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今回お招きしたのは、世界のトップ大学の一つである、
オックスフォード大学セント・ピーターズ・カレッジのカレッジ・マスターであるマーク・ダマザー氏です。

一橋大学は、「スマートで強靭なグローバルリーダー」の教育を目指し、
平成24年度よりオックスフォード大学セント・ピーターズ・カレッジとロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）へ、

それぞれ１人の学生を派遣する留学制度を創設しました。
この大学間交流を記念し、オックスフォード大学セント・ピーターズ・カレッジのカレッジ・マスターのダマザー氏に

グローバル時代の大学運営と、大学が育成するグローバルリーダーについてご意見をいただきました。

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　

先
ほ
ど
は
ご
講
演
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の

な
か
で
話
さ
れ
て
い
た
、
葛
飾
北
斎
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
技

法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
話
を
興
味
深
く
聞
き
ま
し

た
。
鎖
国
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
々
の
知
的
欲
求
、
美
的
欲

求
が
人
類
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
動
か
す
こ
と
を
再
認
識
し
た
か
ら

で
す
。
自
国
文
化
に
根
づ
き
な
が
ら
、
お
互
い
の
文
化
を
そ
の

よ
う
に
評
価
し
尊
重
し
合
う
こ
と
が
、
あ
る
意
味
グ
ロ
ー
バ
ル

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
感
じ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
北
斎
の
木
版
印
刷
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
活
躍

し
て
い
る
一
橋
大
学
の
卒
業
生
が
い
て
、
雑
誌
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
り
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

ダ
マ
ザ
ー　

そ
れ
は
よ
い
で
す
ね
。
北
斎
の
作
品
は
我
が
家
に

も
飾
っ
て
あ
り
ま
す
よ
。
妻
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
で
す
。

山
内　

素
敵
な
ご
趣
味
で
す
ね
。

ダ
マ
ザ
ー　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
作
品

で
、
私
も
大
好
き
で
す
ね
。

山
内　

も
う
一
つ
、
有
田
焼
と
い
う
磁
器
を
つ
く
っ
て
い
る
深

川
製
磁
と
い
う
会
社
が
あ
る
の
で
す
が
、
同
社
を
１
８
９
４
年

に
創
業
し
た
深
川
忠
次
と
い
う
人
が
一
橋
大
学
の
Ｏ
Ｂ
な
の
で

す
。
深
川
氏
は
、
１
９
０
０
年
の
パ
リ
の
万
国
博
覧
会
に
作
品

を
出
展
し
て
「
メ
ダ
ー
ユ
・
ド
ー
ル
（
金
メ
ダ
ル
）」
を
受
賞
し

た
の
で
す
が
、
当
時
の
日
本
人
で
も
こ
の
よ
う
に
自
ら
作
品
を

制
作
し
、
世
界
的
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
し
よ
う
と
万
博
に
出
展

し
た
人
が
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一
橋
大
学
の
Ｏ
Ｂ
だ
っ
た

と
知
っ
て
、
感
慨
を
覚
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

ダ
マ
ザ
ー　

日
本
人
の
持
つ
美
的
感
覚
は
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
わ
か
り
や
す
い
例
が
、
19
世

紀
後
半
の
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
浮
世
絵
か
ら
大
き
な
影
響
を

受
け
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代
で
も
、
日
本
文
化
に
ル
ー
ツ
が

あ
る
日
本
の
ス
タ
イ
ル
が
、
世
界
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
を
決

め
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
私
自
身
、
ロ
ン
ド
ン
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー

ト
博
物
館
の
理
事
に
名
を
連
ね
て
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
有

名
な
博
物
館
や
美
術
館
で
日
本
文
化
を
テ
ー
マ
に
し
た
催
し
を

行
う
と
、
数
多
く
の
入
場
者
が
押
し
寄
せ
ま
す
。

山
内　

日
本
で
も
、
た
と
え
ば
「
大
英
博
物
館
展
」
な
ど
が
行

わ
れ
る
と
た
く
さ
ん
の
人
が
見
に
行
き
ま
す
し
、
日
本
人
は
西

洋
の
絵
や
音
楽
が
大
好
き
で
す
。

山
内　

日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ダ
マ
ザ
ー
先
生
が
カ
レ
ッ
ジ・マ

ス
タ
ー
を
務
め
て
お
ら
れ
る
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ

Mark Damazer（マーク・ダマザー）
　ケンブリッジ大学ゴンヴィル・アンド・
キーズ・カレッジ卒業後、ハーバード大学
のハークネス特別研究員、米国議会コン
グレッショナル・フェロー。
　BBCテレビジョンニュースの編集長、
BBC政治プログラムの責任者、BBCカレ
ントアフェアズの責任者、BBCニュース部
門の総ディレクターに就任後、2004年よ
りBBCラジオ4及びラジオ7のコントロー
ラー（総括責任者）に就任。また、国際プ
レス研究所で実行委員会の副議長を務め
た経験を持つ。
　2011年10月より、オックスフォード大学セ
ント・ピーターズ・カレッジのマスターに就任。
　現在、ヴィクトリア・アンド・アルバート
博物館の理事でもあり、ラジオアカデミー
のフェロー（会員）である。また、英紙フィ
ナンシャル・タイムズ、イブニング・スタン
ダードやガーディアンに、コラムやレビュー
を寄稿している。

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

それが大学の使命なのではないでしょうか

オックスフォード大学セント・ピーターズ・カレッジ
カレッジ・マスター

マーク・ダマザー氏

パ
リ
万
博
に
出
展
し
た
一
橋
大
学
Ｏ
Ｂ

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
カ
レ
ッ
ジ
と
は
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の
よ
う
な
「
カ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
組
織
が
理
解
し
づ
ら
い
と
思

い
ま
す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
カ
レ
ッ
ジ
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
ご
説
明
い
た
だ
け
ま
す
か
。

ダ
マ
ザ
ー　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
は
、
学
部
生
と
大
学

院
生
を
受
け
入
れ
る
30
の
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

大
学
院
生
の
み
を
受
け
入
れ
る
８
の
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
り
、
合
計
で

38
の
カ
レ
ッ
ジ
が
存
在
し
ま
す
。
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ

ジ
は
学
部
生
と
大
学
院
生
を
両
方
受
け
入
れ
て
お
り
、
学
部
生

約
３
０
０
人
、
大
学
院
生
約
１
０
０
人
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

　
学
部
や
大
学
院
、
す
な
わ
ち
大
学
と
カ
レ
ッ
ジ
の
役
割
分
担

や
機
能
の
違
い
に
つ
い
て
ご
説
明
す
る
と
、
ま
ず
実
際
の
教
務

に
か
か
わ
る
決
定
や
学
生
生
活
に
か
か
わ
る
取
り
決
め
は
す
べ

て
カ
レ
ッ
ジ
側
が
行
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
レ
ッ
ジ

に
ど
ん
な
学
生
を
入
学
さ
せ
る
か
を
選
ぶ
の
は
カ
レ
ッ
ジ
で

す
。
当
然
、
そ
の
際
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
全
体
に
か
か

わ
る
最
低
の
入
学
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
決
定

そ
の
も
の
は
カ
レ
ッ
ジ
が
行
い
ま
す
。

　

で
は
大
学
側
は
何
を
行
う
か
と
い
う
と
、
入
学
試
験
の
設

定
お
よ
び
採
点
評
価
や
、
学
位
の
授
与
と
い
っ
た
こ
と
を
担

当
し
ま
す
。

山
内　

日
本
人
が
理
解
し
づ
ら
い
の
は
、
日
本
の
大
学
で
は
必

ず
学
部
に
属
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
け
る
学
部
と
カ
レ
ッ
ジ
の
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

実
際
に
学
生
が
受
講
す
る
講
義
は
各
学
部
が
管
理

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る

中
核
的
な
教
育
手
法
は
何
か
と
い
え
ば
、「
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル

制
度
」
と
呼
ぶ
、
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
１
人
の
教
授
が
２
〜
３

人
と
い
う
非
常
に
少
人
数
の
学
生
を
教
え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
の
は
、
１
人
の
教
授

が
カ
レ
ッ
ジ
と
学
部
の
両
方
に
所
属
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

山
内　

日
本
で
は
、
た
と
え
ば
法
学
部
で
は
学
生
は
20
〜
30
の

法
学
専
門
科
目
を
す
べ
て
修
了
し
て
卒
業
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
、
カ
レ
ッ
ジ
に
属
す
る
学
生

の
専
門
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

法
律
分
野
の
例
で
い
え
ば
、
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー

ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
毎
年
法
律
を
専
攻
す
る
学
生
は
６
人
だ
け

入
学
さ
せ
る
と
決
め
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
カ
レ
ッ
ジ
も
同

様
で
す
。
で
す
か
ら
、
ト
ー
タ
ル
で
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
に
は
毎
年
法
律
を
学
ぶ
学
生
は
２
０
０
人
強
ほ
ど
が
入
学

し
ま
す
。
そ
の
学
生
た
ち
は
、
基
本
的
に
同
じ
法
学
部
の
講
義

を
受
講
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
学
生

は
毎
週
１
〜
２
本
の
法
律
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
を
書
き
、
カ

レ
ッ
ジ
の
法
律
専
門
チ
ュ
ー
タ
ー
が
そ
の
論
文
を
精
査
・
評
価

し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
場
合
、
法
律
専
門

山内  進（やまうち・すすむ）
1949年北海道小樽市生まれ。1972
年一橋大学法学部卒業。1977年同大
大学院法学研究科博士課程単位取得
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。

知的柔軟性が持てるように学生を指導する。

一橋大学長
山内  進
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が
お
り
ま
す
。
元
は
東
京
商
科
大
学
と
い
う
商
学
の
単
科
大
学

だ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
も
そ
の
当
時
の
伝
統
は
生
き
て
い
て
、

４
つ
の
学
部
に
広
が
っ
て
も
学
部
間
の
交
流
は
ほ
か
の
大
学
よ

り
も
か
な
り
密
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
面
で
、
日
本

の
大
学
の
な
か
で
は
、
カ
レ
ッ
ジ
の
シ
ス
テ
ム
に
似
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
と
い
う
方
法
は
、
大
変
意
義
の
あ

る
重
要
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
橋
大
学
に
は
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
と
い
う
形
式
の
授
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
２
年
間
、
１

人
の
先
生
の
も
と
で
少
人
数
の
学
生
が
研
究
す
る
シ
ス
テ
ム

で
、
一
橋
大
学
が
日
本
で
最
初
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

ダ
マ
ザ
ー　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
も
、
科
目
に
よ
っ
て

は
ゼ
ミ
形
式
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
工
学
や
数

学
な
ど
が
そ
う
で
す
。
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
制
度
が
中
核
で
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
学
生
が
10
人
ぐ
ら
い
の
ゼ
ミ
の
ほ
う
が
、
チ
ュ
ー

ト
リ
ア
ル
よ
り
学
生
同
士
が
早
く
学
び
合
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
講
義
、
ゼ
ミ
、
そ
し
て
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
と
い
う
形
式
間
の

バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
は
、
今
、
教
育
界
で
興
味
深
い
議
論

が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
答
え
は
科
目
に
よ
っ
て
異
な

る
の
で
し
ょ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
重
要
な
の
は
、
教
え
る
側
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形

式
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
メ
リ
ッ
ト
、
よ
い
要
素
を
引
き
出
す
か

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
生
に
は
そ
の
能
力
が
求
め
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。

山
内　

私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

山
内　

冒
頭
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
本
日
、
ダ
マ
ザ
ー
先
生

に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
し
た
素
晴
ら
し

チ
ュ
ー
タ
ー
は
２
人
い
ま
す
。
法

律
を
専
攻
す
る
学
生
は
、
ロ
ー
マ

法
、
商
法
、
契
約
法
な
ど
８
つ
の

コ
ー
ス
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
た
と
え
ば
セ
ン
ト・ピ
ー

タ
ー
ズ・カ
レ
ッ
ジ
に
商
法
の
専
門

家
が
在
籍
し
て
い
な
け
れ
ば
、
ほ

か
の
カ
レ
ッ
ジ
の
商
法
の
専
門
家

に
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
各
カ

レ
ッ
ジ
は
、
お
互
い
に
在
籍
し
て

い
る
専
門
チ
ュ
ー
タ
ー
を
融
通
し

合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

山
内　

面
白
い
で
す
ね
。

ダ
マ
ザ
ー　

な
ん
と
か
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
（
笑
）。

山
内　

そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
で
も
ほ
か
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
や
ロ
ン
ド
ン
大
学
ぐ

ら
い
の
も
の
で
し
ょ
う
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
こ
の
や
り
方
は
、
運

営
コ
ス
ト
が
非
常
に
高
く
つ
き
ま
す
か
ら
。
も
し
、
学
部
生
に

教
育
を
施
す
こ
と
に
つ
い
て
採
算
だ
け
を
考
え
て
い
た
ら
、
誰

も
こ
の
よ
う
な
制
度
を
考
え
た
り
は
し
な
い
は
ず
で
す
。

　
事
例
を
一
つ
、
ご
紹
介
し
ま
す
。
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ

レ
ッ
ジ
に
は
、
有
機
化
学
の
非
常
に
優
れ
た
研
究
者
が
在
籍
し

て
い
ま
す
。
厚
さ
の
薄
い
素
材
を
研
究
し
て
い
る
学
者
で
す
が
、

彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
大
学
院
生
も
指
導
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学

部
内
の
ラ
ボ
の
所
長
も
務
め
て
い
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
そ

の
よ
う
に
優
れ
た
先
生
で
あ
っ
て
も
、
１
週
間
で
せ
い
ぜ
い
８

時
間
程
度
、
し
か
も
１
時
間
あ
た
り
数
人
の
学
生
に
し
か
教
え

ま
せ
ん
。
ト
ー
タ
ル
で
は
、
１
週
間
で
延
べ
20
〜
25
人
の
学
生

に
し
か
教
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
こ
の
先
生
は
、

学
部
で
講
義
科
目
を
持
ち
、
か
つ
カ
レ
ッ
ジ
で
チ
ュ
ー
タ
ー
を

務
め
て
い
ま
す
。
結
構
な
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
一

方
、
学
生
に
し
て
み
れ
ば
、
２
〜
３
人
と
い
う
少
人
数
の
教
室

で
、
有
機
化
学
の
世
界
で
最
も
優
れ
た
先
生
か
ら
直
接
指
導
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
効
率
は
悪
い
で
す
け
れ
ど
も
、

素
晴
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

山
内　

な
る
ほ
ど
、
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
先

ほ
ど
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
カ
レ
ッ
ジ
に
い
る
学
生
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
を
学
ん
で
い
る
学
生
仲
間
に
囲
ま
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま

す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ダ
マ
ザ
ー　

各
カ
レ
ッ
ジ
に
は
毎
年
１
０
０
人
ほ
ど
の

学
生
が
入
学
し
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
１
０
０
人

は
だ
い
た
い
15
の
異
な
る
分
野
に
分
か
れ
て
学
ぶ
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
カ
レ
ッ
ジ
制
度
の
一
つ
の
メ
リ
ッ

ト
は
何
か
と
い
う
と
、
異
分
野
に
つ
い
て
学
ぶ
学
生
間

の
交
流
が
、
あ
る
意

味
、
強
制
的
に
生
ま
れ

る
こ
と
で
す
。
学
問
だ

け
で
な
く
、
音
楽
活
動

や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
も

交
流
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
。
自
ず
と
視
野
は

広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
山
内
学
長
の
ご
指
摘
の
と
お
り
、
学
業
面
で
の
切
磋

琢
磨
と
い
う
こ
と
で
は
、
毎
年
６
人
の
法
律
を
専
攻
す
る
学
生

が
入
学
し
て
く
る
な
か
で
、
１
人
で
も
優
秀
な
学
生
が
い
れ
ば
、

ほ
か
の
５
人
は
自
分
も
い
い
成
績
を
修
め
よ
う
と
努
力
す
る
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
優
秀
な
学
生
が
揃
わ
な
け

れ
ば
、
そ
の
学
年
の
全
体
レ
ベ
ル
は
下
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
ま
す
が
。

山
内　

一
橋
大
学
は
１
学
年
あ
た
り
１
０
０
０
人
ほ
ど
の
学
生

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

最優秀の人材を集めなければならない。

教
え
る
側
の
能
力
が
問
わ
れ
る

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
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い
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
大
学
で
あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
と
っ
て
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
お

考
え
で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

素
晴
ら
し
い
ご
質
問
で
す
。

　
そ
の
昔
、
と
い
っ
て
も
20
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
当
時
は
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
も
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
も
、
何
が
優
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
評
価
の
尺
度
を
、
お
互
い
の
大
学
に
置
い
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
今
の
時
代
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
す

ね
。
と
い
う
の
は
、
現
代
で
は
世
界
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学

に
な
る
た
め
に
は
、
世
界
の
ど
こ
か
ら
で
も
最
優
秀
の
人
材
を

集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
学
生
も
、
先
生
も
、
で

す
。
特
に
大
学
院
生
は
国
境
な
ど
気
に
し
な
い
で
し
ょ
う
。
優

秀
な
学
生
は
、
最
も
レ
ベ
ル
の
高
い
講
義
を
聴
く
こ
と
が
で
き
、

最
も
充
実
し
た
経
済
的
支
援
が
受
け
ら
れ
、
最
も
設
備
の
整
っ

た
学
び
の
場
に
行
く
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
自

分
た
ち
の
大
学
を
ど
う
評
価
し
定
義
す
る
か
は
、
世
界
各
地
の

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
大
学
の
な
か
で
左
右
さ
れ
る
の
で
す
。
た
だ
、

も
と
も
と
学
界
は
教
授
同
士
、
国
際
的
に
交
流
が
密
な
世
界
で

す
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
そ
の
よ
う
な
大
学
と
フ
レ

ン
ド
リ
ー
な
協
力
関
係
に
は
あ
り
ま
す
が
、
我
々
に
と
っ
て
の

競
争
相
手
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昨
今
の
競
争
要
因
に
は
、
学
術
的
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

政
治
的
な
背
景
も
色
濃
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
二
つ

の
明
白
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
20
年
前
は
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
に
入
る
ロ
シ
ア
と
中
国
の
学
生
は
ほ

と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で

は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
数
学
を
専
攻

す
る
ポ
ス
ド
ク
の
半
数
は
東
ア
ジ
ア
か
ら
き
て

い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
学
生
も
１
０
０
人
単
位
で

入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
自
体
が
よ
り
国
際
色
豊
か
な
組
織
に
な
り
、
外
向

き
の
視
点
を
持
つ
大
学
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
は
世
界
各
地
の
最
高
レ
ベ

ル
の
機
関
や
大
学
と
競
争
力
を
等
し
く
保
つ
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。
大
学
院
生
レ
ベ
ル
で
の
競
争
が
特
に
激
し

く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

山
内　

講
演
で
も
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
一
方
で
、
地
域
性
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
は

そ
れ
ぞ
れ
国
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
、
あ
る
い
は
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

深
い
洞
察
に
基
づ
く
素
晴
ら
し
い
ご
質
問
だ
と
思

い
ま
す
。

　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
、
運
営
費
用
の
一
部
を
イ
ギ
リ
ス

の
税
金
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
納
税
者

の
支
援
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
は
イ
ギ
リ
ス
に
何
ら
か
の
還
元
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
ご
質
問

に
対
す
る
回
答
は
、
今
の

と
こ
ろ
比
較
的
容
易
で

す
。
と
い
う
の
は
、
学
部

生
の
80
％
は
イ
ギ
リ
ス
人

で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

最
優
秀
の
学
生
に
最
高
の

教
育
を
施
す
と
い
う
目
的

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
て

い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
こ

そ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
納
税

者
に
価
値
を
還
元
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
入
学
す
る
学
生
の
国

別
割
り
当
て
な
ど
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、
外
国
の
学
生

が
数
多
く
入
学
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
組
織
と
し

て
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
、
国
際
的
な
組
織
と
し
て
の

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
間
の
緊
張
関
係
が
高
ま
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
と
は
い
え
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ

ル
の
大
学
で
あ
る
た
め
に
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、

最
優
秀
の
学
生
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
20
年
前

と
比
べ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
学
生
が
占
め
る
比
率
は
下
が
ら
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
世
界
中
か
ら
最
優
秀
の
学
生
を

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
、
最
優
秀
の
教
員
は
ほ
か
の
大
学
に
行
く

だ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
英
国

に
と
っ
て
惨
憺
た
る
結
果
を
招
く
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
性
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。
人
口
11
万
５
０

０
０
人
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
市
は
東
京
と
比
べ
れ
ば
非
常
に

小
さ
な
街
で
す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
街
の
な
か
で
最

も
規
模
の
大
き
な
組
織
で
あ
り
、
最
も
大
き
な
雇
用
を
生
み
、

大
学
が
あ
る
か
ら
こ
そ
多
く
の
人
が
こ
の
街
を
訪
れ
る
と
い
う

側
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
大
学
で
仕
事
を
し
て
い
な
い

現代では世界でトップクラスの大学になるためには、世界のどこからでも

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

地
域
性
の
関
係
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私
が
イ
ギ
リ
ス
に
い
て
苛
立
ち
を
覚
え
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
外
国
語
を
学
ぶ
学
生
が

減
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
な
ぜ
学
ば
な
い
か
と
い
え
ば
、
世
界

の
ど
こ
で
も
英
語
な
ら
ば
お
お
む
ね
通
じ
て
も
の
ご
と
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、
私
は
あ
る
意
味
、
そ
れ
は
怠
け
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
単

に
異
な
る
文
化
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
学
ぶ

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
や
記
憶
が

求
め
ら
れ
る
体
系
的
な
学
問
と
し
て
、
ほ
か
の
分
野
に
も
応
用

で
き
る
意
義
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
英
語
が
最
も
利
用
さ
れ
て

い
る
の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
化
そ
の

も
の
ま
で
均
一
的
に
扱
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
、
地
域
に
根
づ
い
て
育
っ
た
豊
か
な
文

化
、
伝
統
は
、
全
世
界
に
お
い
て
独
自
に
実
を
結
ぶ
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
以
前
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
テ
レ
ビ
番
組
を
制
作
す
る
仕
事
に
携

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
言
語
が
介
在
し
た
た
め
に
誤

解
が
生
じ
、
事
実
を
歪
曲
し
て
し
ま
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
が
ま
だ
ソ
連
の
時
代
に
、
ロ
シ
ア
共
和
国
大
統
領

だ
っ
た
エ
リ
ツ
ィ
ン
氏
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

を
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
資
料
を
集
め
る
方
法
と
し
て
、

英
語
が
堪
能
な
ロ
シ
ア
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
の
が
最
も
簡

単
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と

こ
ろ
、「
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
も
と
で
ロ
シ
ア
は
良
好
な
状
態
だ
」

と
皆
が
異
口
同
音
に
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
取
材
が
終
わ
り

仕
事
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
て
ロ
シ
ア
の
街
で
一
般

の
人
々
に
も
聞
い
て
み
る
と
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
氏
が
い
か
に
不
人

気
か
が
よ
く
わ
か
っ
た
の
で
す
。
英
語
が
堪
能
な
一
部
の
人
は
、

決
し
て
ロ
シ
ア
を
代
弁
す
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

市
民
に
対
し
て
も

責
任
を
担
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
認
識
が

な
け
れ
ば
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
は
と
て
も
傲
慢

に
思
わ
れ
、
人
気

を
落
と
し
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。
大

学
の
よ
う
に
複
雑

な
組
織
に
お
い
て

は
、
国
や
地
元
地

域
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
に
応
じ
た
異
な

る
レ
ベ
ル
と
の
間

で
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大

変
な
作
業
で
は
あ
り
ま
す
が
、
必
要
な
こ
と
で
す
ね
。

山
内　

日
本
の
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
大

き
な
問
題
は
、
言
語
で
す
。
明
治
維
新
以
来
、
日
本
で
は
日
本

語
で
高
等
教
育
を
行
う
こ
と
に
大
き
な
力
を
注
い
で
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
授
業
の
ほ
ぼ
す
べ
て
は
日
本
語
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
逆
に
そ
の
こ
と
が

ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ほ
ぼ
世
界
共
通
語
に
近
い
英

語
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
く
べ
き
か
、
教
育
界
の
悩
み

は
大
き
い
わ
け
で
す
。

　

