人学生の
姿は見当たりません。お隣の韓国からは何十人も留
学生が来ています。「ひきこもり日本」などといわれ
ますが、こうして数字として表れると、はっきりと実
感させられるものがあります。すぐ隣に、たわわに実
のなる大木があるのに、老木にぶらさがる一つの実
を内気な若者たちが分け合おうとする。日本とは、あ
らためて不思議な国だなあと思います。（大猫）
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経済研究所・森口千晶教授が
第８回日本学術振興会賞を
受賞しました
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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

H
itotsubashi Q

uarterly

スメタナ：交響詩「我が祖国」より“モルダウ”
B.Smetana: Moldau From the symphonic poem “our mother country”

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
Dvořák: Cello Concerto in B minor, op.104

ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 作品95 “新世界より”
Dvořák: The Symphony No.9 in E Minor “From the New World”, op.95

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
第４回定期演奏会

開催日：2012年5月5日（土）

プレイガイド

販売窓口

■チケットぴあ　0570-02-9999　
■電子チケットぴあ　http://t.pia.jp/（Ｐコード：157-879）
■国立市内の取扱店　●一橋大学生活協同組合（西ショップ）042-575-4184
　　　　　　　　　　●洋菓子・喫茶「白十字」南口店　042-572-0416
　　　　　　　　　　●国立楽器  国立店　042-573-1111  http://www.kunitachi-gakki.co.jp/

03-3443-1524（10：00 ～ 20：00 ／月曜定休）高輪プリンツヒェンガルテン内  国立シンフォニカー事務局
※事務局へお申込みの方は、下記口座までお申込み日より1週間以内にチケット代金をお振り込みください。
※手数料はご負担ください。ご入金確認次第、チケットを郵送致します。

●三菱東京UFJ銀行  三田支店（店番  653）（普）0028127  名義：社団法人  国立シンフォニカー
●多摩信用金庫  　　国立支店（店番  005）（普）3856872  名義：社団法人  国立シンフォニカー

場所：一橋大学兼松講堂
料金（税込）：プレミア席 5,000円／S席 4,000円／ A席 3,000円／B席（学生席） 2,000円
主催：社団法人  国立シンフォニカー
後援：一橋大学、社団法人  如水会、チェコ共和国大使館、国立市、国立市教育委員会、高輪プリンツヒェンガルテン
協賛：IDC大塚家具、オリオン書房、株式会社セレモアつくば、立飛企業株式会社、多摩信用金庫、松井証券株式会社
協力：一橋大学管弦楽団

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

（学生席は一橋大学生活協同組合  西ショップのみの取扱いとなります）

開演 15：00〔開場 14：15〕

“ヨーロッパ名曲の旅Ⅱ”
チェコ ボヘミアの旅

※予告なしに曲目、出演者等が変更となる場合があります。これに伴うチケットの払い戻しは、致しかねますので何卒ご了承ください。

《指揮》
宮城敬雄

《チェロ独奏》
マキシミリアン・ホルヌング

©photo by Katsuo Sakayori