世
界
共
通
の
公
式
や
英
文
で
論
文
を
書
く
習
慣
の
あ
る
理

科
系
は
ま
だ
し
も
、
特
に
社
会
科
学
系
は
深
刻
で
す
ね
。
日

本
の
法
律
を
議
論
す
る
と
き
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
語
で
行

う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
今
後
は
そ
れ
で
済
ま
せ
て

よ
い
の
か
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く

か
、
思
案
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

一
方
、
日
本
は
特
に

世
界
最
高
レ
ベ
ル
の
超

高
齢
社
会
に
突
入
し
て

い
る
な
ど
、
同
様
の
展

開
を
み
せ
る
ほ
か
の
先
進
国
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
問
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
を
世
界
に
発
信
し
、
共
有
し
て

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、

そ
の
た
め
に
は
英
語
が
必
要
に

な
る
と
い
う
基
本
的
な
認
識
は

あ
る
わ
け
で
す
。
大
学
の
学
部

レ
ベ
ル
で
日
本
人
の
学
生
に
英

語
を
教
え
、
マ
ス
タ
ー
さ
せ
る

の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
橋
大
学
で

は
留
学
生
が
10
％
ほ
ど
を
占
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
学
生
と

の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
ば
よ
い
か
が
、
悩
み
の
種
と

い
う
状
況
で
す
。

ダ
マ
ザ
ー　

も
し
全
世
界
が
英
語
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
悲
劇
的
な

こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
、
ご
指
摘
の
こ
と
は
非
常
に
重
大
な

テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り

「
知
識
の
移
転
」
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
あ
る
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
語
ベ
ー
ス
の

日
本
の
体
系
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
、
た
と
え
ば
少
子

高
齢
化
が
よ
い
例
で
す
が
、
ま
だ
日
本
の
国
境
を
越
え
て
そ
の

知
識
が
広
ま
っ
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
世
界
に

と
っ
て
は
損
失
的
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
英
語
が
全
世
界
で
圧
倒
的
に
普
及
し
て
い
る
こ
と
で
、

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
圏
は
傲
慢
に
な
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

世界のリーダーが語る
世界競争力のある人材とは？

よかった」などと言わないようにしてほしいのです。

日
本
の
大
学
に
お
け
る

英
語
教
育
と
い
う
問
題
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山
内
学
長
が
ご
指
摘
の
と
お
り
、
一
定
の
学
部
や
科
目
で
は

英
語
が
持
つ
競
争
力
を
無
視
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

私
の
経
験
し
た
ケ
ー
ス
の
と
お
り
、
英
語
に
頼
り
す
ぎ
る
こ
と

に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。

山
内　

と
て
も
参
考
に
な
る
お
話
で
す
。

山
内　

今
、
以
前
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
在
籍
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
お
話

が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
感
覚
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
働
い
て
い
た
人

が
大
学
の
長
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
が
、
ダ

マ
ザ
ー
先
生
は
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ

レ
ッ
ジ
の
カ
レ
ッ
ジ
・マ
ス
タ
ー
に
就
任
さ
れ
た
の
で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

私
を
カ
レ
ッ
ジ
・
マ
ス
タ
ー
に
選
ん
だ
フ
ェ
ロ
ー
た

ち
も
同
様
の
疑
問
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

選
出
の
投
票
内
容
は
秘
密
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う

な
大
い
な
る
過
ち
を
な
ぜ
犯
し
た
の
か
は
、
誰
も
教
え
て
は
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）。
た
だ
、
一
つ
推
察
で
き
る
こ
と
は
、

大
学
側
が
外
部
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る
存
在
を
求
め
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
自
身
、
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
の
番
組
制
作
を
通
じ
て
学
界
と
の
接
点
も
多
く
、
よ

い
関
係
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
背
景
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

私
は
一
橋
大
学
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
よ
う
に
優
れ
た

教
育
機
関
が
提
供
す
る
高
等
教
育
の
価
値
を
心
か
ら
信
奉
し
て

い
ま
す
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
に
せ
よ
、
セ
ン
ト･

ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ

ジ
に
せ
よ
、
公
の
組
織
の
能
力
を
さ
ら
に
強
化
し
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
一
方
で
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
の
よ
う
な
組
織
に
集
ま
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
人
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
あ
る
意
味
で
厄
介
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
理
解
し

て
い
ま
す
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
で
の
経
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
に
き
て
、
私
が
言
っ
た
こ
と
が
直
ち
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
く
て
も
心
配
し
な
い
で
済
み
ま
す
（
笑
）。
創
造
力

は
一
方
で
混
乱
を
引
き
起
こ
し
ま
す
が
、
私
の
仕
事
は
、
そ
の

混
乱
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

山
内　

や
は
り
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
す
ご
い
大
学
で

す
ね
。
そ
う
い
う
人
材
を
連
れ
て
き
た
の
で
す
か
ら
（
笑
）。

ダ
マ
ザ
ー　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
か
し

た
ら
ほ
か
に
適
任
者
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
（
笑
）。

山
内　

で
は
話
を
戻
し
ま
し
て
、
国
際
的
な
競
争
力
の
あ
る

人
材
に
必
要
な
素
養
と
は
、
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
と
お
考
え

で
す
か
？

ダ
マ
ザ
ー　

ま
ず
、
自
分
自
身
に
は
複
数
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
（
以
下
Ｉ
Ｄ
）
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
私
は
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ

レ
ッ
ジ
に
属
す
る
者
と
い
う
Ｉ
Ｄ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
市
民

と
い
う
Ｉ
Ｄ
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
国
民
と
い
う
Ｉ
Ｄ
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
の
一
部
で
す
の
で
、
そ
の
立
場

の
Ｉ
Ｄ
も
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
忠
誠
心
を
複

数
の
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
対
し
て
抱
く
必
要
が
あ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
な
か
の
ど
れ
か
と
い
う
選
択
を
あ
ま

り
迫
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
た

だ
し
、
ど
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
サ
ポ
ー
タ
ー
に

な
る
の
か
を
決
め
る
の
は
別
で
す
（
笑
）。

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
上
で
は
、
自
分
の
Ｉ

Ｄ
に
つ
い
て
柔
軟
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

海
外
か
ら
影
響
を
受
け
る
機
会
は
よ
り
増
え
て

お
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
受
容
性
が
な
い
と
自
分

の
世
界
観
が
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
つ
ね
に
オ
ー
プ

ン
で
あ
り
知
的
柔
軟
性
を
持
つ
よ
う
指
導
す
る

大
学
の
役
割
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
内　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
最
後

に
、
こ
の
対
談
で
は
皆
さ
ん
に
伺
っ
て
い
る
こ
と

で
す
が
、
日
本
の
大
学
、
特
に
一
橋
大
学
で
学
ぶ
学

生
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

ダ
マ
ザ
ー　

最
後
に
そ
の
よ
う
な
発
言
の
機
会
を
与
え
て
い
た

だ
き
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
学
生
時
代
は
二
度
と
経
験

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
い
レ
ベ
ル
の
人
々
に
囲
ま

れ
、
４
年
か
け
て
学
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
世
界
で
は
よ
ほ

ど
幸
運
な
人
で
な
け
れ
ば
経
験
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
ど
ん
な
形
で
そ
の
４
年
間
を
使
っ
て
も
い
い
と
思
い

ま
す
が
、
卒
業
す
る
と
き
に
「
も
う
少
し
時
間
を
大
事
に
し
て

真
面
目
に
や
れ
ば
よ
か
っ
た
」
な
ど
と
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
異
な
る
文
化
、
異
な
る
視
点
か
ら
考
え
る
力
や
、
社

会
科
学
に
お
い
て
は
エ
ビ
デ
ン
ス
に
則
っ
て
議
論
す
る
能
力
に

は
大
い
な
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。
一
橋
大
学
は
、
日
本
の
伝
統

に
則
っ
た
大
学
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
教
科
や
課
程
の
構
成
、
科
目
の
設
定
で
、
単
な
る
伝
統
的
な

存
在
を
超
え
た
存
在
に
な
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
の

政
治
は
か
く
も
身
動
き
が
取
れ
な
い
状
態
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
な
ぜ
日
本
の
政

治
は
決
断
が
必
要
な
と
き
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が

必
要
と
い
う
こ
と
か
ら
脱
却
で
き

な
い
の
か
。
こ
の
二
つ
の
こ
と

を
テ
ー
マ
に
し
て
３
〜
４
年
間

学
ぶ
こ
と
で
、
社
会
の
諸
問
題

を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

山
内　

な
る
ほ
ど
。
具
体
的
で

深
み
の
あ
る
見
事
な
ア
ド
バ
イ

ス
で
す
ね
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

卒業するときに「もう少し時間を大事にして真面目にやれば

国
際
的
な
競
争
力
の
あ
る

人
材
に
必
要
な
素
養

7



　近年、文系と理系の境界はますます
曖昧になっています。たとえば、一昨年、
日本銀行の新卒採用では理系出身者が
文系のそれを上回る現象が起きました。
そのほかにも金融工学、著作権法、イ
ンターネットを介した商取引など、「コ
ンピュータ化されたアナリシス」への理
解なしに、新しいタイプのイノベーショ
ンを考えることは困難な状況です。
　融合的な人材の重要性が増している
現在、社会科学系の単科大学である一
橋大学に課されたテーマも、決して小
さくありません。なかでも最優先のテー
マは、文系・理系の枠にとらわれない教
育機会を提供することだと思います。
学生の皆さんが数学・情報工学なども
教養として身につけ、専門分野である
法学・経済学などでのイノベーションに
結びつけていく──。そのような環境
づくりが急務ではないでしょうか。
　今までの歴史から生み出されてきた
確固たる価値観を持ち続けながら、一
方で、想像を超えたスピードで変化す
る社会のなかで独自の立ち位置を見出
す。そのために文・理の枠を超えた知
見を提供することが、私の役割と考え
ています。そして学生の皆さんが大学
の４年間で「他大学とは比較にならな
いほど多くの勉強ができた」と実感し
ていただけたら幸いです。（談）

　この20年近くのあいだに、日本とい
うマーケットは大きく変化しました。外
資系グローバル企業が日本に進出しな
くなったのです。特に直近の５～６年は
顕著ですが、多くは中国・インドなどへ
の展開にシフトしています。少子化に
よる人口減などが直接的な要因ですが、
実はもっと深刻な問題があります。相
対的に小さいマーケットでも、日本には
ビジネスを任せられるリーダーがいな
い。それが外資系グローバル企業全般
の共通認識になりつつあることです。
　しかしながら、一橋大学が語学や
ビジネスのテクニックのみを学ぶ就職
予備校化すべきだとは思いません。む
しろ学生時代にしか学べないもの──
古典を読む、哲学を学ぶなど──に
力を入れるべきです。世界で活躍する
優秀な経営者は、何よりもまず勉強家
です。人間について学び続け、ビジネ
ス以外でも深く語れるコンテンツを
持っています。
　歳を重ねてからではなく、若いうち
にそのような引き出しを増やし、引き
出しの開け方を知っておけば、将来世
界のどこが活躍の場になっても対応で
きるでしょう。変化に対する柔軟性、
忍耐力、創造力に溢れたネクストジェ
ネレーションのリーダーを育てるため、
私も一橋大学の「学外協力者」として
尽力したいと考えています。（談）

　グローバルという観点から今の若者
に求められるのは、世界に向けて技術や
産業をデザインする能力だと考えます。
　昔ながらの第一次・第二次・第三次産
業という区分けは限界にきています。
今はそれらを融合した「一」＋「二」＋
「三」＝第六次産業の時代ではないで
しょうか。たとえば日本のフルーツはア
ジアで強烈な付加価値を持っています。
このフルーツをアジアやさらに広い領
域へ流通させるには、売り方、つまり
第三次産業の視点だけでは足りません。
つくる段階から入って流通や販売を考
える。これが《デザインする力》です。
弊社のアジア進出においても「運ぶ」
のみでは勝負できません。デリバリー
の付加価値を高め、現地のドライバー
を通してサービスを提供するさまざま
な取り組みを行ってこそ勝負できるの
です。これは学術的にも面白いテーマ
ですので、昨年一橋大学に研究を依頼
しました。マクロ・ミクロの両視点から
どのような成果を提供していただける
か、今から楽しみです。
　一橋大学だからこそ産学協同の域を
超え、「産学一致」を実現できると信じ
ています。私は実業界の立場から改め
て一橋大学の重要性・存在価値を主張
し、デザイン力で世界に打って出るグ
ローバル人材の育成に向けて支援した
いと思っています。（談）1985年イリノイ大学卒業、イリノイ大学大学院数

学科修了。1994年一橋大学法学部卒業。博士（理
学）。専門は数理論理学（証明論）・知識共有・協調
学習・数学教育。2001年より、教育機関・公共機
関向けの情報共有基盤システムNetCommonsを開
発。2009年より学術研究情報の循環型情報活用
基盤システムResearchmapを開発。2011年より
人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れる
か」のプロジェクトリーダーを務める。

1985年一橋大学社会学部卒業。カリフォルニア
大学ロサンゼルス校（UCLA）で経営学修士号
（MBA）取得、1993年ラッセル・レイノルズ・ア
ソシエイツ・ジャパン・インク入社。国際的な人
材コンサルティングビジネスに従事。2004年よ
り日本支社代表を務める。

1973年一橋大学商学部卒業後、株式会社富士
銀行入行、2004年株式会社みずほコーポレート
銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼
人事グループ統括役員に就任。2005年ヤマト運
輸株式会社入社、グループ経営戦略本部長。ヤ
マトホールディングス株式会社代表取締役常務
執行役員、同専務執行役員を経て2011年代表取
締役社長に就任。現在に至る。

国立情報学研究所
社会共有知研究センター長
情報社会相関研究系  教授

新井紀子氏
N o r i k o  A r a i

ラッセル・レイノルズ・
アソシエイツ・ジャパン・インク

マネージングディレクター日本代表

安田結子氏
Y u k o  Y a s u d a

ヤマトホールディングス株式会社
代表取締役社長

木川  眞氏
M a k o t o  K i g a w a

新任経営協議会委員メッセージ

文系・理系の
枠を超えた

教育機会の充実を図る

「人間」を学ぶ環境が
グローバルな

リーダーを生み出す

産業デザインに
秀でた人材を

「産学一致」で育成
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一
橋
大
学
の
海
外
派
遣
留
学
制
度
は
、
か
な

り
充
実
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
短
期
の
留
学

を
含
め
る
と
１
７
６
人
の
派
遣
実
績
が
あ
り
、

こ
れ
を
さ
ら
に
拡
充
し
て
い
こ
う
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー

ダ
ー
を
育
成
す
る
た
め
、
名
実
と
も
に
世
界
の

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
に
、
本
学
の
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
学
生
を
送
り
出
す
と
い
う
「
一
橋
大
学

グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
育
成
海
外
留
学
制
度
」

を
平
成
23
年
度
に
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
海
外

の
超
一
流
の
大
学
で
の
専
門
教
育
の
機
会
を

与
え
る
と
と
も
に
、
一
橋
大
学
に
お
け
る
教

育
と
研
究
の
国
際
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
対
象
は
、
学
部
３
〜
４
年

生
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
セ
ン
ト
・

ピ
ー
タ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
Ｌ
Ｓ
Ｅ
（
ロ
ン
ド

ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
・
ア
ン

ド
・
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
）、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
と
な
っ
て
お
り
、
各
大
学
に
１
人

ず
つ
が
留
学
で
き
ま
す
。

　

海
外
経
験
の
少
な
い
学
部
生
は
、
と
か
く

海
外
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
を
前
に
気
後

副学長
（総務、研究、国際交流担当）

大芝  亮

キ
ャ
ン
パ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
一
橋
大
学
。

海
外
派
遣
留
学
制
度
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
、
平
成
23
年
度
か
ら
、

「
一
橋
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
育
成
海
外
留
学
制
度
」が
加
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
ね
ら
い
や
海
外
派
遣
留
学
制
度
全
般
に
つ
い
て
、

国
際
交
流
担
当
副
学
長
の
大
芝
亮
先
生
に
伺
い
ま
し
た
。

海外派遣留学制度が
さらに充実！
グローバルリーダー育成海外留学制度の創設
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ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
学
生
を

世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
学
に

単
な
る
憧
れ
か
ら
経
験
、

そ
し
て
自
信
へ



1929年に設立されたオックスフォード大学でも若いカレッジ。ジョージアン様式の牧師館、
中世のホール、教会など歴史ある建物と1980年代のクワドラングルなど19～20世紀の建物が混在している。

国際関係学、社会学、社会政策学など社会科学に特化した、ロンドン大学を構成する大学の一つ。
これまで、17人のノーベル賞受賞者を輩出している。

アメリカ最古の高等教育機関の一つで、アイビー・リーグに所属。
７人のアメリカ大統領、74人のノーベル賞受賞者を輩出している。世界大学ランキングでは、ほぼ１位を独占。

●設立：1929年
●学部：経済学、英語、歴史、
　哲学・政治と経済、法律など
●学生数：学部366人、大学院84人、 　　
　その他29人。男女比２：１
●場所：オックスフォード中心部西側
●寮：1年生と3年生が中心。2年生は若干名

◆2012年４月にはカレッジ・マスターの
　マーク・ダマザー氏が本学入学式で
　講演を行っています。

●設立：1895年
●学部：経済学、経営学、
　政治学、哲学など
●学生数：学部3858人、大学院4603人
●場所：ロンドン中心部オールドウィッチ
●寮：ほぼすべての留学生に寮を提供

◆2012年より
　LSE-Hitotsubashi Lecture Seriesが
　始まりました。

●設立：1636年
●学部：教養（リベラルアーツ）学部41専攻
●場所：Harvard Collegeは、ケンブリッジのハーバードヤードにある
●寮：２～４年次はハウスに寄宿する全寮制

◆2013年冬にハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー日本研究所長のスーザン・ファー教授の本学での講演が予定されています。

れ
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
な
ど
と
い
う
と
自
分
の
手
の
届
か
な

い
、
雲
の
上
の
存
在
に
思
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、

行
っ
て
み
れ
ば
自
分
で
も
こ
こ
で
や
っ
て
い

け
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
は
ず
で
す
。

　

語
学
力
の
問
題
や
環
境
の
違
い
が
あ
り
ま

す
の
で
、
最
初
は
ま
ご
つ
く
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
半
年
ぐ
ら
い
経
つ
と
、
周
り

が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
信
が
つ
い
て
き

ま
す
。
そ
し
て
、
１
年
経
っ
た
こ
ろ
に
初
め

て
、
自
分
が
身
を
置
い
て
い
る
場
所
の
レ
ベ

ル
の
高
さ
が
あ
ら
た
め
て
わ
か
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
は
皆
で
議

論
を
盛
り
上
げ
て
い
く
と
い
っ
た
気
風
が
あ

り
ま
す
し
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
ク
ラ
ス

討
論
で
も
激
し
い
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
奥
の
深
さ
が

見
え
て
く
る
の
で
す
。

　
最
初
は
憧
れ
の
気
持
ち
が
強
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
や
が
て
自
信
が
つ
き
、
世
界
の
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
学
生
と
の
交
流
で
学
問
の
深
さ
も

感
じ
取
る
│
│
毎
年
こ
う
し
た
留
学
を
経
験
し

た
３
人
の
学
生
が
一
橋
大
学
に
戻
っ
て
く
れ

ば
、
今
度
は
そ
の
周
り
の
学
生
に
も
波
及
効
果

が
表
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ゼ
ミ
の
仲
間
や
同

級
生
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
で
学
ん
で
帰
っ
て
き
た
の
を
見
れ
ば
、

彼
ら
に
で
き
る
な
ら
自
分
に
も
で
き
る
は
ず

だ
、
と
自
分
で
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
い
う

気
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

University of Oxford （St Peter’s College）

London School of Economics and Political Science

Harvard University （Harvard College）

各大学の特徴
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グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
①
語
学

力
、
②
コ
ン
テ
ン
ツ
（
中
身
）、
③
発
信
力
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
自
信
で

す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、Ｌ
Ｓ
Ｅ
で
は
、

寮
生
活
を
通
じ
て
共
同
体
の
な
か
で
１
年
間

過
ご
す
こ
と
に
な
り
、
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
学
生
か
ら
刺
激
を
受
け
な
が
ら
学
ぶ
こ
と

で
、
自
信
が
深
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
日
の
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
用
意

さ
れ
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
各
界
に
お
け
る

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
人
材
が
大
学
に
き
て
講
演

し
、
そ
の
後
、
学
生
た
ち
と
率
直
な
討
論
を
行

い
ま
す
（
大
学
の
持
つ
機
能
や
社
会
に
お
け
る

役
割
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
将
来
社
会
に
出
た

と
き
に
そ
れ
が
役
立
ち
ま
す
）。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
自
分
も

将
来
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
た
い
と

い
う
目
標
を
持
つ
こ
と
で
、
早
い
段
階
か
ら

留
学
に
向
け
た
準
備
を
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
し
た
目
標
を
持
つ
と
１
〜
２
年
生

の
と
き
の
過
ご
し
方
が
確
実
に
違
っ
て
き
ま

す
。
そ
こ
で
、
留
学
に
つ
い
て
は
早
め
に
目

標
を
定
め
、
十
分
な
準
備
を
し
て
か
ら
応
募

し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
早
く
か
ら

目
標
値
を
高
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
英
語
や

ほ
か
の
教
科
の
勉
強
方
法
も
変
わ
っ
て
く
る

は
ず
で
す
。

一橋大学の留学制度について

　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
や
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
は
、
名
実
と
も
に
世
界
で
も
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
総
合
大
学
で
、
Ｌ
Ｓ
Ｅ
は
社
会
科
学

系
の
分
野
に
特
化
し
た
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大

学
で
す
。
学
生
が
自
信
を
つ
け
る
の
に
ふ
さ

わ
し
い
大
学
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
大
学
と
の
提
携
が
ス
ム
ー
ズ
に

進
ん
だ
背
景
に
は
、
事
前
に
教
員
相
互
の
交

流
が
あ
っ
て
一
橋
大
学
の
学
生
の
レ
ベ
ル
の

高
さ
が
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
私
自
身
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
で
在
外
研
究
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
り

ま
す
し
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
本
学
の
元

学
長
・
都
留
重
人
先
生
の
教
え
子
が
現
在
教
授

を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
一
橋
大
学
の
学

生
の
質
の
高
さ
に
つ
い
て
は
評
価
さ
れ
て
い

る
と
、
同
大
の
ス
ー
ザ
ン
・
フ
ァ
ー
教
授
は

語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
先
人
た
ち
の
積

み
重
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
、
今
こ
う
し
た
留
学

制
度
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
育
成

海
外
留
学
制
度
は
、
一
橋
大
学
の
海
外
派
遣

留
学
制
度
全
体
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
り
ま

す
か
ら
、
他
の
制
度
と
併
せ
て
応
募
す
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
柔
軟
性
を
持
た
せ
て
い
ま

す
。（
談
）

グローバルリーダー育成海外留学制度
http://international.hit-u.ac.jp/jp/abroad/global/index.html

　
「
留
学
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
留
学
形
態
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

留
学
に
は
、
一
橋
大
学
を
「
休
学
」
し
て
留

学
す
る
も
の
と
、
一
橋
大
学
に
在
学
し
た
ま
ま

「
留
学
」
の
身
分
を
取
得
し
て
留
学
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。「
留
学
」
身
分
の
取
得
に
は
い

く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
履
修
ル
ー

ル
ブ
ッ
ク
等
で
も
確
か
め
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
一
橋
大
学
が
学
生
交
流
協
定
を
結
ん
で
い

る
大
学
へ
の
交
換
留
学
は
、「
授
業
料
相
互
不

徴
収
」
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
橋

大
学
に
授
業
料
を
納
め
て
い
れ
ば
留
学
先
の
大

学
に
授
業
料
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
学
の
制
度
に
よ
る
留
学
で
は
、
そ
の
制

度
が
定
め
る
条
件
を
遵
守
す
る
と
い
う
責
任

が
生
じ
ま
す
。
大
学
が
奨
学
金
の
支
給
を
制

度
化
し
て
い
る
も
の
に
は
、
一
橋
大
学
海
外

派
遣
留
学
制
度
や
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
育

成
海
外
留
学
制
度
に
よ
る
留
学
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
ほ
か
に
、
大
学
を
通
じ
て
奨
学
金

を
支
給
す
る
、Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｏ
（
独
立
行
政
法
人

日
本
学
生
支
援
機
構
）
の
留
学
生
交
流
支
援
制

度
（
長
期
派
遣
・
短
期
派
遣
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
奨
学
金
を
受
け
な
い
私
費
留
学
の

場
合
で
も
、
交
流
協
定
を
締
結
し
て
い
る
大

学
に
一
橋
大
学
か
ら
推
薦
さ
れ
て
行
く
場
合

に
は
、
や
は
り
個
人
的
な
留
学
と
は
異
な
る

責
任
が
生
じ
ま
す
。

グローバルリーダー育成海外留学制度の創設

先
人
た
ち
の
積
み
重
ね
が

評
価
に
つ
な
が
る

高
い
目
標
と
早
め
の
準
備

留
学
の
分
類・位
置
づ
け
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ま
た
、
個
人
的
な
留
学
に
し
て
も
、
民
間
団

体
か
ら
奨
学
金
を
得
て
留
学
す
る
場
合
に
は

そ
の
団
体
の
定
め
る
条
件
を
守
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
橋
大
学
の
海
外
留
学
の
中
で
も
柱
と
な

る
交
換
留
学
制
度
で
、
45
協
定
校
に
対
し
、
４

０
０
人
を
超
え
る
派
遣
実
績
が
あ
り
ま
す
。
毎

年
行
わ
れ
る
学
内
選
考
で
派
遣
生
を
選
出
し
、

協
定
校
へ
派
遣
し
て
い
ま
す
。
本
制
度
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
育
成
海
外
留
学
制
度
と

の
併
願
が
可
能
で
す
。

　
一
橋
大
学
で
は
、
大
学
１
年
次
か
ら
４
年
次

ま
で
段
階
的
に
異
文
化
を
体
験
し
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
準

備
し
て
い
ま
す
。

　
短
期
海
外
研
修
（
国
際
理
解
、異
文
化
体
験
）

で
は
春
休
み
中
、
海
外
語
学
研
修
で
は
夏
休
み

中
の
約
４
週
間
に
わ
た
っ
て
短
期
の
留
学
を

経
験
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
一
橋
大
学
の
協
定
校
で
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
短
期
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て

い
る
場
合
が
あ
り
、
学
生
は
自
身
の
計
画
や
目

標
に
応
じ
て
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
橋
大
学
海
外
派
遣
留
学
制
度

そ
の
他
の
留
学
制
度

一橋大学海外派遣留学制度による留学
（1年間以内・約90名／年・単位互換可）

短期海外研修（国際理解・異文化体験）
スペイン企業派遣（春休み5週間・約6名／年・学部2単位）

短期海外研修（国際理解・異文化体験）
オーストラリア・モナシュ大学（春休み4週間・2単位）
中国・北京大学（春休み4週間・2単位）
韓国・西江大学（春休み4週間・2単位）
国際協力実習（夏休み約3週間・単位なし）

一橋大学グローバルリーダー育成海外留学制度による留学
（1年間以内・3名／年・単位互換可）

海外留学と国際教育交流
（夏学期講義・学部2単位）

海外留学スキルトレーニング
（冬学期講義・学部2単位）

海外語学研修（英語）
アメリカ合衆国・UCデーヴィスおよびスタンフォード大学
（夏休み4週間・一部選考制・2単位）

海外語学研修（ドイツ語）
ドイツ・ワイマール・バウハウス大学
（夏休み4週間・一部選考制・2単位）

●申請は前年度6月に受付締切
●GPA2.7以上
●派遣先により異なる語学要件有

条件等（*＝推奨）主な参加者 プログラム名

●TOEFL550（PBT）、78（iBT）
　またはIELTS6.5以上*
●海外研修経験を有する*
●スペイン語能力を有する*

●4年生、大学院生も参加可
　ただし単位付与されない

●申請は前年度6月に受付締切
●GPA3.3以上
●派遣先により異なる語学要件有

●海外語学研修（英語）の奨学金支給
申請には、TOEFLスコア（ITPで
も可）の提出が必須

※海外語学研修（ドイツ語）は、大学
院生も履修できます。

3－4年生
大学院生

3－4年生
大学院生

1－4年生

3－4年生

1－4年生

1－4年生

プログラムマップ（2012年度）
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Hitotsubashi University
 Institute of Innovation Research

イノベーションの新次元へ

ビジネス最前線と先端テクノロジー、マネジメントを政策に反映させる
──イノベーション研究センターの意欲的な提案

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
研
究
の
拠
点

に
な
る
│
│
一
橋
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン

タ
ー
は
１
９
９
７
年
に
、
日
本
で
初
め
て
社
会
科
学
の

視
点
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
研
究
す
る
組
織
と
し
て

誕
生
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
い
う
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

「
現
状
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
や
り
方
や

考
え
方
を
取
り
入
れ
、
社
会
に
役
立
つ
よ
り
大
き
な
価

値
を
創
り
だ
す
こ
と
」（
延
岡
健
太
郎
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）。
技
術
ば
か
り
で
な
く
経
済
社

会
の
仕
組
み
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
誰
も
見
た
こ
と
の

な
い
新
し
い
大
き
な
価
値
づ
く
り
を
行
う
こ
と
で
す
。

今
で
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
が
、
経
済
的
側
面

ば
か
り
で
な
く
、
文
化
や
政
治
に
い
た
る
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
側
面
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
国
内
外
の

文
系
理
系
、
産
官
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
垣
根
を
越
え
た
自

由
な
や
り
取
り
を
軸
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ハ
ブ
と
し
て
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

最
近
で
は
、
文
部
科
学
省
の〝
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
〞
や
、
日
本
学
術

振
興
会
の
「
最
先
端
・
次
世
代
研
究
開
発
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
に
応
募
し
て
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
時
代
の
要
請
に
敏
感
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
。
ビ

ジ
ネ
ス
最
前
線
の
現
場
と
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
経
営

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
現
状
と
政
策
と
の
乖
離
を
な
く
す
こ

と
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
造
や
、
そ
れ
を
担
う

人
材
を
積
極
的
に
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
事
業
で
は

次
の
５
点
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①「
政
策
の
た
め
の
科
学
」
推
進
体
制
の
整
備

②
政
策
課
題
対
応
型
調
査
研
究

③
公
募
型
研
究
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム

④
基
盤
的
研
究・人
材
育
成
拠
点

⑤
デ
ー
タ・情
報
基
盤

　

一
橋
大
学
が
応
募
し
採
択
さ
れ
た
の
は
、「
④
基
盤
的
研

究
・
人
材
育
成
拠
点
」。
拠
点
の
種
類
は
│
│
強
み
を
持
つ

専
門
領
域
に
お
け
る
専
門
性
を
活
か
し
つ
つ
、
既
存
の
人
材

育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
独
立
し
た
形
で
、『
科
学
技
術
イ
ノ

　

一
橋
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
文
部
科

学
省
の
〝
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
〞
に
応
募
し
て
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
全
体
責
任
者
は
山

内
進
学
長
、
構
想
責
任
者
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン

タ
ー
の
青
島
矢
一
教
授
で
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
平
成
23
年
度
よ
り
開
始
し
た
〝
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
」

推
進
事
業
〞
の
一
環
と
し
て
、「
基
盤
的
研
究
・
人
材
育
成
拠

点
整
備
事
業
」
を
実
施
す
る
も
の
。
ね
ら
い
の
一
つ
目
は
、

科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
を
科
学
的
に
進
め
る
た
め

の
「
科
学
」
を
深
化
さ
せ
る
研
究
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
で

す
。
二
つ
目
は
、「
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
」
の
社

会
で
の
実
装
を
支
え
る
人
材
の
育
成
を
行
う
大
学
（
拠
点
）

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
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
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
政
策
形
成
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

科
学
的
に
解
明
す
る
た
め
の
研
究
の
促
進
や
デ
ー
タ
基
盤
の

構
築
、
研
究
人
材
の
育
成
を
進
め
る
こ
と
の
重
要
性
が
世
界

的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
メ

リ
カ
で
は
、
国
立
科
学
財
団
（
Ｎ
Ｓ
Ｆ
）
が
積
極
的
に
こ
う

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

総
合
科
学
技
術
会
議
で
は
、『
国
は
、
客
観
的
根
拠
（
エ
ビ

デ
ン
ス
）
に
基
づ
く
政
策
の
企
画
立
案
や
、
そ
の
評
価
及
び

検
証
の
結
果
を
政
策
に
反
映
す
る
た
め
、「
科
学
技
術
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
の
た
め
の
科
学
」
を
推
進
す
る
。
そ
の
際
、

自
然
科
学
の
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
広
く
人
文
社
会
科
学
の

研
究
者
の
参
画
を
得
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
通
じ

て
、
政
策
形
成
に
携
わ
る
人
材
の
養
成
を
進
め
る
』（：『
諮
問

第
11
号
「
科
学
技
術
に
関
す
る
基
本
政
策
に
つ
い
て
」
に
対

す
る
答
申
』
よ
り
抜
粋
）
と
答
申
し
て
い
ま
す
。

　

科
学
技
術
と
社
会
と
の
関
係
が
深
化
す
る
な
か
で
、
科
学

技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
を
公
共
政
策
の
一
環
と
し
て
推

進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
民
の
理
解
と
信
頼
、
幅
広
い
参

画
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会

に
も
た
ら
す
影
響
を
明
ら
か
に
し
、
客
観
的
な
根
拠
に
基
づ

い
た
政
策
の
企
画
立
案
を
行
う
こ
と
、
そ
の
政
策
形
成
の
プ

ロ
セ
ス
を
合
理
的
に
し
て
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ

イノベーション研究センターの
意欲的な提案

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
（
文
部
科
学
省
）

科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
の

た
め
の
科
学

理
系
・
文
系
の
知
見
が
あ
り

政
策
に
モ
ノ
が
言
え
る
人
材
を
育
て
る

現
場
サ
イ
ド
と

政
策
サ
イ
ド
を
つ
な
げ
る
事
業



ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
お
け
る
「
政
策
の
た
め
の
科
学
」』
を

深
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
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

す
る
た
め
の
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
設
し
、
総
合
拠
点

を
補
佐
し
つ
つ
拠
点
間
連
携
を
図
る
領
域
開
拓
拠
点
│
│
に

な
り
ま
す
。

　
「
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
の
育
成
を
目
的
と
す
る
。
博
士
課

程
レ
ベ
ル
の
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
ト
コ
ー
ス
を
設
置
す
る
」

と
い
う
提
案
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
（
図
１
参
照
）。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
構
想
責
任
者
で
あ
る
青
島
矢
一
教

授
は
、「
政
策
の
た
め
の
科
学
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
政

策
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
科
学
的
に
体
系
化
し
て
い
く
も
の

で
、
15
年
が
か
り
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
の
際

に
、
現
場
を
知
っ
て
い
る
経

営
学
者
で
あ
る
我
々
が
関
与

す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
で
採
択
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
」
と
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

　

現
場
を
知
っ
て
い
る
経
営

学
者
、
長
期
統
計
や
政
策
に

強
い
経
済
学
者
な
ど
の
交
流

に
よ
り
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
踏

ま
え
た
科
学
技
術
振
興
の
た

め
の
政
策
づ
く
り
へ
の
提
言

が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。「
経
営
学
者
と
し
て

我
々
が
こ
れ
ま
で
や
っ
て
こ

な
か
っ
た
部
分
に
一
歩
踏
み
出
し
た
わ
け
で
す
。
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
は
人
材
育
成
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。
経
営
や

企
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
理
解
し
政
策
が
わ
か
る
人
材
を
育
成

す
る
。
将
来
的
に
は
官
公
庁
や
企
業
の
な
か
で
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
政
策
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
え
る
人
材
の
育
成
も

担
っ
て
い
き
ま
す
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
は
理
系
と
文

系
双
方
の
知
見
が
必
要
に
な
り
ま
す
か
ら
、
理
系
の
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
人
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て

も
ら
っ
て
、
経
営
や
経
済
の
こ
と
を
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
優
れ
た
研
究
者
で
あ
り
つ
つ
、
政
策
提

案
者
と
し
て
モ
ノ
が
言
え
る
人
材
を
育
て
て
い
き
た
い
で
す

ね
」（
青
島
教
授
）。

　

ど
の
よ
う
な
政
策
で
も
、
実
行
す
る
の
は
企
業
や
人
に
な

り
ま
す
。「
政
策
サ
イ
ド
か
ら
い
え
ば
、
実
行
す
る
側
が
ど
の

よ
う
な
人
で
ど
の
よ
う
に
動
く
の
か
と
い
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
理
解
し
な
い
と
、
適
切
な
政
策
は
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
従
来

は
そ
の
あ
た
り
が
分
離
し
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
を
つ

な
げ
る
た
め
の
事
業
な
の
で
す
」（
青
島
教
授
）。

　

こ
の
事
業
で
は
、
総
合
拠
点
と
し
て
政
策
研
究
大
学
院
大

学
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、
領
域
開
拓
拠
点
と
し
て
は
一
橋
大

学
の
ほ
か
、
東
京
大
学
、
大
阪
大
学
（
共
同
提
案
：
京
都
大

学
）、
九
州
大
学
が
採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
従

来
の
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
教
育
研
究
対
象
の
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
が
経
済
学
、
経
営
学
、
法
学
、
社
会
学
、
倫
理
学
、

歴
史
学
、
公
共
政
策
学
、
政
治
学
、
行
政
学
、
理
学
、
工
学

…
…
と
大
き
く
広
が
っ
て
い
き
ま
す
（
図
２
参
照
）。

Hitotsubashi University Institute of Innovation Research

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」
全体構想における一橋大学領域開拓拠点の位置づけ（図2）

一橋大学領域開拓拠点における基盤的研究推進と人材育成（図1）

拡
大
す
る
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

研
究
対
象
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募
し
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
が
こ
の
研
究
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
き
っ
か
け
は
、
鳩
山
元

首
相
が
１
９
９
０
年
比
で
２
０
２
０
年
ま
で
に
25
％
の
温
室

効
果
ガ
ス
の
削
減
を
国
際
的
に
公
言
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
ま
ま
無
邪
気
に
温
暖
化
対
策
を
進
め
て
い
っ
た
ら
、

国
富
に
壊
滅
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
か
ね
な
い
。
単
な
る
温

暖
化
対
策
で
は
な
く
、
環
境
関
連
の
新
産
業
に
お
い
て
長
期

的
に
付
加
価
値
を
創
出
で
き
る
よ
う
な
包
括
的
な
シ
ナ
リ
オ

を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
、

環
境
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
経
済
問
題
と
い
う
、
相
互

に
矛
盾
し
が
ち
な
三
つ
の
問
題
の
解
決
を
両
立
さ
せ
る
方
策

を
探
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

　

研
究
方
法
と
し
て
は
、
企
業
経
営
や
技
術
開
発
、
政
策
立

案
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
国
内
外
の
現
場
に
深
く
入
り
込

み
、
実
務
担
当
者
に
対
し
て
詳
細
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う

こ
と
を
中
心
と
し
た
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
経
営
学
者
が

得
意
と
す
る
、
現
場
に
根
差
し
た
実
証
分
析
や
理
論
構
築
を

　

東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け
て
、
環
境
問
題
（
温
室
効

果
ガ
ス
の
削
減
）、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
（
脱
原
発
の
電
力
安
定

供
給
）、
経
済
低
迷
（
長
引
く
低
成
長
）
と
い
う
三
つ
の
深
刻

な
問
題
を
、
今
、
日
本
は
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の

問
題
を
同
時
に
解
決
す
る
に
は
、
環
境・新
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連

の
新
産
業
を
創
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
新
産
業
に

お
い
て
日
本
の
企
業
が
競
争
力
を
も
ち
、
安
定
的
に
付
加
価

値
を
創
出
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
政
府
が
取
り
組
ん
で
き
た
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
の
多
く
は
、
こ
の
点
の
認
識
が
薄
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
従
来
の
政
策
が
、
必
ず
し
も
大
き
な
効
果
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
の
は
、
実
際
の
企
業
経
営
、
市
場
競
争
、
技
術
開

発
の
実
態
の
理
解
に
欠
け
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
実

際
に
、
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
発
展
を
推
進
す
る
の
は
、

国
際
的
に
競
争
す
る
企
業
で
あ
り
、
そ
こ
で
働
く
人
々
で

す
。
競
争
の
実
態
、
技
術
の
動
向
、
経
営
者
の
意
思
、
消
費

者
の
嗜
好
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
適
切
な
政
策
立
案

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

環
境・エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
、
経
営
学
者
が
関
わ
る
こ
と
の

意
味
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

日
本
学
術
振
興
会
に
は
、「
最
先
端
・
次
世
代
研
究
開
発
支

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
将
来
的
に
世
界

を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
潜
在
的
可
能
性
を

も
っ
た
研
究
者
に
対
す
る
研
究
支
援
制
度
で
す
。
プ
ロ
グ
ラ

ム
概
要
に
は
、「
我
が
国
の
持
つ
強
み
を
生
か
し
た
持
続
的

な
成
長
を
図
る
た
め
、
①
グ
リ
ー
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
又

は
ラ
イ
フ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
②
新
た
な
科
学
・
技

術
を
創
造
す
る
基
礎
研
究
か
ら
出
口
を
見
据
え
た
研
究
開

発
ま
で
、
人
文
・
社
会
科
学
的
側
面
か
ら
の
取
組
を
含
め
、

挑
戦
的
な
研
究
課
題
を
幅
広
く
対
象
」
と
研
究
開
発
支
援
対

象
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、「
Ｃ
Ｏ
２

削
減
と
産
業
発
展
の
両
立
を
目
指
し
た
企
業
経
営
・
グ
リ
ー

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
制
度
の
探
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
応

経
営
学
者
が
政
策
に
関
与
す
る
必
然
性

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授　

青
島
矢
一

Ｃ
Ｏ
２
削
減
と

産
業
発
展
の
両
立
を
目
指
し
た
研
究

イノベーション研究センターの
意欲的な提案

最
先
端
・
次
世
代
研
究
開
発
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
日
本
学
術
振
興
会
）

現
場
の
知
見
を
政
策
に
反
映
、

日
本
経
済
の
三
重
苦
解
消
に
貢
献
す
る



行
い
、
こ
れ
ま
で
の
環
境
／
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
欠
け
が
ち

で
あ
っ
た
ミ
ク
ロ
の
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
研
究
か
ら
は
、
環
境
関
連
／
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業

で
進
め
る
べ
き
技
術
開
発
の
方
向
と
技
術
か
ら
価
値
を
生
み

出
す
事
業
戦
略
上
の
留
意
点
が
社
会
的
に
共
有
さ
れ
、
企
業

の
競
争
力
強
化
を
通
じ
た
経
済
発
展
の
道
筋
が
見
え
て
く
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
政
策
立
案
者
が
、
産
業
競

争
力
へ
の
影
響
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
深
い
理
解
に
基
づ
い
た
的
確

な
政
策
の
立
案
と
制
度
設
計
を
行
う
手
助
け
と
な
る
こ
と
も

期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
温
暖
化
問
題
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
解
決
と
豊
か
な
国
民
経
済
の
両
立
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

整
理
す
る
と
、「
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
」、「
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
安
定
供
給
」、「
産
業
競
争
力
（
経
済
発
展
）」
の
三
つ
を
両
立

さ
せ
る
方
策
を
探
索
す
る
こ
と
が
、
研
究
目
標
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
再
生
可
能
（
自
然
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
分

析
、
②
Ｃ
Ｏ
２
排
出
の
大
き
い
既
存
産
業
の
分
析
、
③
政
策

や
政
府
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
分
析
│
│
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
太
陽

電
池
産
業
や
水
関
連
産
業
に
お
け
る
技
術
発
展
、
業
界
の
競

争
構
図
、
そ
こ
に
お
け
る
日
本
企
業
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

太
陽
電
池
産
業
で
は
、
中
国
で
の
調
査
か
ら
中
国
に
太
陽

電
池
産
業
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を
含
む
集
積
が
あ

り
、
設
置
単
価
が
日
本
の
１
／
３
程
度
で
こ
れ
以
上
の
価
格

低
下
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
現
状
は
過
剰
供
給
だ
が
輸
出

産
業
と
し
て
振
興
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
結
晶
シ
リ
コ
ン
型
太
陽
電
池
に
限
れ
ば
、

日
本
企
業
に
は
到
底
勝
ち
目
が
な
く
、
過
剰
な
保
護
政
策
は

長
期
的
に
は
国
富
の
喪
失
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

水
関
連
産
業
に
関
し
て
は
、
海
水
淡
水
化
技
術
の
中
核
技

術
で
あ
る
逆
浸
透
膜
市
場
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
の
現
地
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
個
別
の
部
材

で
は
高
い
技
術
力
を
武
器
に
競
争
力
を
も
つ
日
本
企
業
も
、

イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
水
ビ
ジ
ネ
ス
全
体
で
み
る
と
、
プ
レ
ゼ

ン
ス
の
低
さ
が
目
に
つ
き
ま
す
。

　

平
成
23
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、

地
熱
発
電
事
業
に
関
す
る
研
究
も
追
加
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
の
調
査
に
よ
り
、
地
熱
発
電
の
経
済

性
が
極
め
て
高
い
こ
と
（
発
電
単
価
２
〜
３
円
／
ｋ
ｗ
ｈ
）

が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
地
域
暖
房
な
ど
を
含
み
、

地
熱
資
源
の
効
率
的
な
活
用
が
あ
り
ま
す
。
世
界
の
地
熱

タ
ー
ビ
ン
の
７
割
は
日
本
企
業
が
占
め
て
い
る
こ
と
や
、
相

対
的
に
地
域
に
合
わ
せ
て
個
別
化
さ
れ
る
製
品
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
国
内
に
豊
富
な
地
熱
資
源
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
日
本
が
追
求
す
べ
き
極
め
て
有
望
な
領
域
と
い
え
ま
す
。

　

Ｃ
Ｏ
２
排
出
の
大
き
い
鉄
鋼
産
業
に
お
け
る
環
境
技
術
革

新
の
推
移
と
普
及
プ
ロ
セ
ス
の
把
握
な
ど
に
関
し
て
は
、
調

査
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
火
力
発
電
（
タ
ー

ビ
ン
）
の
調
査
も
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
分
野
は
日
本
企
業

が
強
く
、
そ
し
て
強
み
を
発
揮
し
や
す
い
ノ
ウ
ハ
ウ
の
塊
の

よ
う
な
産
業
領
域
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
と
Ｃ
Ｏ
２
削
減

を
考
え
れ
ば
、
火
力
タ
ー
ビ
ン
の
技
術
革
新
の
重
要
性
が
さ

ら
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

政
策
や
政
府
支
援
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
排
出
権
取
引
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
与
え
る
影
響
の
分
析
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
対
象
と
し
た
政
府
の
Ｒ
＆
Ｄ
支
援
の
効
果

分
析
、
家
庭
用
燃
料
電
池
の
共
同
開
発
の
事
例
分
析
に
よ
る

官
民
の
適
切
な
共
同
の
模
索
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の

整
理
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

　

排
出
権
取
引
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
に
関
す
る
既

存
研
究
の
サ
ー
ベ
イ
か
ら
、
こ
の
関
係
は
ま
だ
き
ち
ん
と
モ

デ
ル
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

政
府
の
民
間
Ｒ
＆
Ｄ
支
援
に
つ
い
て
は
、
政
府
資
金
へ
の
過

度
な
依
存
が
、
技
術
の
事
業
化
や
技
術
の
波
及・転
用
を
妨
げ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

重
要
な
の
は
現
場
の
知
見
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

で
す
。
現
場
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
企
業
経
営
は

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
産
業
技
術
の
発
展
状

況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
…
…
こ
う
し
た
ミ
ク

ロ
の
視
点
か
ら

の
提
言
が
現
実

の
政
策
に
反
映

さ
れ
る
こ
と

で
、
政
策
と
現

場
の
実
態
と
の

乖
離
が
少
な
く

な
っ
て
い
く
か

ら
で
す
。（
談
）

Hitotsubashi University Institute of Innovation Research

「Micro-Analysis on Green Innovation and Corporate Competitiveness （MAGICC）」
http://magicc.iir.hit-u.ac.jp/pickupblogs/
青島教授らが中心となって進めている、環境問題、エネルギー問題、経済問題を扱う研究プロジェクトのホームページ。

矛盾を含む複雑な方程式
あ
く
ま
で
現
場
の
実
態
と
技
術
革
新
に
着
目
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１
８
８
５
年
に
東
京
商
業
学
校
と
し
て
神
田

一
ツ
橋
通
町
１
番
地
に
移
転
し
た
の
が
、
一
橋

大
学
の
名
称
の
由
来
で
す
。
こ
の
地
で
、
東
京

高
商
、
東
京
商
大
と
昇
格
し
、「
一
橋
」
が
本
学

の
代
名
詞
と
な
っ
た
の
で
す
。
現
在
は
、一
橋
講

堂
と
如
水
会
館
が
あ
り
ま
す
。
一
橋
講
堂
は
、

戦
後
に
な
っ
て
一
橋
大
学
の
手
を
離
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
た
び
母
校
の
も
と
に
戻
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

２
０
１
２
年
５
月
23
日
（
水
）
15
時
30
分
よ

り
、
一
橋
講
堂
に
お
い
て
新
「
一
橋
講
堂
」
発

足
記
念
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
１
２
年

３
月
に
国
際
・
公
共
政
策
大
学
院
を
修
了
し
た

Ｔ
Ｂ
Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
加
藤
シ
ル
ビ
ア
さ
ん

の
司
会
で
、
式
は
始
ま
り
ま
し
た
。

２
０
１
２
年
５
月
、一
橋
大
学
は
学
術
総
合
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
一
橋
記
念
講
堂
を
購
入
し
ま
し
た
。

こ
の
一
橋
記
念
講
堂
は
、
旧
一
橋
講
堂
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
も
の
。

講
堂
の
歴
史
を
追
っ
て
い
く
と
一
橋
大
学
の
違
っ
た
側
面
が
み
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

最
初
に
一
橋
大
学
管
弦
楽
団
の
演
奏
が
あ
り

ま
し
た
。
曲
は
、
シ
ベ
リ
ウ
ス
作
曲
の
「
フ
ィ
ン

ラ
ン
デ
ィ
ア
」、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
作
曲
組
曲

「
眠
れ
る
森
の
美
女
」
よ
り
ワ
ル
ツ
、
ヨ
ハ
ン
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
Ⅱ
世
作
曲
ポ
ル
カ
「
狩
り
」。

　

学
長
挨
拶
で
山
内
進
学
長
は
、
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使
っ
て
、
こ
の
一
帯
が
「
護
持
院
ヶ
原
」

と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
関
東
大
震
災
、

１
９
３
２
年
の
一
橋
講
堂
建
設
、
国
立
学
校
財

務
セ
ン
タ
ー
へ
の
所
属
替
え
、
そ
し
て
こ
の
た

び
の
一
橋
大
学
基
金
に
よ
る
購
入
…
…
と
一
橋

講
堂
の
あ
ゆ
み
を
て
い
ね
い
に
紹
介
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
伊
賀
健
一
東
京
工
業
大
学
長
、
ハ

ン
ス
・
デ
ィ
ー
ト
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ー

ト
駐
日
欧
州
連
合
大
使
、
松
本
正
義
如
水
会
理

事
長
が
祝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。
来
賓
紹
介
、
祝

電
披
露
の
後
に
、
一
橋
大
学
体
育
会
應
援
部
に

よ
る
応
援
団
演
舞
。
演
舞
の
迫
力
と
チ
ア
ガ
ー

ル
の
パ
ワ
ー
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　

落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
一
橋
大
学
津
田
塾
大

学
合
唱
団
ユ
マ
ニ
テ
に
よ
る
合
唱
が
あ
り
、
記
念

式
典
の
部
は
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
会
場

を
変
え
て
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

特

別

企

画

三
つ
の
講
堂
の
物
語

一橋大学長
山内  進

東京工業大学長
伊賀健一氏

発
足
記
念
式

新
「
一
橋
講
堂
」

序　

章

再
び
一
橋
の
地
に
自
前
の
一
橋
講
堂
を

一橋大学管弦楽団による演奏

体育会應援部による演舞一橋大学津田塾大学合唱団ユマニテによる合唱

一橋講堂
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一
橋
大
学
の
前
身
で
あ
る
商
法
講
習
所
が
発

足
し
た
の
は
、
１
８
７
５
年
、
東
京
・
銀
座
尾
張

町
で
し
た
。
森
有
礼
が
私
塾
形
式
の
洋
式
商
業
教

育
施
設
と
し
て
設
立
し
た
も
の
で
し
た
が
、
翌
１

８
７
６
年
に
は
東
京
府
立
商
法
講
習
所
と
な
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
１
８
８
４
年
農
商
務
省
の
直
轄

と
な
り
、
東
京
商
業
学
校
と
改
称
。
翌
１
８
８
５

年
に
文
部
省
の
直
轄
と
な
り
東
京
外
国
語
学
校

と
合
併
し
て
、
神
田
一
ツ
橋
に
移
転
し
て
き
た
の

で
す
。
翌
１
８
８
６
年
に
は
外
国
語
コ
ー
ス
（
東

京
外
国
語
学
校
）
を
廃
止
し
た
の
で
す
が
、
１
８

９
７
年
に
附
属
外
国
語
学
校
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
１
８
８
７
年
に
高
等
商
業
学
校

に
改
組
し
て
い
ま
す
。
東
京
高
等
商
業
学
校
（
東

京
高
商
）
と
改
称
し
た
の
は
１
９
０
２
年
、
東
京

商
科
大
学
（
東
京
商
大
）
に
昇
格
し
た
の
は
１
９

２
０
年
の
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
て
一
ツ
橋
の
地
に
根
を
下
ろ
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
一
ツ
橋
、
一
橋
が
東
京
高
商
、
東

京
商
大
の
代
名
詞
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
一
ツ
橋
の
地
に
講
堂
を
建
設
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
の
は
、
１
８
９
３
年
４
月
の
こ
と
で
す
。

地
図
の
「
実
践
科
教
場
」
の
と
こ
ろ
に
総
建
坪
１

８
８
坪
の
レ
ン
ガ
造
り
平
屋
建
で
建
設
す
る
こ
と

一橋大学長　山内  進

が
決
ま
り
ま
し
た
。
竣
工
し
た
の
は
、
翌
１
８
９

４
年
６
月
。
７
月
６
日
に
は
、
新
講
堂
で
第
４
回

卒
業
証
書
授
与
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
本
科

卒
業
生
42
人
、
主
計
学
校
30
人
で
、
卒
業
生
代

表
で
答
辞
を
述
べ
た
の
は
福
田
徳
三
で
し
た
。

　

以
来
、
こ
の
講
堂
で
東
京
高
商
、
東
京
商
大

の
数
多
く
の
記
念
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
１
９
０
４
年
に
は
、
日
米
和
親

条
約
締
結
50
周
年
を
記
念
し
て
都
下
の
高
等
、

専
門
各
学
校
委
員
、
職
員
、
学
生
代
表
、
来
賓

な
ど
約
２
０
０
０
人
が
講
堂
に
結
集
し
て
式
典

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
１
９
２
３
年
に
は
折
か
ら
妻
を
と
も

な
っ
て
来
日
し
て
い
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博

士
が
講
堂
で
ス
ピ
ー
チ
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
こ
の
年
の
卒
業
生
（
商
科
大
学
第
１
回

学
士
試
験
合
格
者
）は
中
山
伊
知
郎
、猪
谷
善
一
、

町
田
実
秀
ら

１
６
４
人
で

し
た
。
６
月

に
は
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス

生
誕
記
念
講

演
会
と
図
書
展
覧
会
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
三
浦
新
七
、
福
田
徳
三

な
ど
人
気
教
授
の
授
業
は
、
教
室
で
は
学
生
が

収
容
し
き
れ
な
い
た
め
、
講
堂
で
行
っ
た
と
い

う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

１
９
２
３
年
９
月
１
日
、
10
万
５
０
０
０
人

余
が
死
亡
・
行
方
不
明
、
１
９
０
万
人
が
罹
災

し
た
関
東
大
震
災
。
建
物
の
被
害
も
全
壊
10
万

「スマートで強靭なグローバル一橋」の象徴に

　本学が商法講習所として呱
こ

々
こ

の声をあげたのは1875年、銀座尾張町での
ことでした。その10年後、神田一ツ橋に移転し、爾来その地で高商、商大
へと発展し続けます。
　一ツ橋あるいは一橋は東京高等商業学校、東京商科大学の代名詞となり
ました。関東大震災を経て、新天地を求めて国立に全学が移転した後も、
一ツ橋は本学の聖地であり、故郷でした。その地に、その思いを表現する
ものとして建築されたのが一橋講堂です。
　一橋講堂は戦後の年月の流れのなかで、いったん母校の手を離れました
が、それから20年を経て、再び私たちの手に戻ることになりました。そのこ
とを私たちは心から喜んでいます。そして、これを一橋大学のいっそうの発
展のためにしっかりと守り、育て、成長させたいと考えています。
　私たちは二度とこれを手放さない。私たちは、その思いを胸に、「スマー
トで強靭なグローバル一橋」をつくっていきます。これからも、皆さんの絶
大なる支援をお願いいたします。

社団法人如水会理事長
松本正義氏

駐日欧州連合大使
ハンス・ディートマール・
シュヴァイスグート氏

卒
業
生
答
辞
を
述
べ
た

福
田
徳
三

新
講
堂
で

第
一
の
講
堂

１
８
９
４
年
に
第
一
の
講
堂
竣
工

学長式辞で一橋講堂のあゆみを紹介する山内学長

1887年の見取り図
実践科教場

関
東
大
震
災
で
壊
滅
的
状
況
に
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に
及
ぶ
日
刊
『
一
橋
時
報
』
を
発
行
。
東
京
に

お
け
る
日
々
の
出
来
事
を
地
方
在
住
者
に
報
告

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
大
学
は
11
月
ま
で
休
校
し
、
12
月
１

日
か
ら
授
業
を
再
開
し
て
い
ま
す
。

 　

大
学
復
興
に
向
け
、
工
兵
隊
に
依
頼
し
て
10

月
４
日
、
７
日
、
10
日
の
３
日
間
で
残
存
校
舎

９
０
０
０
棟
余
、
全
焼
21
万
２
０
０
０
棟
余
と

甚
大
で
し
た
。
浅
草
十
二
階
と
し
て
有
名
だ
っ

た
凌
雲
閣
は
大
破
。
大
蔵
省
、
文
部
省
、
警
視

庁
な
ど
の
官
公
庁
や
帝
国
劇
場
な
ど
の
文
化
施

設
が
焼
失
し
ま
し
た
。

　

神
田
一
ツ
橋
の
地
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

東
京
商
大
校
舎
は
三
井
ホ
ー
ル
を
除
い
て
倒
壊

か
焼
失
、
講
堂
、
如
水
会
館
も
同
様
で
し
た
。

そ
こ
で
、
９
月
９
日
に
臨
時
委
員
会
（
の
ち
一
橋

震
災
善
後
委
員
会
）
を
結
成
し
て
、
学
生
と
如

水
会
会
員
と
の
連
絡
業
務
を
開
始
し
ま
し
た
。

10
日
に
は
、
市
政
調
査
会
か
ら
の
依
頼
で
５
日

間
に
わ
た
っ
て
学
生
延
べ
64
人
が
罹
災
者
実
地

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
10
月
３
日
か
ら
11
月
末
日
ま
で
48
号

を
爆
破
処
理
、
校
庭
整
理
を
行
い
、
仮
校
舎
の

建
設
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。

　

１
９
２
５
年
９
月
22
日
に
、
開
校
50
周
年
記

念
式
典
が
仮
講
堂
で
挙
行
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

仮
校
舎
と
と
も
に
仮
講
堂
も
建
設
さ
れ
た
よ
う

で
す
。
実
際
に
、
１
９
２
８
年
の
地
図
に
は
、

講
堂
と
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
そ
の
年
に
は
、
東
京
商

大
の
国
立
（
北
多
摩
郡
谷
保
村
）
移
転
に
関
し
て

進
展
が
あ
り
ま
し
た
。
９
月
２
日
に
箱
根
土
地
株

式
会
社
所
有
の
土
地
と
神
田
一ツ
橋
の
大
学
敷
地

の
一
部
（
分
教
場
敷
地
）
と
の
交
換
に
つ
い
て
、

文
部
大
臣
か
ら
認
可
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て

９
月
９
日
に
神
田
一ツ
橋
の
敷
地
と
国
立
移
転
地

と
の
交
換
契
約
が
正
式
に
成
立
し
ま
し
た
。

講堂でスピーチをされるアインシュタイン博士
『東京商科大学記念写真帖』（1923年卒業）からの転載

1960年頃の如水会館
『一橋大学卒業アルバム』（1960年卒業）からの転載

1928年の見取り図
講堂

1908年の見取り図
講堂

仮
講
堂
を
建
設

震
災
後
に

仮
講
堂

１
９
２
８
年
に
国
立
移
転
固
ま
る
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大
学
本
体
は
国
立
に
移
転
し
ま
し
た
が
、
１
９

３
１
年
に
東
京
商
大
跡
地
に
文
化
交
流
、
学
術

交
流
を
目
的
に
一
橋
講
堂
を
建
設
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
国
立
に
は
兼
松
講
堂
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
株
式
会
社
兼
松
商
店
（
現
兼
松
株
式
会
社
）

か
ら
同
社
創
業
者
の
兼
松
房
治
郎
氏
の
遺
訓
に

よ
り
寄
贈
を
受
け
た
も
の
。
伊
東
忠
太
氏
の
設

計
に
よ
り
商
学
専
門
部
が
国
立
に
移
転
し
た
１

９
２
７
年
の
８
月
に
創
建
さ
れ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
様

式
の
重
厚
な
建
物
で
す
。

　
一
橋
講
堂
建
設
の
目
的
と
し
て
『
一
橋
新
聞
』

で
は
、「
社
会
教
育
普
及
に
文
部
省
で
使
用　

竣

成
近
づ
く
一
橋
講
堂
」
と
し
て
、
こ
の
講
堂
を
一

般
の
演
劇
や
音
楽
会
な
ど
に
開
放
す
る
ほ
か
、
講

演
会
や
講
習
会
、
学
術
研
究
会
、
神
田
基
金
事

業
な
ど
を
開
催
し
て
経
費
の
一
部
を
捻
出
す
る
と

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
文
部
省
は
社
会
教
育
普

及
の
た
め
に
こ
の
講
堂
を
使
用
し
た
い
と
い
う
意

向
が
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
建
築
費
18
万
５
０

０
０
円
、
地
上
２
階
地
下
１
階
で
収
容
人
員
は
７

０
０
人
、
補
助
イ
ス
を
使
用
す
れ
ば
１
０
０
０
人

ま
で
収
容
で
き
ま
す
。
な
お
、
講
堂
の
ス
テ
ー
ジ

に
は
ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕
、
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
が
備

え
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
の
「
空
」
か

ら
来
て
い
る
言
葉
で
、
ラ
イ
ト
を
当
て
る
こ
と
で

さ
ま
ざ
ま
な
空
間
の
広
が
り
を
示
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
当
時
、
日
本
に
は
ほ
か
に
２
か
所
し
か
設

備
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
橋
講
堂
が
竣
工
し
た
の
は
、１
９
３
２
年
。『
一

橋
新
聞
（
第
１
５
４
号
）』
に
は
、「
６
月
落
成
の

予
定
で
進
行
中
の
一
橋
講
堂
建
築
も
『
お
上
の
仕

事
』
並
に
予
算
分
割
の
厄
に
あ
っ
て
工
事
は
９
月

ま
で
延
長
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
講
堂
の
躯
体

は
完
成
し
た
も
の
の
当
時
の
犬
養
内
閣
が
予
算
の

分
割
支
出
を
決
め
た
た
め
、
電
気
工
事
や
暖
房
工

事
な
ど
の
付
帯
工
事
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
年
の
11
月
４
日
に
開
館
記
念
講
演
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
上
田
貞
次
郎
教
授
（
当
時
。

の
ち
学
長
）
の
司
会
に
よ
り
、
中
島
久
万
吉
商
工

大
臣
が
「
時
局
雑
感
」、
美
濃
部
達
吉
教
授
が

「
立
憲
政
治
の
将
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を

行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
１
９
３
３
年
４
月
に
国
立
学
会
第
１
回

学
術
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の

演
題
は
、「
日
満
提
携
の
二
大
要
件
」（
堀
潮
教
授
）

と
「
地
理
的
国
境
論
」（
佐
藤
弘
助
教
授
）
で
し

た
。
こ
の
学
術
交
流
会
は
１
９
４
４
年
７
月
の
第

53
回
学
術
講
演
会
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　
１
９
４
０
年
に
は
、
故
上
田
貞
次
郎
学
長
の
東

京
商
科
大
学
葬
も
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
１
９

７
４
年
に
は
福
田
徳
三
生
誕
１
０
０
年
記
念
講
演

及
び
追
悼
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

戦
争
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。１
９
４
５
年
３

月
に
は
一
橋
講
堂
は
東
部
第
１
０
０
部
隊
に
貸
与

さ
れ
、終
戦
に
と
も
な
っ
て
８
月
に
返
還
さ
れ
ま
し

た
。
翌
１
９
４
６
年
に
は
進
駐
軍
に
よ
り
接
収
さ

れ
、こ
れ
は
１
９
５
２
年
５
月
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　
１
９
５
３
年
４
月
１
日
か
ら
は
新
劇
公
演
の
た

め
に
貸
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

向
け
て
、
同
年
１
月
に
第
１
回
「
国
民
劇
場
」
運

営
委
員
会
を
開
催
。
こ
う
し
て
第
１
回
公
演
と

し
て
劇
団
民
藝
の
イ
プ
セ
ン
作
「
民
衆
の
敵
」
が

上
演
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、ゴ
ー
リ
キ
イ
作
「
ど

ん
底
」（
文
学
座
）、
ア
ー
サ
ー・ミ
ラ
ー
作
「
セ
ー

ル
ス
マ
ン
の
死
」（
劇
団
民
藝
）、
ジ
ャ
ン・ジ
ロ
ド
ゥ

作
「
ア
ン
フ
ィ
ト
リ
オ
ン
38
」（
劇
団
四
季
）な
ど
、

国
民
劇
場
と
し
て
の
公
演
は
年
間
約
１
０
０
日
程

度
で
、
１
９
５
６
年
ご
ろ
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　
１
９
５
４
年
か
ら
は
、
如
水
会
と
の
共
催
に
よ

る
開
放
講
座
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
１

９
９
２
年
の
第
２
８
９
回
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

１
９
３
２
年
に
竣
工
し
た
一
橋
講
堂
の
老
朽

化
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
建
設
か
ら

60
年
経
っ
た
１
９
９
２
年
に
閉
鎖
。
そ
の
敷
地

の
有
効
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
、
信
託

化
で
す
。
こ
れ
は
、
信
託
会
社
が
土
地
を
地
主

か
ら
預
か
り
、
信
託
銀
行
が
建
設
を
建
築
会
社

に
発
注
し
て
建
築
物
を
建
設
、
そ
の
一
部
を
一

般
テ
ナ
ン
ト
に
貸
し
出
し
、
テ
ナ
ン
ト
料
の
一

部
を
配
当
と
し
て
地
主
に
支
払
い
、
残
り
を
建

築
費
の
支
払
い
や
信
託
報
酬
に
充
て
る
も
の
。

信
託
期
間
が
終
わ
る
と
土
地
と
建
物
は
無
償
で

地
主
に
返
却
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、「
一
橋
講
堂

敷
地
土
地
信
託
推
進
調
査
研
究
会
」
に
よ
る
研

究
を
進
め
、
同
会
は
一
橋
講
堂
跡
地
を
信
託
に

す
る
と
い
う
最
終
報
告
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

報
告
書
に
は
、
建
物
は
国
際
交
流
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
化
さ
れ
た

ビ
ル
と
す
る
と
あ
り
ま
す
。
国
際
会
議
場
や
一
橋

大
学
が
使
用
す
る
多
目
的
ホ
ー
ル
、一
般
テ
ナ
ン
ト

用
賃
貸
施
設
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
１
９
９
３
年
に
国
立
学
校
財
務
セ

ン
タ
ー
に
所
属
替
え
を
行
い
、
２
０
０
０
年
、

一
橋
講
堂
跡
地
に
地
上
22
階
建
て
の
高
層
棟
と

低
層
棟
か
ら
な
る
学
術
総
合
セ
ン
タ
ー
が
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
高
層
棟
に
は
国
立
情
報
学
研
究

所
、
一
橋
大
学
大
学
院
国
際
企
業
戦
略
研
究
科
、

国
立
学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
の
一
部
、
大
学
評
価
・

学
位
授
与
機
構
の
一
部
の
４
機
関
が
入
居
。
低

層
棟
は
、
一
橋
記
念
講
堂
お
よ
び
会
議
施
設
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
２
０
１
２
年
５
月
に
、
一
橋
記
念
講

堂
の
あ
る
学
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
低
層
棟
を
一

橋
大
学
基
金
に
よ
り
購
入
し
、
神
田
一
ツ
橋
の

地
に
再
び
「
一
橋
講
堂
」
を
発
足
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
一
橋
講
堂
（
一

橋
記
念
講
堂
か
ら
改
称
）
と
し
て
新
た
な
歴
史
が

刻
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

三つの講堂の物語

国
民
劇
場
だ
っ
た
一
橋
講
堂

【
出
所
】

『
一
橋
大
学
年
譜
Ⅰ
』（
一
橋
大
学
／
刊  

１
９
７
６
年
発
行
）

『
商
業
教
育
の
曙
（
下
巻
）』

（
如
水
会
学
園
史
刊
行
委
員
会
／
刊  

１
９
９
１
年
発
行
）

『
一
橋
新
聞
（
第
１
５
４
号
）』（
一
橋
新
聞
部
／
刊  

１
９
３
３
年
発
行
）

『
一
橋
大
学
百
二
十
年
史
│C

aptain of Industry

を
こ
え
て
│
』

（
一
橋
大
学
学
園
史
刊
行
委
員
会
／
編  

一
橋
大
学
／
刊  

１
９
９
５
年
発
行
）

※
文
中
敬
称
略

60
年
の
歴
史

波
乱
に
富
ん
だ

第
二
の
講
堂

文
化・学
術・社
会
教
育
の
場
と
し
て
建
設

一
橋
講
堂
へ

一
橋
記
念
講
堂
か
ら

第
三
の
講
堂

一
橋
講
堂
の
新
た
な
歴
史
の
始
ま
り
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周
囲
に
反
対
さ
れ
て
の
留
学
だ
っ
た
。
イ
・
ヨ
ン
ス
ク

さ
ん
が
日
本
に
留
学
し
た
１
９
８
０
年
代
初
頭
、
韓
国
で

は
ま
だ
日
本
文
化
は
解
禁
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
へ
の
反

感
も
根
強
か
っ
た
。

　
「
母
も
な
か
な
か
認
め
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今

ほ
ど
女
子
学
生
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
留
学
す

る
な
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
い
う
風
潮
で
し
た
。
友
人
や
知
人

の
反
応
も
『
な
ぜ
日
本
な
ん
か
に
行
く
の
⁉
』。
で
も
、

否
定
的
に
受
け
止
め
る
か
肯
定
的
に
み
る
か
は
別
に
し

て
、
韓
国
の
近
代
化
そ
の
も
の
が
日
本
と
の
か
か
わ
り
の

な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
文
学
に
関
心
を
寄
せ
る

者
と
し
て
、
日
本
で
学
び
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
反
対

さ
れ
る
な
ら
何
が
何
で
も
、
と
い
う
反
骨
精
神
も
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）」

　

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
、
反
骨
精
神
が
旺
盛
と
さ
れ
る

全
羅
南
道
順
天
市
出
身
。
韓
国
の
名
門
校
・
延
世
大
学
校

で
文
学
を
専
攻
し
た
。
当
時
の
韓
国
で
は
学
生
運
動
が

燃
え
盛
っ
て
お
り
、
多
く
の
学
生
が
社
会
の
あ
り
方
に

強
い
関
心
を
持
ち
、
反
権
力
・
反
権
威
の
空
気
が
色
濃
く

立
ち
込
め
て
い
た
。
卒
業
後
は
延
世
大
学
校
の
教
員
と

し
て
大
学
附
属
の
留
学
生
セ
ン
タ
ー
で
韓
国
語
を
教
え

て
い
た
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
も
そ
の
１
人
。
留
学
を
決
め

た
も
の
の
、
研
究
者
へ
の
道
を
歩
む
気
持
ち
は
ま
っ
た

く
な
か
っ
た
と
言
う
。

　
「
研
究
者
に
は
絶
対
な
る
ま
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
不
信
感
が
あ
り
ま
し
た
し
、

親
族
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
携
わ
る
人
が
多
か
っ
た
た
め
、

む
し
ろ
距
離
を
置
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

一橋大学大学院
言語社会研究科教授

イ･ヨンスク
大学院社会学研究科博士課程

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の「
自
由
」を
楽
し
み
た
い

第
4

回
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留
学
し
た
東
京
大
学
で
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
が
テ
ー

マ
に
選
ん
だ
の
は
農
村
文
学
だ
っ
た
。

　
「
韓
国
で
は
文
学
者
が
積
極
的
に
社
会
運
動
に
参
加
し

て
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
社
会
と

断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
ま
し

た
。
そ
の
違
い
や
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
に
関
心
が
あ
り

ま
し
た
」

　
文
学
を
学
ぶ
に
は
、
当
然
か
な
り
の
語
学
力
が
要
求
さ

れ
る
。
だ
が
、
当
時
の
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
の
日
本
語
力

は
読
み
書
き
も
お
ぼ
つ
か
な
い
レ
ベ
ル
。
ひ
ら
が
な
の
読

み
書
き
を
学
ん
だ
の
も
来
日
し
て
か
ら
だ
っ
た
。

　
「
で
も
、
ま
っ
た
く
心
配
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）。

私
は
興
味
が
持
て
な
い
こ
と
は
続
き
ま
せ
ん
し
、
宿
題
も

嫌
い
と
い
う
タ
イ
プ
。
好
き
な
こ
と
を
通
し
て
学
ぼ
う

と
、
文
法
は
文
学
作
品
で
勉
強
し
ま
し
た
。
一
番
初
め
に

読
ん
だ
の
は
、
太
宰
治
の
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』。
１
日
１

ペ
ー
ジ
、
辞
書
を
引
き
な
が
ら
読
み
続
け
ま
し
た
」

　
ヒ
ア
リ
ン
グ
へ
の
取
り
組
み
も
、
自
分
流
。
友
人
に
頼

ん
で
作
品
を
朗
読
し
て
も
ら
っ
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
繰

り
返
し
聞
い
て
学
習
し
た
。
話
す
練
習
に
と
積
極
的
に
日

本
語
で
会
話
を
し
た
が
、
１
時
間
も
話
す
と
頭
痛
が
し
た

り
、
眠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　
「
少
し
日
本
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
書
く
ス

キ
ル
は
今
一
つ
。
子
ど
も
っ
ぽ
い
文
章
し
か
書
け
な
か
っ

た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
意
識
的
に
他
人
の
文
章
を
真
似
て

書
く
練
習
を
し
ま
し
た
」

　
こ
う
し
て
数
か
月
、
夏
休
み
を
迎
え
た
イ
・
ヨ
ン
ス
ク

さ
ん
は
少
し
疲
れ
も
感
じ
て
い
た
。
帰
省
し
た
故
郷
で
は

「
日
本
語
の
世
界
か
ら
離
れ
よ
う
」
と
、
一
切
、
日
本
語
に

は
触
れ
な
か
っ
た
。

　
「
と
こ
ろ
が
日
本
に
戻
っ
て
く
る
と
、
日
本
語
が
す
ん

な
り
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。
自
分
で

も
、
と
て
も
不
思
議
で
し
た
。
お
酒
や
食
べ
物
が
時
間
を

か
け
て
美
味
し
く
熟
成
す
る
よ
う
に
、
私
の
身
体
の
な
か

に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
日
本
語
も
自
然
に
熟
成
し
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
」

　
夏
休
み
は
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
に
と
っ
て
、
も
う
一
つ

の
転
機
と
な
っ
た
。
留
学
先
を
東
京
大
学
か
ら
一
橋
大
学

へ
と
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
韓
国
に
い
た
頃
は
、
一
橋
大
学
の
名
前
す
ら
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
東
京
大
学
も
立
派
な
大
学
で
し
た
が
、
少

し
窮
屈
な
感
じ
が
し
て
私
に
は
合
わ
な
い
な
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
一
橋
大
学
は
自
由
で
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
な
気

風
が
あ
る
。
そ
こ
に
す
ご
く
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。
大
学

院
で
の
学
び
は
、
社
会
に
対
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視
点

と
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
自
由
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で

き
る
場
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
次
の
何
か
を
創
造
す

る
た
め
に
は
、
批
判
的
な
精
神
や
と
が
っ
て
い
る
も
の
を

受
容
す
る
環
境
が
不
可
欠
で
す
か
ら
」

　
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
の
関
心
が
、
文
学
作
品
が
描
き
出

す
人
間
の
「
感
情
」
よ
り
も
、
そ
の
感
情
が
紡
ぎ
出
さ
れ

る
社
会
の
あ
り
方
や
人
間
性
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
も
の

へ
強
く
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。
言
語
や

文
体
に
は
社
会
の
あ
り
方
が
関
与
し
て
お
り
、
そ
う
し
た

「
社
会
の
文
体
」
は
、
人
間
の
感
情
を
も
形
成
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
社
会
を
多
様
な
視
点
か
ら
と
ら
え
る
一
橋

語
学
力
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

日
本
留
学

　一橋大学に留学して初めて読ん
だ小説は太宰治の『ヴィヨンの妻』。
イ・ヨンスクさんにとって日本語の
学習書でもあった。
　ハナ・アーレント著作の『全体主義
の起原』は、大学院生時代に愛読し、
とても勇気づけられた本のひとつ。

『ヴィヨンの妻』太宰　治／著　新潮社刊
1950年12月20日発行
『全体主義の起原２』ハナ・アーレント／著　
大島通義、大島かおり／訳　みすず書房刊
1972年12月15日発行

言
語
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
を

考
え
る
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大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
は
、
言
語
を
社
会
と
の
か
か

わ
り
の
な
か
で
探
求
し
よ
う
と
し
た
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん

の
志
向
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
を
嫌
っ
て
い
た
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
の
気
持
ち

に
も
変
化
が
生
ま
れ
て
い
た
。

　
「
一
橋
大
学
の
修
士
課
程
で
学
び
始
め
て
か
ら

は
、
研
究
者
に
な
る
こ
と
に
迷
い
が
な
く
な
り
、

博
士
課
程
ま
で
進
も
う
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
当

時
は
、
外
国
人
で
、
ま
し
て
女
性
が
日
本
で
博
士

号
を
取
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
か
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
取
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま

し
た
ね
（
笑
）」

　

好
き
な
こ
と
や
自
分
が
決
め
た
こ
と
に
対
し
て

は
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
と
こ
と
ん
努
力
す
る
。

日
本
語
の
修
士
論
文
、
約
60
ペ
ー
ジ
を
１
日
３
〜

４
ペ
ー
ジ
の
ペ
ー
ス
で
書
き
続
け
た
。
そ
し
て
、

完
成
度
を
上
げ
、
よ
り
適
切
な
表
現
を
見
つ
け
る

た
め
に
、
も
う
一
度
冒
頭
か
ら
同
じ
ペ
ー
ス
で
書

き
直
す
。
こ
れ
を
数
回
繰
り
返
し
た
の
だ
っ
た
。

　
「
私
自
身
、
新
し
い
世
界
に
ド
キ
ド
キ
し
て
い

ま
し
た
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
出
会
い
の
な
か

で
、
走
り
続
け
ら
れ
る
自
信
が
芽
生
え
て
き
ま
し

た
。
自
信
を
持
つ
こ
と
は
、
前
へ
進
む
パ
ワ
ー
に

な
り
ま
す
。
自
信
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
へ
の
思
い

や
り
や
優
し
さ
が
培
わ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　
１
９
９
１
年
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
、
博
士
課
程
の

単
位
を
取
得
し
た
後
、
大
東
文
化
大
学
国
際
関
係
学
部
の

専
任
講
師
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
96
年
、
同
大
学
の
助
教
授

に
昇
任
。
同
年
、
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
で
博

士
号
を
取
得
す
る
。
そ
し
て
、
97
年
に
助
教
授
と
し
て
一

橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
に
着
任
し
、
母
校
で
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
道
を
歩
み
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に

携
わ
っ
た
当
初
は
、
世

界
の
ど
こ
で
で
も
通
用

す
る
研
究
者
に
な
る
こ

と
が
目
標
で
し
た
。
率

直
に
言
う
と
、
日
韓
の

懸
け
橋
に
な
ろ
う
と
い

っ
た
気
持
ち
は
希
薄
で

し
た
ね
。
で
も
、
今
は

私
自
身
の
気
持
ち
も
変

化
し
ま
し
た
。
使
命
感

と
い
う
ほ
ど
大
上
段
に

構
え
た
も
の
で
は
な

く
、
自
然
体
で
自
分
が

や
る
べ
き
こ
と
を
や
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

韓
国
の
人
々
の
な
か
に

は
、
今
で
も
日
本
や
日

韓
関
係
へ
の
葛
藤
が
あ

る
人
も
い
る
こ
と
は
事

実
で
す
。
そ
れ
を
乗
り

越
え
、
韓
国
と
日
本
が

手
を
携
え
て
い
く
こ
と

が
必
要
だ
と
思
う
。
韓
国
と
日
本
は
、
と
て
も
い
い
パ

ー
ト
ナ
ー
に
な
れ
る
の
に
、
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
と

思
い
ま
す
」

　

イ・ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
、
こ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ

で
日
韓
の
留
学
生
に
接
し
た
と
き
に
実
感
し
た
と
い
う
。

　
「
意
外
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
と
韓
国
の

留
学
生
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
し
、
お
互
い
に
一
番
仲

が
い
い
ん
で
す
。
ア
ジ
ア
人
同
士
と
い
う
以
上
に
、
感
性

に
近
い
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
他
者
や
他
文
化
な
ど
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、
視
野
を
広
げ

て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
を
客
観
的
に
見
直
す
契

機
と
も
な
る
。
国
際
的
な
共
生
社
会
を
実
現
す
る
礎
の
一

つ
に
な
り
、
学
問
や
研
究
を
深
め
る
バ
ネ
に
も
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
教
員
や
大
学
院
生
に
と
っ
て
は
、
ほ
か
の
人
の
研
究

の
あ
り
方
や
進
め
方
を
見
る
こ
と
で
、
自
分
の
研
究
の
あ

り
方
を
客
観
的
に
評
価
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。
韓

国
の
大
学
で
は
今
、
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
の
交
流
の

必
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す
し
、
私
自
身
も
積
極
的
に
か
か

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究

科
で
は
２
０
１
０
年
か
ら
ソ
ウ
ル
大
学
・
一
橋
大
学
・
カ

ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
よ
る
、
大

学
院
生
の
研
究
発
表
を
中
心
に
し
た
「
３
大
学
共
同
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
回
り
持
ち
で
開
催
し
て
い
る
。
３
回
目

に
あ
た
る
今
年
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
５
月
16
日
に
ソ

ウ
ル
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。

　
「
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
最
大
の
特
徴
は
、
多
言
語

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
的
な

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
が
共
通
語
で

あ
る
英
語
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
２
回

目
以
降
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
や
り
方
を
ガ
ラ
ッ

と
変
え
ま
し
た
。
発
表
す
る
と
き
の
言
語
は
、
韓
国
語
で

学生時代のスナップ。ウズベキスタンの研究者と共に。左がイ・ヨンスクさん。

日
本
と
韓
国
は

よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
れ
る

言
葉
を
超
え
て

通
じ
合
え
る
世
界
が
あ
る

24



も
日
本
語
で
も
英
語
で
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。
自
分
が
一
番
自
信

の
あ
る
言
語
で
発
表
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
」

　
こ
の
方
式
で
は
一
見
、
言
語
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て

相
互
理
解
を
弱
め
そ
う
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
発

表
内
容
に
つ
い
て
は
事
前
に
英
語
で
の
ペ
ー
パ
ー
を
配
布

す
る
た
め
、
言
語
に
よ
る
障
壁
は
想
像
以
上
に
低
い
と
い

う
。
逆
に
、
自
信
の
あ
る
言
語
で
発
表
す
る
こ
と
で
学
生

の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
で
き
、
他
言
語
へ
の
関
心
が
高
ま
る

と
い
う
効
果
が
あ
る
と
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
分
析
し

て
い
る
。

　
「
前
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、
学
生
が
自
ら
壁
を
乗

り
越
え
て
い
く
兆
し
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
が
学
生
の
成

長
に
つ
な
が
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
大
学
院
で
学
ぶ
学

生
は
、
学
問
や
論
文
作
成
で
ス
ト
レ
ス
の
多
い
生
活
を
送

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
別
の
風
を
入
れ
て
あ
げ
る
と
、
大

き
な
変
化
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
」

　
複
雑
化
し
、
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
変
化
し
て
い
る
現
代
社

会
で
は
、
学
生
た
ち
の
目
も
「
役
に
立
つ
ス
キ
ル
」
や
す

ぐ
に
効
果
の
出
る
取
り
組
み
の
ほ
う
に
い
き
が
ち
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
学
生
た
ち
に
は
「
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
と
て
も
好
き
だ
と
言
え
る
も
の
」
を
持
っ
て
ほ
し

い
と
イ・ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

　
「
ム
ダ
な
も
の
や
余
分
な
も
の
を
排
し
て
し
ま
う
と
、

本
当
の
意
味
で
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
力
は
生
ま
れ
な
い
と

思
い
ま
す
。
自
分
の
殻
を
自
分
で
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
価
値
や
も
の
を
つ
く
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
国
力
は
低
下
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
学
生
は
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
ま
す
し
、
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
力
も
持
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
、
ま

だ
ま
だ
底
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
一
橋
大
学
の
学
生

は
、
い
い
資
質
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ

学
生
の
お
尻
を
叩
く
だ
け
で
は
ダ
メ
。
す
ぐ
に
結
果
を
求

め
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
学
生
に
創
造
的
な
ゆ
さ
ぶ
り

を
か
け
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
教
員
も
変
わ
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　
留
学
生
と
し
て
来
日
し
て
か
ら
四
半
世
紀
、
イ
・
ヨ
ン

ス
ク
さ
ん
は
韓
国
の
大
学
と
の
交
流
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
準
備
で
、
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
年
に
数
回
、
韓

国
へ
戻
る
こ
と
は
あ
る
が
、
仕
事
の
拠
点
も
生
活
の
場
も

日
本
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。

　
「
修
士
課
程
を
終
え
た
頃
で
し
た
。
学
問
以
外
に
何
か

を
や
り
た
い
と
、
韓
国
の
伝
統
舞
踊
を
習
お
う
と
思
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
夏
休
み
に
少
し
習
う
ぐ
ら
い

で
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
長
く
韓
国
で
生
活
し
な
い
と
難

し
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
少
し
残
念
か
な
（
笑
）」

　
と
は
い
え
、
今
の
と
こ
ろ
韓
国
に
戻
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
と
言
う
。

　
「
日
韓
関
係
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
時
代
の
な
か
で
、

日
本
で
言
語
と
社
会
に
か
か
わ
る
研
究
と
教
育
に
携
わ
る

こ
と
が
で
き
て
ラ
ッ
キ
ー
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

私
は
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
な
い
で

す
し
、
そ
う
あ
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
に
き
て
長
く
な
り
ま
す
が
、
今
で
も
ふ
と
し
た
折
り

に
、
自
分
が
異
邦
人
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
感
覚
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
私

は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
自
由
に
、
気
軽
に
生
き
る

の
が
好
き
な
の
で
す
」

　
国
あ
る
い
は
そ
の
文
化
を
背
景
に
持
つ
人
間
だ
と
自
覚

し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
血
の
通
っ
た
グ
ロ

ー
バ
リ
ズ
ム
と
は
、
そ
こ
に
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
さ
ん
は
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会

研
究
科
の
教
員
紹
介
ペ
ー
ジ
に
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
寄
せ
て
い
る
。

　
「（
前
略
）
私
に
と
っ
て
研
究
の
出
発
点
は
、
現
在
の
世

界
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
疑
問
や
違
和
感
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ど
う
も
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
、
そ
の
疑
問
を

素
朴
に
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
論
文
と

い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
現
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
教
師

に
と
っ
て
も
学
生
に
と
っ
て
も
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
そ
の
よ

う
な
探
求
心
を
育
て
て
い
く
場
所
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で

い
ま
す
」
と
。

◆
イ･

ヨ
ン
ス
ク
（
李

淑
）

延
世
大
学
校
文
科
大
学
を
経
て
、

１
９
８
５
年
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、

１
９
９
１
年
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
。

１
９
９
６
年
社
会
学
博
士
（
一
橋
大
学
）。

１
９
９
７
年
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
助
教
授
、

２
０
０
１
年
同
教
授
。

『「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞
。

異
邦
人
で
あ
る
こ
と
の

心
地
よ
さ
を
楽
し
む
日
々
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私
は
現
在
「
金
融
論
」
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
テ
ー

マ
は
二
つ
に
枝
分
か
れ
し
、
一
つ
は
リ
ス
ク
管
理
や
保

険
に
関
し
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
専
門
家
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
金
融
機
関
や
金
融
プ
ル
ー

デ
ン
ス
政
策
（
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
政
策
）
を
研
究

対
象
と
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
金
融
実
務
家
な
ど
一

般
の
方
々
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
政
策
論
が
中
心
で
す
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
と
、
一
橋
大
学
が
提
唱
し
て
い

る
「
現
実
に
役
立
つ
実
学
」。
こ
の
両
極
を
手
が
け
な
が

ら
、
学
問
と
現
実
経
済
双
方
へ
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
後
者
の
金
融
機
関
・
政
策
の
研

究
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

現
在
、
金
融
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
や
金
融
規
制
の
面

で
焦
点
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
、
欧
米
の
金
融

機
関
の
利
益
追
求
行
動
が
あ
り
ま
す
。
２
０
０
０
年
前

後
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
後
の
景
気
失
速
を
受
け
た
ア
メ

リ
カ
は
、
さ
ら
に
景
気
を
腰
折
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、

当
時
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
議
長
・
グ
リ

ー
ン
ス
パ
ン
氏
の
も
と
で
「
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
・
プ
ッ

ト
」
と
呼
ば
れ
る
低
金
利
政
策
を
継
続
し
ま
し
た
。
以

降
数
年
間
に
わ
た
り
結
果
的
に
見
れ
ば
住
宅
価
格
バ
ブ

ル
が
続
き
ま
す
。
そ
の
過
程
で
投
資
銀
行
に
よ
る
非
常

に
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
、
利
益
至
上
主
義
と
も
い
え
る
経

営
が
横
行
し
ま
し
た
。
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻

を
引
き
金
に
世
界
的
な
金
融
恐
慌
が
起
こ
り
、
市
場
は

大
荒
れ
に
。
景
気
悪
化
を
恐
れ
た
金
融
監
督
行
政
は
大

き
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
科
さ
ず
、
金
融
機
関
を
つ
ぶ
さ

な
い
と
い
う
政
策
を
と
り
ま
し
た
。
し
か
し
将
来
を
見

す
え
る
と
、
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
利
益
を
追
求
す
る
金
融

機
関
の
暴
走
は
抑
え
た
い
。
公
共
的
な
役
割
を
持
つ
銀

行
が
「
い
ざ
と
な
れ
ば
政
府
や
国
民
が
税
金
で
助
け
て

く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
期
待
す
る
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の

再
燃
も
避
け
た
い
。
そ
こ
で
今
後
は
ど
の
よ
う
な
金
融

ル
ー
ル
が
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
金
融

と
は
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
も
と
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い

う
前
提
を
無
視
す
る
こ
と
で
す
。
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
、

効
率
的
な
資
産
分
配
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
は
収
入
が
な

い
が
、
将
来
の
収
入
を
あ
て
に
し
て
ロ
ー
ン
を
組
み
、

家
や
車
を
買
う
。
こ
れ
も
リ
ス
ク
と
い
う
概
念
が
あ
れ

ば
こ
そ
。
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
生
活
は

豊
か
に
な
り
う
る
。
そ
の
事
実
を
無
視
し
て
リ
ス
ク
・
ゼ

ロ
の
ル
ー
ル
を
つ
く
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

問
題
は
過
度
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
あ
り
ま
す
が
、
で

は
ど
の
程
度
の
リ
ス
ク
テ
イ
ク
な
ら
ば
最
適
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
が
難
し
い
の
で
す
。

　

現
在
ア
メ
リ
カ
で
は
国
民
感
情
を
考
え
て
、
金
融
機

関
の
行
動
範
囲
を
せ
ば
め
る
よ
う
な
規
制
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
厳
し
く
し
す
ぎ
る
の
は
問
題
で
す
。

悪
化
し
た
景
気
が
回
復
に
向
か
う
と
き
、
資
産
が
豊
富

な
い
わ
ゆ
る
「
持
て
る
側
」
と
、
そ
う
で
な
い
国
民
の

懐
具
合
の
あ
い
だ
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ギ
ャ
ッ
プ

が
生
じ
る
も
の
で
す
。
回
復
期
に
は
金
利
が
下
が
り
、

「
持
て
る
側
」
は
よ
り
資
金
調
達
を
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
東
京
駅
周
辺
の
再
開
発
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
状
況

は
、
一
般
の
人
が
持
つ
景
気
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
必
ず
し

も
直
結
し
ま
せ
ん
。
で
も
こ
れ
は
景
気
回
復
の
ド
ラ
イ

ビ
ン
グ
パ
ワ
ー
に
な
り
う
る
の
で
、
融
資
な
ど
金
融
機

関
の
行
動
を
制
限
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
た

だ
し
、
緩
め
す
ぎ
る
の
も
危
険
で
す
。
景
気
が
過
熱
し

て
く
る
と
今
度
は
お
金
が
余
っ
て
し
ま
い
、
融
資
先
に

困
っ
た
金
融
機
関
が
リ
ス
ク
を
考
え
ず
に
投
資
す
る
よ

う
に
な
る
。
す
る
と
先
ほ
ど
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
再

燃
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
厳
し
す
ぎ
て

も
、
緩
め
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
の
で
す
。
本
当
に
最
適

な
金
融
ル
ー
ル
と
は
何
か
。
専
門
家
全
員
が
模
索
を
続

け
て
い
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

　
経
済
・
金
融
な
ど
社
会
科
学
の
難
し
さ
は
、
自
然
科
学

と
違
っ
て
実
験
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
と
な

る
と
、
ど
う
し
て
も
歴
史
を
振
り
返
っ
て
教
訓
を
得
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
過
去
に
起
き
た
こ
と
と
現

在
の
問
題
と
で
は
、
必
ず
し
も
状
況
が
一
致
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
さ
ら
な
る
困
難
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
２
０
０
０
年
代
後
半
の
金
融
恐
慌

後
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、
１
９
３
０
年
代
の
世
界
恐

慌
後
の
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
１
９
３

０
年
代
半
ば
以
降
、
ア
メ
リ
カ
は
10
年
で
マ
ネ
ー
サ
プ

中村  恒
Hisashi Nakamura

商学研究科准教授研 究 室 訪 問
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リスクテイクに「ほどほどの規制」は可能か

歴
史
と
の
比
較
を
困
難
に
す
る

証
券
化
型
金
融

金
融
の
大
前
提
に
あ
る

リ
ス
ク
テ
イ
ク
行
動
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ラ
イ
を
３
倍
に
増
や
す
ほ
ど
金
融
拡
張
政
策
を
と
り
ま

し
た
。「
本
当
に
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
い
の
⁉
」
と

も
思
い
ま
す
が
、
一
方
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
に
も

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
積
極
的
に
金
融
拡
張
策
を
と
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
１
９
３
０
〜
40
年
代
当
時
は
物
価
統
制
を
し
て

い
た
た
め
実
態
を
反
映
す
る
詳
し
い
物
価
デ
ー
タ
が
な

く
、
そ
の
後
第
二
次
世
界
大
戦
で
戦
勝
国
に
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
な
か
な
か
比
較
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
、
過
去
と
の
比
較
を
難
し
く
し
て
い
る
問

題
に
「
証
券
化
型
金
融
の
進
行
」
が
あ
り
ま
す
。
証
券

化
の
も
と
で
、
規
制
が
か
か
っ
た
従
来
型
の
銀
行
業
の

枠
外
、
つ
ま
り
投
資
銀
行
や
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る

シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
な
ど
従
来
に
は
な
い
金
融
取
引
が
増
え
、
金

融
シ
ス
テ
ム
自
体
が
進
化
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

も
と
も
と
資
本
主
義
の
世
界
で
は
、
規
制
回
避
行
動

（
ま
た
は
規
制
裁
定
行
動
）
と
い
っ
て
、
既
存
の
規
制
を

逃
れ
よ
う
、
規
制
の
網
を
く
ぐ
っ
て
利
益
に
走
ろ
う
と

す
る
行
動
が
起
こ
り
ま
す
。
規
制
を
厳
し
く
す
る
と
、

新
し
い
利
益
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
証
券
化
を
通
じ

て
金
融
危
機
が
悪
化
し
た
こ
と
は
事
実
で
す
か
ら
、
規

制
回
避
行
動
を
起
こ
さ
せ
な
い
規
制
を
も
う
け
、
シ
ャ

ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
の
生
成
を
防
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
過
度
な
利
益
追
求
は
規
制
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
人
々
の
国
民
生
活
を

豊
か
に
で
き
る
と
い
う
、
金
融
そ
の
も
の
の
役
割
を
損

な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
「
程
度
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
あ
る
有
名
な
経
済
学
者
は
、
リ
ス
ク
・
ゼ
ロ
の
銀
行
業

を
「
速
度
制
限
を
し
て
い
る
カ
ー
レ
ー
ス
」
に
た
と
え

ま
し
た
。
た
し
か
に
、
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
カ
ー
レ
ー
ス

で
速
度
制
限
を
し
た
ら
、
カ
ー
レ
ー
ス
の
存
在
意
義
は

損
な
わ
れ
ま
す
。
現
代
の
私
た
ち
が
リ
ス
ク
の
あ
る
取

引
を
や
め
る
の
は
、
自
給
自
足
の
生
活
に
戻
る
こ
と
と

同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
過
度
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
行
動

を
抑
え
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
な
か
で
、
な
か
な
か
歴

史
か
ら
も
学
び
き
れ
な
い
新
し
い
取
引
が
増
え
て
い
ま

す
。
私
た
ち
専
門
家
の
悩
み
は
つ
き
ま
せ
ん
。

　
最
後
に
、
経
済
・
金
融
の
人
文
学
的
・
人
間
行
動
学
的

な
側
面
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
景
気
の

回
復
期
は
低
金
利
に
よ
っ
て
資
金
を
集
め
や
す
く
な
る

と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
銀
行
は
、
景
気
を

拡
大
基
調
に
戻
し
て
い
く
う
え
で
土
地
開
発
・
建
築
な
ど

の
確
実
で
わ
か
り
や
す
い
事
業
に
融
資
す
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
様
子
を
見
て
不
満
を
く
す
ぶ
ら

せ
、
金
融
機
関
が
破
綻
し
た
暁
に
は
「
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー

を
！
」
と
訴
え
る
国
民
感
情
。
規
制
が
厳
し
く
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
規
制
を
か
い
く
ぐ
ろ
う
と
す
る
シ
ャ
ド
ー
バ
ン

キ
ン
グ
。
す
べ
て
が
き
わ
め
て
人
文
学
的
な
行
動
で
あ

り
、
人
間
行
動
学
的
な
分
析
が
求
め
ら
れ
る
│
│
そ
う

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
か
つ
て
東
京
大
学
大
学
院
で
専
任
講
師
を
務
め

る
か
た
わ
ら
、
２
０
０
６
〜
10
年
の
５
年
間
、
毎
年
１

〜
３
か
月
程
度
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
研
究

部
署
で
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
偶
然
に
も
２

０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
前
後
の
ア
メ
リ
カ

を
、
肌
で
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き

に
得
た
知
識
や
議
論
を
も
と
に
、
最
近
で
は
「
バ
ー
ゼ

ル
Ⅲ
」
な
ど
の
金
融
監
督
・
規
制
に
つ
い
て
、
日
本
も
含

め
た
各
国
の
取
り
組
み
・
国
際
協
調
の
あ
り
方
に
対
し
て

意
見
を
求
め
ら
れ
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
一
橋

大
学
で
は
さ
ら
に
金
融
機
関
・
政
策
の
研
究
を
深
め
、
学

生
の
皆
さ
ん
に
知
見
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。（
談
）
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融
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医
療
経
済
学
と
は
、
医
療
に
関
す
る
問
題
を
扱

う
経
済
学
の
一
分
野
。
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
性
の

測
定
、
薬
の
費
用
対
効
果
、
看
護
師
の
給
与
や
組

織
論
と
し
て
の
医
療
機
関
の
問
題
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
テ
ー
マ
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で

私
は
医
療
保
険
制
度
お
よ
び
医
療
費
の
問
題
を
主

領
域
と
し
、
国
や
地
方
の
財
政
、
地
方
分
権
と
の

関
係
性
の
な
か
で
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の

点
に
お
い
て
は
、
一
橋
大
学
に
赴
任
し
た
こ
と
で
、

税
財
政
制
度
の
研
究
環
境
に
優
れ
て
い
る
う
え
、

財
務
省
や
日
銀
出
身
の
同
僚
た
ち
と
は
政
策
決
定

過
程
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
と
議
論
で
き
て
、
大
い
に

役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
つ
東

京
医
科
歯
科
大
学
で
は
、
医
学
部
生
向
け
の
講
義

や
医
学
部
の
倫
理
委
員
会
な
ど
を
通
し
て
学
ぶ
こ

と
も
多
い
で
す
。

　

私
の
研
究
領
域
に
お
け
る
現
在
ホ
ッ
ト
な
テ
ー
マ

の
一つ
は
、
日
本
に
お
け
る
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
問

題
で
す
。
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
と
は
、「
日
常
よ
く
遭

遇
す
る
病
気
や
健
康
問
題
の
大
部
分
を
患
者
中
心

に
解
決
す
る
だ
け
で
な
く
、
医
療
・
介
護
の
適
正
利

用
や
予
防
、
健
康
維
持
・
増
進
に
お
い
て
も
、
利
用

者
と
の
継
続
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
築
き
な
が

ら
、
地
域
内
外
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
と
連
携
す
る
ハ
ブ

機
能
を
持
ち
、
家
族
と
地
域
の
実
情
と
効
率
性
を

考
慮
し
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
」
の
こ
と
。
つ
ま

り
、「
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
健
康
上
の
問
題
や
疾
病
に

対
し
、
総
合
的・継
続
的・全
人
的
に
対
応
す
る
地
域

の
保
健
医
療
福
祉
機
能
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
専
門
に
担
う
医
師
は
、

こ
の
制
度
が
進
ん
で
い
る
国
々
で
はGeneral 
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ily Physician

（
家
庭
医
）

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
臓
器
別
の
専
門
医
と
明
確
に
区

別
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
医
は
、
医
学
部
を
卒
業
後

３
〜
５
年
の
専
門
研
修
を
受
け
、
家
庭
医
の
専
門

医
試
験
に
合
格
し
て
認
定
さ
れ
る
と
い
う
ス
ペ
シ
ャ

リ
テ
ィ
が
確
立
し
て
い
ま
す
。

　

プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
次
の

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
健
康
上
の
問
題
の

80
〜
90
％
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
の
段
階
で
解
決

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
家
庭
医
で
は
対
処
で

き
な
い
重
篤
な
病
気
の
場
合
に
の
み
、
最
適
な
専

門
医
や
病
院
で
の
診
療
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。
こ

の
機
能
はgate keeping

と
呼
ば
れ
、
最
初
か
ら

大
病
院
に
人
が
集
中
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

もgate keeping

は
ご
く
一
部
の
役
割
で
す
。

　

カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ

な
ど
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
重
視
し
た
費
用
対
効
果

の
高
い
医
療
制
度
を
国
を
挙
げ
て
指
向
し
て
い
る

国
々
で
は
、
診
療
所
は
１
か
所
に
つ
き
数
人
の
家
庭

医
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
交
代
で
24
時
間
３

６
５
日
対
応
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
い
つ
で
も
、

ど
ん
な
症
状
で
も
対
応
し
て
も
ら
え
る
」
と
い
う
安

心
感
を
住
民
に
提
供
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
担
当
す
る
家
庭
に
起
こ
る
健
康
問
題
す

べ
て
を
地
域
で
継
続
し
て
ケ
ア
し
て
い
る
の
で
、
家

庭
医
は
家
族
の
体
質
や
既
往
症
か
ら
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
、
価
値
観
ま
で
理
解
し
、
健
康
維
持
や
介
護
の

ア
ド
バ
イ
ス
か
ら
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
ま
で
ス
ム
ー
ズ

に
行
い
や
す
い
と
い
う
特
徴
も
あ
り
ま
す
。で
す
か

ら
家
庭
医
はdoctors of fi rst and last resort

（
最
初
に
出
会
い
、
最
後
ま
で
関
わ
る
医
師
）
と
い
え

る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
医
療
費
を
抑
制
す
る
と
い
う
点
で
大

変
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
発
揮
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ

イ
マ
リ
・
ケ
ア
先
進
国
で
は
、
住
民
は
必
ず
1
か
所

の
プ
ラ
イ
マ
リ・ケ
ア
の
診
療
所
に
登
録
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
１
人
の
家
庭
医
は
２
０
０
０
人
ほ
ど
を
受

け
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
２
０
０
０

人
の
う
ち
診
療
所
に
行
く
の
は
一
部
の
人
に
限
ら
れ

る
の
で
す
が
、
診
療
所
が
手
に
す
る
医
療
報
酬
は
人

頭
払
い
と
成
果
払
い
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
て
、
患
者
が
来
て
も
来
な
く
て
も
運
営
が
成

り
立
つ
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
余
計
な
検
査
や
投
薬
を
し
て
医
療
報
酬
を
得
る

必
要
性
が
な
く
、
医
療
費
の
抑
制
に
つ
な
が
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
国
々
で
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・

ケ
ア
に
は
全
医
療
費
の
多
く
て
一
割
程
度
し
か
使
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
過
少
医
療
に
な
ら
な
い

よ
う
に
診
療
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
や
医
療
の
質

の
監
視
は
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
の
日
本
で
は
、こ
う
し
た
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア

と
い
う
概
念
は
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
門
研
修
を

受
け
た
家
庭
医
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。

病
院
で
内
科
を
研
修
し
た
り
、
た
だ
地
域
に
い
て
数

年
医
療
に
従
事
す
れ
ば
身
に
つ
く
程
度
の
も
の
だ
と

思
わ
れ
て
お
り
、一般
の
開
業
医
や
病
院
の
外
来
に
お

け
る
内
科
医
、小
児
科
医
な
ど
が
「
か
か
り
つ
け
医
」

と
し
て
家
庭
医
の
機
能
の一部
を
担
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
状
態
が
長
ら
く
続
い
て
い
る
の
で
す
。

　

世
界
標
準
の
家
庭
医
と
日
本
の
開
業
医
と
の
大
き

な
違
い
は
、
家
庭
医
は
患
者
の
診
療
だ
け
で
な
く
、

地
域
全
体
の
健
康
に
関
す
る
問
題
を
診
断
し
、
そ
の

解
決
の
た
め
に
健
康
資
源
を
有
機
的
に
調
整
し
地
域

包
括
ケ
ア
を
計
画
・
実
践
し
て
い
く
能
力
を
訓
練
に
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療
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療
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療
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テ
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よ
っ
て
身
に
つ
け
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
家
庭
医
の

も
と
に
は
地
域
住
民
の
健
康
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
蓄

積
さ
れ
て
お
り
、
診
療
に
当
た
る
と
と
も
に
地
域
医

療
に
関
す
る
研
究
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
特
化
し
た
診
療
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
、
患
者
に
と
っ
て
身
体
的
に
も

経
済
的
に
も
負
担
の
少
な
い
、
か
つ
高
質
な
医
療
が

受
け
ら
れ
る
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
日
本
に
お
い
て
は
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
が
未
整
備
状

態
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
療
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。
そ
の
最
た
る
問
題
は
、
病
院
医
療
に
不

必
要
な
負
荷
が
か
か
り
、
医
療
資
源
の
非
効
率
的
な

消
費
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
医
療
シ
ス
テ
ム
全
体

の
非
効
率
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
ち
ょ
っ
と
頭
痛
が
す
る
だ

け
で
、
大
学
病
院
の
外
来
に
行
く
と
い
う
人
が
と
て

も
多
く
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
循
環
器
内
科

や
消
化
器
外
科
、
整
形
外
科
、
泌
尿
器
科
、
産
婦

人
科
、
さ
ら
に
は
脳
外
科
や
心
療
内
科
な
ど
、
か

な
り
専
門
分
化
さ
れ
た
レ
ベ
ル
の
外
来
ま
で
一
般
人

が
選
択
し
て
受
診
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

た
め
、
１
人
の
患
者
が
い
く
つ
か
の
科
を
回
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
科
で
検
査
を
受
け
る
と
い
っ
た
重
複
も
生

じ
て
い
ま
す
。
こ
の
弊
害
は
慢
性
疾
患
を
複
数
持
つ

高
齢
者
に
特
に
深
刻
な
問
題
で
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
の
保
険
医
療
制
度
は
出
来
高
払

い
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
医
療
機
関
側
に
ど
う
し

て
も
多
め
の
検
査
や
投
薬
を
し
て
報
酬
を
得
よ
う
と

い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
構
図
が
あ
り
ま
す
。

海
外
の
医
療
関
係
者
が
一
様
に
驚
く
こ
と
に
、
日
本

で
は
子
ど
も
の
頭
部
で
も
放
射
線
被
ば
く
の
恐
れ
が

あ
る
Ｃ
Ｔ
検
査
が
気
軽
に
行
わ
れ
て
い
る
現
状
が
あ

り
ま
す
。
有
益
性
を
示
す
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な
い
の
に

大
学
の
専
門
科
で
最
先
端
の
医
療
科
学
研
究
に
従

事
す
る
医
師
が
一
流
で
あ
り
、
地
域
で
プ
ラ
イ
マ
リ・

ケ
ア
に
当
た
る
の
は
二
流
の
医
師
が
す
る
こ
と
、
と

い
っ
た
思
潮
が
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
な

ど
も
、
実
際
に
日
々
の
医
療
現
場
で
起
き
て
い
る
医

療
ニ
ー
ズ
は
、
大
腿
骨
頸
部
を
骨
折
し
た
80
歳
女

性
に
手
術
は
行
う
べ
き
か
否
か
、
認
知
症
を
発
症

し
た
人
に
ど
の
よ
う
な
生
活
指
導
を
す
べ
き
か
、
と

い
っ
た
今
を
生
き
る
人
に
と

っ
て
の
切
実
な
問
題

で
あ
り
、
そ
う
し

た
問
題
に
対

処
す
る
こ
と

が
ラ
ッ
ト

で
遺
伝
子

の
変
化
を

研
究
す
る

こ
と
よ
り

劣
る
こ
と

か
ど
う
か

も
甚
だ
疑
問

だ
と
思
い
ま

す
。
一
方
、
乳
が

ん
の
遺
伝
子
レ
ベ
ル
の

最
先
端
治
療
に
従
事
し
て

い
る
医
師
が
、
が
ん
治
療
が
落
ち
着
い
た
あ
と
も
患

者
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
相
談
に

応
じ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
医

師
ら
は
、「
我
々
は
乳
が
ん
治
療
に
関
し
て
は
最
新

の
知
識
を
持
っ
て
い
る
が
、
頭
痛
の
相
談
を
さ
れ
て

も
専
門
外
だ
。
か
と
い
っ
て
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・ケ
ア
の

高
質
な
専
門
医
は
日
本
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
仕

方
な
く
自
分
た
ち
が
こ
う
し
た
患
者
の
対
応
を
し

て
い
る
」
と
言
い
ま
す
。

Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
や
Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
診
な
ど
の
人
間
ド
ッ
ク

を
頻
繁
に
行
う
の
も
日
本
の
医
療
制
度
の
特
徴
で

す
。
日
本
の
Ｃ
Ｔ
普
及
率
は
世
界
一
高
く
、
ア
メ
リ

カ
の
３
倍
近
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
10
倍
以

上
で
す
。
医
療
技
術
の
発
達
と
い
う
面
で
は
喜
ば
し

い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
身
体
的
・
経
済
的
副

作
用
も
大
き
い
と
い
え
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
イ

ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・ケ
ア
に
お

い
て
は
、
で
き
る
だ
け
身
体
的
・
経
済
的
負
荷
の
か

か
る
Ｃ
Ｔ
検
査
は
控
え
る
べ
き
と
い
う
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
な
ぜ
日
本
に
プ
ラ
イ
マ

リ
・
ケ
ア
の
導
入
が
進
ま
な
い
の

か
。
そ
の
大
本
に
は
、
日
本
の
医

療
政
策
を
担
う
人
々
の
多
く
が
専

門
性
の
高
い
（
し
た
が
っ
て
医
療
費

も
飛
び
抜
け
て
高
い
）
医
療
を
指
向
す

る
ア
メ
リ
カ
で
の
留
学
・
滞
在
経
験
を
持

ち
、
地
域
医
療
や
家
庭
医
療
制
度
の
整
備
を

国
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
き
た
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン

ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
医
療
制
度
を
学
ぶ
機

会
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重

視
し
問
診
と
身
体
診
察
を
中
心
と
し
た
診
療
で
、

不
必
要
な
検
査
や
投
薬
を
控
え
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど

の
医
療
を
「
遅
れ
て
い
る
」
と
評
価
す
る
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
人
体
に
対
し
て
必
要
以
上
に
検

査
や
投
薬
を
行
う
こ
と
が
、
本
当
に
先
進
的
と
い

え
る
の
か
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
で
は
、

　

日
本
で
も
、
こ
れ
ま
で
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
体
制

を
整
備
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
支
払
い
制
度
を
導

入
す
べ
き
と
い
う
議
論
が
何
度
か
行
わ
れ
て
は
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
都
度
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
既
得
権

益
を
失
う
人
々
な
ど
の
反
対
で
潰
さ
れ
て
き
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
『
大
往
生

し
た
け
り
ゃ
医
療
と
か
か
わ
る
な
』（
中
村
仁
一
著
、

幻
冬
舎
刊
）
と
い
う
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
み
て
も
、
過
剰
な
医
療
に
対
す
る
人
々

の
問
題
意
識
は
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
積
年
の
問
題
で
あ
る
「
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
」
が
ま
さ
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
生

活
者
に
と
っ
て
切
実
な
、
プ
ラ
イ
マ
リ・ケ
ア
の
よ
う

な
医
療
現
場
の
改
革
に
は
議
論
が
及
ん
で
い
ま
せ

ん
。
も
っ
ぱ
ら
財
政
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
議
論
が

主
で
、
こ
れ
で
は
国
民
の
納
得
と
支
持
を
得
る
こ
と

は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
政
治
家
や
マ
ス
コ
ミ
は
プ

ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
め
ぐ
る
問
題
を
も
っ
と
勉
強
し
、

日
本
の
医
療
制
度
改
革
を
よ
り
本
質
的
な
も
の
に

す
べ
く
議
論
を
起
こ
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
医

療
経
済
学
は
、
こ
う
し
た
改
革
に
役
立
つ
材
料
を
提

供
で
き
る
は
ず
で
す
。（
談
）
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尖
閣
列
島
の
領
有
権
確
定
に
関
す
る
日
本
政
府
の
公
式
見
解

は
、「
尖
閣
諸
島
は
、
１
８
８
５
年
以
降
政
府
が
沖
縄
県
当
局

を
通
ず
る
等
の
方
法
に
よ
り
再
三
に
わ
た
り
現
地
調
査
を
行
な

い
、
単
に
こ
れ
が
無
人
島
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
清
国
の
支
配

が
及
ん
で
い
る
痕
跡
が
な
い
こ
と
を
慎
重
確
認
の
上
、

１
８
９
５
年
１
月
14
日
に
現
地
に
標
杭
を
建
設
す
る
旨
の
閣
議

決
定
を
行
な
っ
て
正
式
に
わ
が
国
の
領
土
に
編
入
す
る
こ
と
と

し
た
」（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
つ

い
て
の
基
本
見
解
」）
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
言
い
か
た
は
正

し
い
と
も
い
え
る
し
、
問
題
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
で
は
ど
の

よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
日
本
に
よ
る
台
湾
の
植

民
地
化
の
経
緯
を
考
え
る
こ
と
で
、
や
や
遠
回
り
な
が
ら
そ
の

こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
日
清
戦
争
の
結
果
、
台
湾
お
よ
び
遼
東
半
島
の
割
譲
と
賠
償

金
の
支
払
い
を
条
件
と
し
て
、
清
国
と
日
本
は
講
和
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。そ
の
後
の
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
日
本
は
遼
東
半
島
の

割
譲
を
あ
き
ら
め
、
台
湾
の
み
を
植
民
地
化
す
る
こ
と
と
な
っ

た
わ
け
だ
が
、
で
は
な
ぜ
台
湾
の
割
譲
を
要
求
し
た
の
か
と
い

う
と
、
そ
れ
は
一
種
の
謎
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
も
そ
も
こ
の
戦
争
の
目
的
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、
台
湾
と
は
何
の
関
係

も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
台
湾
の
割
譲
要
求
は
、
講
和
条
件
を

ど
う
す
る
か
を
検
討
す
る
中
で
、
突
然
浮
上
し
て
き
た
も
の
で

あ
っ
て
、本
来
の
戦
争
目
的
や
戦
争
の
経
緯
か
ら
い
え
ば
、す
じ

ち
が
い
も
い
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
時
点
で

台
湾
の
こ
と
が
浮
上
し
て
き
た
に
つ
い
て
は
、
理
由
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
一
八
七
四
（
明
治

七
）
年
の
台
湾
出
兵
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
台
湾
出
兵
と
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
宮
古
島
の
島
民

ら
六
九
名
が
、
年
貢
を
納
め
に
那
覇
へ
行
っ
た
帰
途
に
難
破

し
、
台
湾
南
端
に
漂
着
（
三
名
が
上
陸
時
に
溺
死
）、
そ
の
う

ち
五
四
名
が
台
湾
原
住
民
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
機
と
し
て
行

わ
れ
た
、
近
代
日
本
最
初
の
海
外
出
兵
で
あ
る
。
殺
害
の
理
由

は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
身
代
金
に
当
た
る
も
の
を
期
待

し
た
の
が
、
大
挙
し
て
逃
げ
出
し
た
た
め
に
、
襲
撃
、
殺
害
に

及
ん
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
生
存
者
十
二
名
は
清
国
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
、
翌
年
六
月
福
州
か
ら
那
覇
へ
送
還
さ
れ
た
。
同
じ
こ

ろ
こ
の
知
ら
せ
は
鹿
児
島
へ
も
伝
わ
り
、
鹿
児
島
参
事
大
山
綱

良
は
鹿
児
島
か
ら
台
湾
へ
の
問
罪
の
た
め
の
出
兵
を
政
府
へ
上

申
し
、
ま
た
鹿
児
島
に
い
た
樺
山
資
紀
は
た
だ
ち
に
上
京
、
出

兵
実
現
の
た
め
さ
か
ん
に
運
動
し
た
。
樺
山
は
の
ち
の
日
清
戦

争
時
に
は
海
軍
軍
令
部
長
、
戦
後
初
代
の
台
湾
総
督
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
政
府
も
出
兵
の
方
向
に
動
く
が
、

そ
の
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
が
必
要
だ
っ
た
。
ひ
と
つ

は
こ
の
年
十
月
琉
球
王
尚
泰
を
琉
球
藩
王
と
し
た
こ
と
で
、

こ
れ
は
出
兵
の
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

宮
古
島
島
民
が
日
本
国
民
で
な
け
れ
ば
出
兵
の
名
分
は
立
た

な
い
わ
け
だ
か
ら
、
琉
球
の
帰
属
の
明
確
化
は
出
兵
の
大
き

な
前
提
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
ア
メ
リ
カ
公
使
デ
・
ロ
ン
グ

の
紹
介
で
ル・ジ
ャ
ン
ド
ル
を
政
府
顧
問
と
し
た
こ
と
だ
。
ル・

ジ
ャ
ン
ド
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
厦
門
領
事
だ
っ
た
が
、
在
任
中

に
ア
メ
リ
カ
船
ロ
ー
バ
ー
号
が
台
湾
へ
漂
着
し
原
住
民
族
の

被
害
に
あ
っ
た
事
件
で
、
清
国
政
府
が
原
住
民
族
は
「
化
外

の
民
」
で
あ
り
、
清
国
の
管
轄
外
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
責

任
を
回
避
す
る
態
度
に
業
を
煮
や
し
、
直
接
原
住
民
族
地
域

に
乗
り
込
み
、
頭
目
の
ト
ー
キ
ト
ク
と
の
間
に
漂
着
民
保
護

の
条
約
を
結
ん
だ
経
験
を
持
つ
。
ル
・
ジ
ャ
ン
ド
ル
は
清
国
に

よ
る
漂
着
民
の
保
護
が
期
待
で
き
な
い
の
な
ら
、
日
本

に
原
住
民
族
地
域
を
領
有
、
管
轄
さ
せ
る
こ
と

を
得
策
と
考
え
た
。
ル
・
ジ
ャ
ン
ド
ル
に

よ
れ
ば
台
湾
の
東
部
地
域
（
原

住
民
族
地
域
）
は
清
朝
の

管
轄
の
及
ば
な
い

「
無
主
地
」

で
あ
り
、

「
無
主
地
」
で
あ
れ

ば
「
先
占
」
の
原
理
が
働

く
、
す
な
わ
ち
先
に
領
有
を
宣
言

し
た
国
家
の
領
土
と
な
る
、
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
日
本
は
ル
・
ジ
ャ
ン
ド
ル
を
顧
問
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
兵
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
支
持
を
取
り

付
け
、
行
動
の
指
針
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
前
提
は
、
七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
、
副

島
種
臣
外
務
卿
が
日
清
修
好
条
規
批
准
の
た
め
渡
清
、
台
湾

新企画
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は
化
外
の
地
、
と
の
清
国
の
言
質
を
得
て
七
月
に
帰
国
し
た

こ
と
で
、
こ
こ
に
出
兵
の
条
件
は
整
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

直
後
に
征
韓
論
争
が
勃
発
し
、
出
兵
は
一
時
頓
挫
、
実
際

の
出
兵
は
大
久
保
利
通
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

大
久
保
利
通
、
大
隈
重
信
は
七
四

（
明
治
七
）
年
二
月
「
台
湾

蕃
地
処
分
要
略
」
を

提
出
、
政
府

は
出
兵

を
閣
議
決
定

し
、
四
月
台
湾
蕃
地
事

務
局
（
長
官
大
隈
重
信
）
を

設
置
し
た
。
こ
こ
で
英
米
が
出
兵
に

反
対
し
た
た
め
、
政
府
は
一
時
出
兵
中
止
に

傾
く
が
、
西
郷
従
道
が
反
対
を
押
し
切
っ
て
出
兵
し

た
。
遠
征
軍
の
顔
ぶ
れ
は
、台
湾
蕃
地
事
務
都
督
西
郷
従
道
、

参
軍
谷
干
城
、
赤
松
則
良
、
参
謀
佐
久
間
左
馬
太
、
福
島
九

成
ら
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
う
ち
西
郷
は
日
清
戦
争

時
の
海
軍
大
臣
、
佐
久
間
は
第
五
代
の
台
湾
総
督
と
し
て
原

住
民
族
地
区
の
本
格
的
支
配
（
「
理
蕃
」
政
策
）
を
推
進
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
間
樺
山
資
紀
は
台
湾
視
察
を
命
じ
ら
れ
、
副
島
種
臣

の
対
清
交
渉
に
つ
き
あ
っ
た
後
、
英
語
、
中
国
語
習
得
の
た

め
に
香
港
に
留
学
し
て
い
た
水
野
遵
ら
と
と
も
に
渡
台
、
台

湾
各
地
を
視
察
し
た
の
ち
、
現
地
で
遠
征
軍
と
合
流
し
た
。

水
野
遵
は
樺
山
が
台
湾
総
督
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
下
で
初

代
の
民
政
局
長
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
顔
ぶ
れ
を
見
た
だ
け

で
も
、
こ
の
出
兵
が
の
ち
の
台
湾
支
配
と
密
接
に
関
連
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

遠
征
軍
は
五
月
台
湾
南
端
の
車
城
付
近
に
上
陸
、
石
門
で

の
戦
闘
を
経
て
、
牡
丹
社
、
高
士
仏
（
ク
ス
ク
ス
）
社
を
占

領
し
た
。
戦
闘
は
こ
の
と
き
だ
け
で
、
以
後
は
山
奥
に
こ
も
っ

た
各
原
住
民
部
族
の
帰
順
工
作
に
つ
と
め
た
。
戦
闘
そ
の
も
の

は
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
が
、
マ
ラ
リ
ア
が
蔓
延
し
、
病
死
者

が
相
次
い
だ
。
大
久
保
利
通
は
こ
の
間
渡
清
し
て
講
和
交
渉
を

行
い
、
償
金
五
十
万
両
を
得
て
撤
兵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
撤

兵
は
十
二
月
、
出
兵
総
数
は
三
六
五
八
名
、
う
ち
戦
死
者
十
二

名
、
病
死
者
五
六
一
名
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。

　

こ
の
出
兵
の
目
的
と
し
て
は
三
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
不
平
士
族
の
不
満
を
外
征
に
そ
ら
す
こ
と
、
特
に
薩
摩

士
族
を
な
だ
め
、
西
郷
隆
盛
の
中
央
へ
の
復
帰
の
一
助
と
す
る

こ
と
だ
っ
た
。
出
兵
軍
に
約
三
〇
〇
名
の
薩
摩
の
徴
集
隊
を
ふ

く
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
琉

球
処
分
と
の
関
係
。
出
兵
の
直
接
の
目
的
が
琉
球
帰
属
問
題
の

解
決
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
琉
球
の
帰
属
問
題
が
出
兵

と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
出
兵
は
琉
球
問
題
と

大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
出
兵
の
背
景
と
し
て
台

湾
の
領
有
が
企
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
と
思
う
。

　
台
湾
東
部
の
占
領
、
確
保
は
は
や
く
ル
・
ジ
ャ
ン
ド
ル
の
勧

め
て
い
た
こ
と
だ
が
、
英
米
が
出
兵
反
対
に
回
っ
た
こ
と
で
、

大
久
保
ら
は
台
湾
の
占
領
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
や
や
消
極

的
に
な
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
状
況
に
よ
っ
て
台
湾
に
拠
点
を

確
保
す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
だ
幕

末
の
志
士
活
動
の
気
分
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
時
期
で
あ
り
、

当
事
者
た
ち
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
思
惑
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
「
台
湾
蕃
地
処
分
要
略
」
に

は
、
児
玉
利
国
、
成
富
成
風
ら
を
台
湾
に
派
遣
し
、「
土
地
形

勢
を
探
偵
し
、
且
土
人
を
懐
柔
綏
撫
せ
し
め
、
他
日
生
蕃
を
処

分
す
る
と
き
の
諸
事
に
便
な
ら
し
む
べ
し
」と
あ
る
が
、児
玉
、

成
富
ら
は
先
に
樺
山
と
共
に
台
湾
の
視
察
を
行
っ
た
の
ち
、
出

兵
促
進
を
働
き
か
け
る
べ
く
帰
国
し
て
い
た
も
の
で
、
こ
の
方

針
の
も
と
遠
征
軍
に
先
立
っ
て
再
度
渡
台
し
、
数
人
で
台
湾
東

部
の
花
蓮
港
付
近
の
原
住
民
族
地
区
を
占
領
し
に
行
っ
た
と
い

う
。
原
住
民
族
を
懐
柔
し
て
拠
点
を
確
保
す
る
予
定
だ
っ
た
よ

う
だ
が
、
略
奪
に
あ
い
、
ま
た
マ
ラ
リ
ア
に
か
か
る
も
の
も
出

て
、
あ
き
ら
め
て
引
き
揚
げ
た
（
藤
崎
済
之
助
『
台
湾
史
と
樺

山
大
将
』な
ど
）。
全
体
と
し
て
近
代
的
国
際
環
境
の
中
で
の
占

領
、
植
民
地
化
と
い
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
か
は
疑
問
だ
が
、
北
海
道
へ
の
屯
田
、
開
拓
と
同
じ
よ
う
な

も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
台
湾
領
有
へ
の
欲
望
に
は
淵
源
が
あ
る
。
ひ
と
つ

は
幕
末
の
膨
脹
論
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
初
め
頃
か
ら
膨
脹
論

的
な
議
論
が
多
く
現
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
台
湾
の
領
有
を

主
張
し
た
も
の
が
あ
る
。
佐
藤
信
淵
『
混
同
秘
策
』、
野
本
白

岩
『
海
防
論
』、
吉
田
松
陰
『
幽
囚
録
』
な
ど
に
は
み
な
、
日

本
の
海
外
膨
脹
を
論
じ
る
中
で
、
台
湾
の
領
有
を
主
張
す
る
箇

所
が
あ
る
。
第
二
に
島
津
斉
彬
の
企
図
が
あ
る
。
斉
彬
は
西
洋

人
は
ご
く
わ
ず
か
の
土
地
を
手
に
入
れ
て
の
ち
、
そ
れ
を
押
し

広
げ
て
い
っ
て
、
や
が
て
広
大
な
植
民
地
を
手
に
入
れ
て
し
ま

う
と
考
え
、
こ
れ
と
対
抗
す
る
た
め
に
、
台
湾
に
拠
点
を
築
く

可
能
性
を
探
る
べ
く
部
下
を
琉
球
へ
派
遣
し
た（『
島
津
斉
彬

言
行
録
』
岩
波
文
庫
）。こ
の
企
図
は
斉
彬
の
病
死
に
よ
っ
て
沙

汰
止
み
と
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
斉
彬
の
企
図
は
薩
摩
で
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
宮
古
島
島
民
の
遭
難
を
聞
い
た
と

き
、
薩
摩
の
人
士
が
即
座
に
反
応
し
、
出
兵
論
が
盛
ん
に
な
っ

た
背
景
に
も
、
こ
う
し
た
斉
彬
の
企
図
が
影
響
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ル
・
ジ
ャ
ン
ド
ル
の
提
言
は
、
こ
う

し
た
幕
末
以
来
の
気
分
に
、
近
代
国
際
法
か
ら
の
保
証
を
与
え

た
こ
と
に
な
る
。

　
台
湾
出
兵
の
あ
ら
ま
し
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
出
兵

以
後
の
こ
と
と
し
て
三
つ
の
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。
第
一
に

出
兵
を
機
に
、
台
湾
領
有
論
が
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
努
力
目
標

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。
日
本
の
出
兵
の
の
ち
、
清
仏
戦
争
（
八
四
、五

年
）
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
が
一
時
澎
湖
島
を
占
領
し
て
海
上
封

鎖
を
行
い
、
ま
た
台
湾
北
部
の
占
領
を
試
み
る
な
ど
の
こ
と
が

あ
っ
て
、
清
国
も
台
湾
確
保
の
重
要
性
を
認
識
し
、
八
五
（
明

治
十
八
）
年
に
は
台
湾
を
福
建
省
か
ら
切
り
離
し
て
、
台
湾
省
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に
格
上
げ
し
、
巡
撫
劉
銘
伝
に
よ
る
積
極
的
な
近
代
化
政
策
が

行
わ
れ
た
。
日
本
に
こ
う
し
た
事
情
が
ど
の
程
度
伝
わ
っ
て
い

た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
の
明
治
二
十
年
代
の
南
進

論
の
な
か
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
台
湾
領
有
論
は
主
張
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
日
清
戦
争
ま
で
つ
づ
い
て
い
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
出
兵
が
原
住
民
族
地
域
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、

マ
ラ
リ
ア
に
手
を
や
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
台
湾
を
野
蛮
で
未

開
の
地
域
と
見
な
し
、
ま
た
台
湾
と
い
え
ば
原
住
民
族
を
ま
ず

連
想
す
る
よ
う
な
台
湾
認
識
を
形
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
だ
。
実
際
に
は
日
本
の
台
湾
領
有
の
時
点
で
、
漢
民
族

人
口
は
約
二
五
五
万
人
、
原
住
民
族
は
十
一
万
人
程
度
で
あ
っ

た
の
に
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
漢
民
族
社
会
に
対
し
て

は
、
認
識
は
案
外
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
は
台

湾
の
植
民
地
化
の
後
に
初
め
て
そ
の
漢
民
族
社
会
と
正
面
か
ら

つ
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
わ
け
で
、
準
備
不
足
か
ら
く

る
混
乱
の
中
で
試
行
錯
誤
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
第
三
に
沖
縄
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
日

本
は
出
兵
に
よ
っ
て
沖
縄
の
領
有
権
は
認
め
ら
れ
た
も
の
と
見

な
し
た
が
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
日
本
は

出
兵
の
翌
年
琉
球
処
分
に
着
手
し
、
ま
ず
清
国
へ
の
使
節
派

遣
、
冊
封
を
禁
止
し
た
。
つ
い
で
武
力
を
背
景
に
七
九
年
、
琉

球
藩
を
廃
止
し
て
沖
縄
県
を
設
置
し
た
。
清
国
は
こ
の
措
置
に

対
し
て
強
く
抗
議
し
、
米
前
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
の
仲
介
も
あ
っ

て
、日
清
間
の
交
渉
の
結
果
、八
〇
年
「
球
案
条
約
」
案
が
ま
と

ま
っ
た
。そ
の
内
容
は
、沖
縄
本
島
以
北
を
日
本
領
と
し
、宮
古
、

八
重
山
二
島
以
南
を
清
国
領
と
す
る
こ
と
、
清
国
は
日
本
に
最

恵
国
待
遇
を
与
え
る
こ
と
、
の
二
点
だ
っ
た
。
こ
の
条
約
は
清

国
が
批
准
し
な
か
っ
た
た
め
に
発
効
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
沖
縄
の
帰
属
問
題
の
解
決
は
、
台
湾
の
領
有
に
よ
っ
て
自
動

的
に
解
決
す
る
ま
で
は
、
懸
案
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
日
清
戦
争
で
あ
る
。
日
清
戦
争
の
講
和
に
至
る
経
過
に

つ
い
て
は
、時
の
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
陸
奥
宗
光
の『
蹇
蹇
録
』

（
岩
波
文
庫
）
が
基
本
資
料
な
の
で
、
こ
れ
に
沿
っ
て
簡
単
に

見
て
い
き
た
い
。

　
日
本
が
清
国
に
宣
戦
布
告
し
た
の
が
八
月
一
日
。
九
月
十
六

日
の
平
壌
占
領
と
十
七
日
の
黄
海
海
戦
で
、
ほ
ぼ
日
本
の
勝
利

が
見
え
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
。
以
後
戦
争
の
遂
行
も
、
勝
て

る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
戦
果
を
拡
大
す
る
か
が

テ
ー
マ
と
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
な
か
十
月
八
日
英
国
公
使

が
陸
奥
外
相
に
講
和
条
件
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
き
た
。
こ

れ
に
対
し
て
は
結
局
回
答
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
陸
奥
は
こ
れ

を
機
に
講
和
条
件
を
考
え
て
お
く
べ
き
だ
と
し
て
、
甲
乙
丙
の

三
案
を
作
り
伊
藤
博
文
総
理
に
提
出
し
た
。
甲
案
と
は
朝
鮮
の

独
立
、
旅
順
口
お
よ
び
大
連
湾
の
割
譲
、
軍
費
の
償
還
、
欧
米

並
み
の
条
約
を
新
た
に
締
結
す
る
こ
と
、
な
ど
を
骨
子
と
す
る

も
の
。
乙
案
は
甲
案
に
列
強
に
よ
る
朝
鮮
独
立
の
担
保
、
台
湾

の
割
譲
を
加
え
た
も
の
。
丙
案
は
議
論
を
延
期
し
、
清
国
の
出

方
を
見
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
伊
藤
は
甲
案
に
同
意
す
る

と
し
た
が
、
の
ち
に
甲
乙
両
案
が
、
講
和
条
約
案
を
作
る
基
礎

に
な
っ
た
と
い
う
。

　

陸
奥
と
伊
藤
は
こ
う
し
た
講
和
条
約
案
を
検
討
し
な
が
ら
、

し
か
し
そ
の
内
容
は
極
力
秘
密
に
し
よ
う
と
し
た
。
交
渉
以
前

に
列
強
の
干
渉
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

ろ
か
ら
年
末
に
か
け
て
、
政
府
の
外
部
で
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
見

が
出
さ
れ
た
と
い
う
。『
蹇
蹇
録
』
に
は
改
進
、
革
新
両
党
の

山
東
、
江
蘇
、
福
建
、
広
東
を
要
求
す
べ
し
と
か
、
自
由
党
の

吉
林
、
盛
京
、
黒
竜
江
、
台
湾
を
要
求
す
べ
し
、
な
ど
と
い
っ

た
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
政
府
内
部
で
は
、
海
軍
は

台
湾
の
割
譲
を
要
求
し
、
陸
軍
は
遼
東
半
島
の
割
譲
を
要
求

し
、
財
務
当
局
は
領
土
の
割
譲
よ
り
も
出
来
る
だ
け
多
く
の
賠

償
金
を
取
る
べ
し
と
主
張
し
た
と
い
う
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
こ
の
と
き
海
軍
大
臣
で
あ
っ
た
西
郷
従
道

と
軍
令
部
長
の
樺
山
資
紀
は
と
も
に
台
湾
出
兵
の
当
事
者
で
あ

り
、
推
進
者
だ
っ
た
。
海
軍
が
台
湾
の
割
譲
を
強
く
主
張
し
た

の
も
当
然
と
い
え
る
。
ま
た
翌
年
初
め
に
大
蔵
大
臣
と
し
て
入

閣
し
た
松
方
正
義
も
薩
摩
の
人
間
で
、
台
湾
割
譲
を
主
張
し
て

い
た
ら
し
く
、
台
湾
領
有
の
意
見
書
を
徳
富
蘇
峰
に
代
筆
さ

せ
、
時
の
参
謀
本
部
次
長
で
あ
っ
た
川
上
操
六
陸
軍
参
謀
本
部

次
長
に
送
っ
た
と
い
う（『
民
友
社
思
想
文
学
叢
書　
別
巻　
徳

富
蘇
峰
記
念
館
所
蔵
民
友
社
関
係
資
料
集
』
三
一
書
房
）。山

県
有
朋
を
は
じ
め
と
し
て
遼
東
半
島
の
割
譲
を
強
く
要
求
す
る

陸
軍
部
内
に
、
台
湾
要
求
へ
の
理
解
を
求
め
る
た
め
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
松
方
と
と
も
に
伊
藤
の
次
の
内
閣
を
組
織
し
た
大
隈
重

信
も
、
台
湾
蕃
地
事
務
局
長
官
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
府
内
外

の
有
力
者
の
顔
ぶ
れ
を
見
れ
ば
、
台
湾
出
兵
と
そ
の
と
き
以
来

の
台
湾
領
有
論
と
が
、
こ
の
時
点
で
の
台
湾
割
譲
要
求
に
大
き

な
影
を
落
と
し
て
い
た
と
見
て
い
い
よ
う
に
思
う
。

　
政
府
が
最
終
的
な
講
和
条
件
を
決
定
し
た
の
は
、
翌
九
五
年

一
月
二
七
日
広
島
の
大
本
営
で
の
御
前
会
議
に
お
い
て
だ
っ

た
。
だ
が
領
土
の
割
譲
要
求
を
行
う
に
は
、
そ
の
土
地
を
占
領

し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
、

こ
れ
に
先
立
つ
一
月
十
三
日
に
大
本
営
は
、
威
海
衛
攻
略
後
に

澎
湖
島
占
領
作
戦
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
実
際
に
澎

湖
島
を
占
領
し
た
の
は
三
月
二
六
日
、
す
で
に
伊
藤
、
陸
奥
と

李
鴻
章
と
の
講
和
会
談
が
始
ま
っ
て
い
た
。
駆
け
込
み
で
台
湾

割
譲
要
求
の
条
件
を
整
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
う
し
て
台
湾
出
兵
の
記
憶
に
引
き
ず
ら
れ
な
が
ら
、
日
本

は
い
わ
ば
騎
虎
の
勢
い
で
台
湾
を
植
民
地
化
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
わ
け
だ
が
、
で
は
こ
の
時
点
で
の
日
本
の
台
湾
認
識
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
九
五
年
初
め
に
民
友
社
か

ら
刊
行
さ
れ
た
『
台
湾
』
と
い
う
小
冊
子
が
あ
る
。
こ
れ
は
台

湾
領
有
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
『
国
民
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た

記
事
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
材
料
の
多
く
は
前
述
の
水

野
遵
が
提
供
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
原
住
民
族
に
関

す
る
記
事
は
多
い
が
、
漢
民
族
社
会
に
関
す
る
記
述
は
通
り
一

遍
の
も
の
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の
か
、
そ
れ
を
い

か
に
統
治
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
全
体
と
し
て
日
本
は
台
湾
の
こ
と
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を
よ
く
知
ら
ぬ
ま
ま
に
植
民
地
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
日
本
に
と
っ
て
台
湾
は
必
要
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、

こ
れ
も
否
で
あ
る
。
日
本
の
資
本
主
義
は
植
民
地
を
必
要
と

す
る
よ
う
な
段
階
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

台
湾
の
割
譲
要
求
は
必
要
か
ら
で
は
な
く
、
観
念
か
ら
来
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
観
念
の
半
分
は
台
湾
出

兵
の
記
憶
で
あ
り
、
も
う
半
分
は
強
国
は
植
民
地
を
持
つ
も

の
だ
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
矢
内
原
忠
雄
は
こ
れ
を
「
我
国

は
未
だ
帝
国
主
義
の
実
質
を
備
え
ず
し
て
そ
の
形
態
と
そ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
取
っ
た
」（『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
岩
波

現
代
文
庫
）
と
表
現
し
て
い
る
。
日
本
は
い
わ
ば
必
要
も
な

く
、
準
備
も
な
い
ま
ま
に
、
偶
然
の
機
会
に
乗
じ
て
台
湾
を

植
民
地
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
ツ
ケ
を
日
本
は
統
治

初
期
の
苦
労
の
中
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け

だ
が
、
し
か
し
日
本
は
台
湾
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ぎ
れ

も
な
く
帝
国
主
義
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
沖
縄
や
台
湾
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
経
緯
は
、

日
本
が
国
境
を
確
定
し
て
い

く
た
め
の
、

す
な
わ
ち
近
代
国
家
と
な
っ
て
い
く
た
め
の
自
然
か
つ
必
要

な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
単
純
に
侵
略
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
問
題
は
そ
う
し

た
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
の
個
々
の
選
択
が
、
日
本
と
ア
ジ
ア
の

間
の
あ
り
え
た
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
つ
ぶ
し
て
い
く
こ
と

で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
。
ひ
と
つ
の
も
の
を
選
択
す
れ
ば
、
他

の
可
能
性
は
捨
て
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
い
た
し
か
た
の

な
い
こ
と
だ
が
、
し
か
し
選
択
と
は
常
に
そ
う
い
う
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。

　

た
と
え
ば
『
蹇
蹇
録
』
に
よ
れ
ば
谷
干
城
は
、
伊
藤
宛
の

書
簡
で
「
割
地
の
要
求
は
あ
る
い
は
将
来
日
清
両
国
の
親
交

を
阻
障
す
べ
し
」
と
し
て
、
土
地
の
割
譲
に
反
対
し
た
と
い

う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
伝
統
的
な
価
値
観
、
世
界
観
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
日
本
は
そ
う
し
た
価
値
観
を
一
顧

だ
に
せ
ず
、
欧
米
に
倣
っ
て
帝
国
主
義
へ
の
道
を
選
ん
だ
。

孫
文
の
言
い
か
た
を
借
り
れ
ば
、
王
道
を
捨
て
て
覇
道
を
取
っ

た
わ
け
だ
（
孫
文
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」）。

　

こ
こ
で
や
っ
と
冒
頭
の
日
本
政
府
の
見
解
に
戻
る
こ
と
が

で
き
る
。
日
本
が
尖
閣
列
島
に
「
標
杭
を
建
設
す
る
旨
の
閣

議
決
定
」
を
行
っ
た
一
八
九
五
年
一
月
十
四
日
は
、
大
本
営

が
威
海
衛
攻
略
後
に
澎
湖
島
占
領
作
戦
を
行
う
こ
と
を
決
定

し
た
翌
日
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。

　

 
そ
こ
ま
で
の
経
緯
を
見
て
お
こ
う
。
一
八
八
五
年
沖

縄
県
知
事
は
、
尖
閣
列
島
に
国
標
を
た
て
、
所
属
を
確

定
し
た
い
と
上
申
し
、
内
務
卿
は
賛
成
し
た
が
、
清

国
と
の
間
に
紛
争
の
種
を
増
や
し
た
く
な
い
外
務

卿
の
反
対
で
、
上
申
は
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

沖
縄
県
知
事
は
九
〇
年
、
九
三
年
に
も
同
様

の
上
申
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
取
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
。
九
四
年
十
二
月
二
七
日
内
務
大

臣
が
こ
の
問
題
に
つ
き
外
務
大
臣
と
協
議

し
、
翌
一
月
十
一
日
陸
奥
外
相
は
こ
れ
に
同

意
、
十
四
日
の
閣
議
決
定
に
至
っ
た
。

　

陸
奥
が
こ
れ
に
同
意
し
た
の
は
、
台
湾
の
割
譲
要
求
に
当

た
っ
て
要
求
す
べ
き
台
湾
の
範
囲
を
確
定
し
て
お
き
た
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。当
時
の
情
勢
下
で
は
、台
湾
の
割
譲

要
求
は
列
強
の
干
渉
に
よ
っ
て
実
現
し
な
い
可
能
性
も
多
分
に

あ
っ
た
。事
実
遼
東
半
島
は
そ
う
だ
っ
た
し
、日
本
の
台
湾
接
収

に
当
た
っ
て
、台
湾
の
官
民
は
台
湾
民
主
国
の
建
国
を
宣
言
し
、

日
本
に
抵
抗
し
た
の
だ
が
、こ
れ
は
独
立
国
と
し
て
や
っ
て
い
く

展
望
を
持
っ
て
の
行
動
と
い
う
よ
り
は
、こ
う
し
た
形
で
日
本
に

抵
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
の
干
渉

を
呼
び
込
も
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
事

態
に
備
え
て
尖
閣
列
島
を
台
湾
か
ら
切
り
離
し
て
お
く
こ
と

は
、当
然
必
要
な
措
置
と
感
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。内

務
大
臣
に
し
て
も
台
湾
割
譲
要
求
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
の
時

期
に
、そ
れ
と
無
関
係
に
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
は
ず
は
な
い
。

　
冒
頭
に
紹
介
し
た
日
本
政
府
の
見
解
は
、
事
実
と
し
て
そ
う

し
た
言
い
か
た
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
正
し
い
。
し
か
し

問
題
な
の
は
そ
う
し
た
文
言
の
背
後
に
あ
る
歴
史
観
、
と
い
う

よ
り
は
む
し
ろ
歴
史
認
識
の
欠
如
で
あ
る
。
く
り
か
え
す
が
、

事
実
と
し
て
い
え
る
こ
と
の
背
後
に
あ
る
そ
の
都
度
そ
の
都
度

の
選
択
が
、
ど
の
よ
う
に
日
本
と
ア
ジ
ア
の
関
係
を
規
定
し
て

き
た
の
か
に
無
自
覚
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
在
で

も
い
え
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

　
わ
た
し
は
尖
閣
列
島
は
一
義
的
に
中
国
の
も
の
だ
と
は
い
え

な
い
が
、
一
義
的
に
日
本
の
も
の
と
も
い
え
な
い
と
思
う
。
両

者
が
ま
っ
と
う
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
は
な

い
の
だ
か
ら
。
竹
島
の
問
題
も
同
断
で
あ
り
、
ま
が
り
な
り
に

も
交
渉
で
決
定
し
て
き
た
北
方
領
土
と
は
、
性
格
を
異
に
す
る

も
の
だ
と
思
う
。双
方
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
よ
っ
て
、今
ま
っ
と

う
に
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
し
ば
ら
く
寝
か
せ

て
お
く
他
は
な
い
。
ま
っ
と
う
に
話
し
合
う
基
盤
が
で
き
れ
ば
、

問
題
は
自
ず
か
ら
解
決
す
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
い
ま
こ
と
さ
ら

に
尖
閣
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
国
益
を
図
る
に
似
て
、
実
は

日
本
の
方
向
を
大
き
く
誤
ら
せ
る
一
歩
だ
と
思
う
。
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１
９
９
０
年
代
の
初
頭
か
ら
続
く
低
成
長
時
代
は
「
失
わ
れ

た
20
年
」な
ど
と
い
わ
れ
、何
か
私
た
ち
が
ひ
ど
く
暗
い
時
代
を

生
き
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。し
か
し
、読
者
の
中

に
は
20
年
前
に
比
べ
て
私
た
ち
の
生
活
は
豊
か
に
な
っ
た
と
い

う
実
感
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
主

に
労
働
の
側
面
か
ら
統
計
数
値
と
実
感
の
ず
れ
が
発
生
す
る
原

因
を
二
つ
指
摘
す
る
。
第
一
に
こ
の
20
年
の
物
価
の
下
落
が
政

府
統
計
で
は
完
璧
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
第
二
に
は
余
暇
時
間
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

年
収
は
横
ば
い
で
あ
り
な
が
ら
、

上
昇
す
る
購
買
力

　
ま
ず
私
た
ち
の
生
活
の
豊
か
さ
を
決
め
る
主
因
で
あ
る
賃
金

に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
図
１
は
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
か

ら
計
算
さ
れ
る
年
収
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
広
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
ボ
ー
ナ
ス
が
２
０
０
０
年
代
に
低
下
し
た
こ
と

の
影
響
で
年
収
は
２
０
０
０
年
か
ら
名
目
で
は
低
下
し
て
い
る
。

　
こ
の
期
間
に
物
価
が
変
動
し
て
い
る
か
ら
、
年
収
の
購
買
力

を
知
る
た
め
に
は
物
価
水
準
を
調
整
し
た
実
質
年
収
を
比
較
し

な
い
と
い
け
な
い
。
消
費
者
物
価
指
数
は
１
９
８
５
年
か
ら

１
９
９
５
年
に
か
け
て
は
増
加
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
ほ
ぼ

一
定
の
値
を
取
り
２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
下
落
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
た
め
名
目
年
収
が
横
ば
い
で
も
購
買
力
は
増

加
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
調
整
を
し
て
も

１
９
９
５
年
か
ら
２
０
０
５
年
に
か
け
て
の
実
質
年
収
は
ほ
ぼ

一
定
で
あ
る
。

　
消
費
者
物
価
指
数
を
使
っ
て
調
整
す
れ
ば
、
賃
金
の
実
質
価

値
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
が
、
微
妙
な
問
題

が
残
る
。
実
は
消
費
者
物
価
指
数
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
）
に
は
ほ
ん
の
少

し
ゆ
が
み
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
Ｃ
Ｐ

Ｉ
の
上
方
バ
イ
ア
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
消
費
者
物
価
指
数
は

家
計
簿
の
デ
ー
タ
か
ら
平
均
的
な
家
計
の
消
費
バ
ス
ケ
ッ
ト
を

計
算
し
て
、
そ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る
の
に
か
か
る
費
用

の
変
化
を
追
う
こ
と
で
計
算
さ
れ
る
の
だ
が
、
人
々
は
価
格
の

変
化
に
応
じ
て
消
費
行
動
を
変
え
る
か
ら
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中

身
が
価
格
上
昇
が
大
き
い
商
品
か
ら
価
格
上
昇
が
小
さ
い
商
品

に
置
き
換
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中
身
の
置
き
換

え
を
統
計
調
査
で
は
完
全
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
ど
う
し
て
も
ゆ
が
み
が
出
て
し
ま
う
。
ま
た
、
価
格
を
調

査
す
る
に
し
て
も
、
同
じ
商
品
の
品
質
向
上
を
ど
う
と
ら
え
る

か
、
特
売
品
の
扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
、
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ス

ト
ア
の
扱
い
を
ど
う
す
る
の
か
、
な
ど
の
問
題
が
あ
る
た
め
に

消
費
者
物
価
指
数
の
上
方
バ
イ
ア
ス
は
避
け
え
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
る
以
上
、
ど
れ
だ
け
バ
イ
ア
ス
が
か

か
っ
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
年
に
０
・５
パ
ー
セ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト
と
い
う
指
摘
か
ら
、
１・８
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト

と
い
う
指
摘
ま
で
幅
が
あ
る
。
最
近
、
一
橋
大
学
大
学
院
経
済

学
研
究
科
の
比
嘉
一
仁
は
、
こ
れ
ま
で
の
手
法
と
は
別
の
手
法

を
用
い
て
、
そ
の
大
き
さ
が
０
・５
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
と
い
う
修
士
論
文
を
提
出
し
た
。

　

仮
に
消
費
者
物
価
指
数
の
上
方
バ
イ
ア
ス
を
年
０
・５
パ
ー

セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
実
質
年
収
の
系
列
を
計
算
し
て
み

た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
私
た
ち
の
年
収
は
１
９
８
５
年
の

４
１
２
万
円
（
２
０
０
５
年
価
格
）
か
ら
２
０
０
５
年
に
は

５
３
４
万
円
ま
で
上
昇
し
た
こ
と
に
な
る
。
消
費
者
物
価
指
数

を
そ
の
ま
ま
用
い
る
と
２
０
０
５
年
の
年
収
が
４
８
７
万
円
に

な
る
か
ら
、
か
な
り
大
き
な
違
い
に
な
る
。

　
物
価
が
下
が
っ
て
い
る
か
ら
、
年
収
が
横
ば
い
あ
る
い
は
微

減
で
も
、
購
買
力
は
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
名
目
年
収

の
動
き
を
み
る
だ
け
で
は
、
私
た
ち
の
生
活
水
準
の
向
上
を
う

ま
く
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
統
計
数
値
と
私
た
ち
の
生
活

実
感
の
ず
れ
を
も
た
ら
す
第
一
の
原
因
だ
と
い
え
る
。

図1 一般労働者の平均年収（単位：万円）
1985年－2005年、男女計

注：厚生労働省『賃金構造基本統計調査』の「決まって支払
われる現金給与総額」に12を乗じて、賞与等特別給与額を
加えることで年収を計算した。企業規模10名以上で働く一
般労働者の男女計の数字である。実質化に使ったのは総
務省『消費者物価指数』である。実質年収は2005年価格。
修正実質年収は1985年の実質年収が正しい数字だと仮定
した時の系列である。
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労
働
時
間
は
減
り
、

余
暇
時
間
が
増
え
て
い
る

　

私
た
ち
の
生
活
水
準
は
主
に
消
費
水
準
と
余
暇
時
間
の
長

さ
で
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
消
費
を
支
え
る
実
質
年

収
の
動
き
だ
け
で
は
生
活
水
準
の
変
化
を
と
ら
え
る
た
め
に

は
不
十
分
で
、
余
暇
時
間
の
変
化
も
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

余
暇
時
間
の
変
化
を
無
視
す
る
こ
と
が
統
計
数
値
と
私
た
ち

の
生
活
実
感
の
ず
れ
を
も
た
ら
す
第
二
の
原
因
だ
と
い
え
る
。

図
２
に
示
す
よ
う
に
15
歳
以
上
の
男
女
す
べ
て
を
含
め
た
日

本
人
の
労
働
時
間
は
１
９
７
６
年
か
ら
２
０
０
６
年

に
か
け
て
、
１
日
当
た
り
平
均
約
３
５
０
分
か
ら

２
９
０
分
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
１
日
当
た
り
約
60

分
減
少
し
て
い
る
の
で
、
１
週
間
で
約
７
時
間
減

少
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
労
働
時
間
の
減
少
に
つ
い
て
は
、１
９
８
７

年
の
労
働
基
準
法
改
正
の
影
響
が
大
き
い
。
労

働
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
法
定
労
働
時
間
は

１
９
８
８
年
４
月
１
日
よ
り
週
48
時
間
か
ら

46
時
間
に
減
少
し
た
。
さ
ら
に
１
９
９
０
年

４
月
１
日
か
ら
は
44
時
間
に
、 

１
９
９
４
年

４
月
１
日
か
ら
は
40
時
間
に
減
少
し
た
。こ

の
た
め
、図
２
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に

１
９
８
６
年
か
ら
１
９
９
６
年
に
か
け
て
の
土
曜
日
の
労

働
時
間
の
減
少
が
著
し
い
。１
９
８
０
年
代
半
ば
に
は
土
曜
日

に
働
い
て
い
た
の
が
、１
９
９
０
年
代
の
半
ば
に
は
土
曜
日
も

休
み
に
な
っ
て
、週
休
二
日
に
移
行
し
た
の
を
記
憶
し
て
い
る

読
者
も
多
い
と
思
う
。

　

こ
の
労
働
時
間
の
減
少
は
、
私
た
ち
の
自
由
に
な
る
時
間

が
増
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
余
暇
時
間
の
増
加
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
労
働
時
間
が
減
っ
た

分
を
家
事
や
育
児
・
介
護
と
い
っ
た
活
動
に
充
て
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
由
に
な
っ
た
時
間
が

何
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と
い
う
研
究
を
米
国
テ
キ
サ

ス
大
学
のD

aniel H
am
erm
esh

と
韓
国
ソ
ガ
ン
大
学
の

Jungm
in Lee

と
行
っ
た
。
社
会
生
活
基
本
調
査
で
調
べ
た

生
活
時
間
の
変
化
は
図
３
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
家
事・育
児・介
護
な
ど
の
家
計

生
産
の
時
間
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
睡
眠
時

間
な
ど
の
生
命
維
持
の
時
間
も
ほ
と
ん
ど
増
加
し
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
労
働
時
間
が
減
っ
た
分
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
余
暇
時
間

の
増
加
と
な
っ
て
表
れ
た
。
読
者
の
中
に
は
、
高
齢
化
が
進
ん

で
引
退
し
た
人
が
増
え
た
た
め
こ
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
と
思

う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
口
の
学
歴
構
成
や
年
齢
構

成
の
変
化
を
制
御
し
て
も
ほ
ぼ
変
わ
り
の
な
い
結
果
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
正
社
員
と
り
わ
け
若
年
男
性
正
社
員
の
長
時
間

労
働
が
解
消
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
経

済
全
体
で
み
た
と
き
に
正
社
員
の
比
率
は
ほ
ぼ
30
年
の
長
期
に

わ
た
り
減
少
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
と
も
あ
れ
、
就
業

形
態
が
変
化
し
た
こ
と
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
日
本
全

体
で
の
労
働
時
間
が
減
少
し
、
余
暇
時
間
が
増
加
し
て
き
た
の

は
事
実
で
あ
る
。

直
面
す
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て

　
「
失
わ
れ
た
20
年
」に
実
は
生
活
水
準
が
向
上
し
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
き
た
。
日
本
経
済
は
今
後
、
現
役
労
働
人
口
の
減
少

を
確
実
に
経
験
す
る
た
め
、
年
金
支
給
年
齢
の
引
き
上
げ
、
女

性
の
就
業
率
向
上
に
向
け
た
社
会
環
境
の
整
備
、
労
働
生
産
性

の
向
上
、
と
い
っ
た
困
難
な
課
題
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
状
を
極
度
に
悲
観
し
て
し
ま
う
と

困
難
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
勇
気
が
湧
か
な
い
も
の

だ
。
そ
ん
な
と
き
は
、
厳
し
か
っ
た
「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
い

う
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
着
実
に
豊
か
な
生
活
を
手
に

し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

図2 平均労働時間の変化
1976年－2006年、15歳以上男女計

図3 平均生活時間の変化
1976年－2006年、15歳以上男女計

注：総務省『社会生活基本調査』の「通勤・通学」「仕事」「学
業」「学習・研究」の時間を合計した。1981年は他の年と
異なった形式で生活時間が聞かれており、比較可能性に乏
しいため報告していない。

注：総務省『社会生活基本調査』に基づく。家計生産は「家事」
「介護・看護」「育児」「買い物」の合計時間である。生命維持
は「睡眠」「身の回りの用事」「食事」「受診・療養」の合計時間
である。余暇は「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」「休養・くつろぎ」
「趣味・娯楽」「スポーツ」「ボランティア活動・社会参加活動」
「交際・付き合い」の合計時間である。「移動」「その他」時間
は各活動に按分した。「介護・看護」は1991年調査より導入
されている。1981年は他の年と異なった形式で生活時間が
聞かれており、比較可能性に乏しいため報告していない。
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を
通
じ
た
少
人
数
教
育
、
す
な
わ
ち
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
す
。

　

こ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
教
育
と
補
い
合
う
関
係
に
あ
る
の
が
、

講
義
で
す
。
商
学
部
に
お
い
て
は
、「
基
礎
科
目
」、「
標
準

科
目
」、「
選
択
科
目
」
の
３
段
階
か
ら
構
成
さ
れ
た
体
系

的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
企
業
活
動
を
学
習
対
象

に
、
商
学
の
多
様
な
学
問
分
野
を
幅
広
く
学
習
し
、
揺
る

ぎ
な
い
知
的
基
盤
を
形
成
し
て
、
さ
ら
に
高
度
な
専
門
能

力
を
培
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

実
学
の
象
牙
の
塔
│
│
や
や
矛
盾
し
て
い
る
こ
ん
な
言

葉
で
、
一
橋
大
学
商
学
部
・
商
学
研
究
科
が
目
指
す
教
育
を

表
現
し
た
教
授
が
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「
実
学
」
と
は
、

論
理
的
な
思
考
力
に
よ
り
社
会
現
象
の
背
景
に
あ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
ぐ
に
陳
腐
化
し
て
し

ま
う
小
手
先
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
ス
キ
ル
を
学
ぶ
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
換
言
す
れ
ば
、「
理
論
的
な
ベ
ー
ス
に
た
っ
て
、

現
実
を
把
握
す
る
能
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
商
学
部

は
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
４
年
間

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

商
学
は「
実
学
」、だ
か
ら
面
白
い

《３段階のカリキュラム》

連載
企画
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私
に
と
っ
て
の
「
実
学
」
と
は
、
現
実
の
世

界
を
分
析
的
に
理
解
す
る
上
で
基
盤
と
な
る
考

え
方
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、

哲
学
や
社
会
思
想
な
ど
も
「
実
学
」
に
な
り
う

る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
多
く
の
科
目
が
社
会

科
学
の
応
用
的
な
領
域
を
扱
う
こ
と
か
ら
、
商

学
部
は
「
実
学
」
に
対
す
る
志
向
性
が
相
対
的

に
強
い
と
い
え
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
実
学
」
を
身
に

つ
け
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
答
え
は
、
社
会
現
象
の
背
後
に
あ
る

根
本
的
な
原
理
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
と
、

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
事
象
や
経
験
を
表
面
的

に
理
解
す
る
だ
け
に
留
ま
っ
た
り
、
著
名
な
学

者
に
よ
る
主
張
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、

本
質
的
な
要
素
を
含
む
考
え
方
を
、
し
っ
か
り

と
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
の
専
門
で
あ
る
経
営

戦
略
論
か
ら
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　

経
営
戦
略
論
で
は
、「
な
ぜ
企
業
間
に
収
益
性

の
違
い
が
生
じ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、
長
ら
く
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
点
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
優
れ
た

経
営
戦
略
を
策
定
・
実
行
す
る
上
で
の
手
が
か
り

と
な
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
直
接
的
な
答
え
は
、

様
々
に
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
企

業
の
技
術
力
が
高
い
と
か
、
も
の
づ
く
り
の
能

力
が
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
根
本
的
な
原
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
技
術
力
や
も
の
づ
く
り
の
能
力
が
高

い
と
、
収
益
性
が
高
く
な
る
の
か
。

　

簡
単
に
い
え
ば
、
収
益
性
の
高
さ
は
、
取
引

し
て
い
る

相
手
と
の
相
対

的
な
力
関
係
で
決
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
買
い

手
の
方
が
強
け
れ
ば
、
買
い
手
の
取
り
分
が
多

く
な
り
、
収
益
性
が
上
が
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
力
関
係
を
左
右
す
る
要
因

は
、
取
引
相
手
の
「
必
要
性
」
と
「
希
少
性
」

の
２
点
に
集
約
さ
れ
ま
す
。
売
り
手
と
買
い
手

そ
れ
ぞ
れ
で
、
取
引
相
手
の
必
要
度
が
低
け
れ

ば
、
無
理
に
取
引
し
な
く
て
も
よ
く
、
ま
た
他

に
取
引
で
き
る
相
手
が
い
れ
ば
、
取
引
相
手
同

士
で
価
格
な
ど
を
競
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
逆
に
、
取
引
相
手
が
必
要
で
希
少
な
存
在

だ
と
、
無
理
な
要
求
で
も
、
相
手
の
言
い
分
を

聞
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
相
手
に
と
っ
て
必
要
で
希
少
と
な
る
状
況

を
実
現
す
る
の
が
、優
れ
た
戦
略
で
す
。
ま
た
、

技
術
力
と
い
っ
た
表
向
き
の
要
因
は
、
必
要
性

や
希
少
性
と
関
係
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
意
味

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
き
わ
め
て
単
純
で
あ

る
も
の
の
、
重
要
な
示
唆
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ｉ
Ｐ
ｈｏ
ｎｅ
な
ど
が
人
気
を
博
し
て

い
る
ア
ッ
プ
ル
は
、
近
年
高
い
業
績
を
上
げ
て
い
ま

す
。こ
こ
で
重
要
な
の
は
、ア
ッ
プ
ル
は
自
社
で
生

産
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、突
出
し
た
製
品
技

術
を
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
点
で

す
。
そ
こ
か
ら
は
、
ア
ッ
プ
ル
の
高
業
績
は
、
技
術

力
の
高
さ
の
よ
う
な
表
面
的
な
事
象
か
ら
は
十
分

に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

こ
の
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
、

現
実
の
企
業
で
十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
日
本
企
業
を
対
象
と
し

た
私
た
ち
の
調
査
で
は
、
製
品
差
別
化
の
志
向

性
が
他
の
項
目
よ
り
突
出
し
て
高
い
一
方
で
、

製
品
差
別
化
の
志
向
性
の
高
さ
と
収
益
性
の
高

さ
と
は
無
関
係
で
し
た
。
つ
ま
り
、
多
く
の
日

本
企
業
は
、
技
術
力
を
基
盤
と
す
る
製
品
差
別

化
を
強
く
志
向
し
な
が
ら
も
、
先
の
２
つ
の
要

因
を
強
め
る
よ
う
な
戦
略
に
基
づ
い
て
、
製
品

差
別
化
を
進
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

優
れ
た
経
営
戦
略
を
組
み
立
て
る
た
め
の

「
経
営
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
、
企
業
経
営
の
基
盤
と

な
り
ま
す
。
商
学
部
の
学
生
に
は
、
経
営
リ
テ

ラ
シ
ー
を
在
学
中
に
で
き
る
だ
け
身
に
つ
け
る

こ
と
で
、
論
理
的
な
分
析
に
基
づ
い
て
、
感
情

に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
判
断
し
決
断
で
き
る
経

営
者
・
管
理
者
と
し
て
、
将
来
活
躍
す
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。（
談
）

で
あ
る
経
営

し
て
い
る

相
手
と
の
相
対

的
な
力
関
係
で
決
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
買

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

加
藤
俊
彦
教
授

経
営
戦
略
論

根
本
的
な
原
理
を
理
解
す
る
と

現
実
の
世
界
が
見
え
て
く
る

基
本
か
ら
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ

現
実
を
的
確
に
と
ら
え
る
た
め
の

「
実
学
」

経
営
戦
略
を
考
え
る
上
で
の

エ
ッ
セ
ン
ス
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マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
と
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
や
広
告
研
究
を
思

い
浮
か
べ
る
学
生
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、

私
の
授
業
は
、
文
字
通
り
市
場
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
）

と
ど
の
よ
う
に
対
話
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

す
る
か
を
学
ぶ
も
の
で
す
。
な
か
で
も
「
ユ
ー

ザ
ー
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
、
わ
か
り

や
す
い
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

企
業
は
技
術
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
技
術

を
、
ユ
ー
ザ
ー
は
企
業
の
ね
ら
い
と
は
違
う
使

い
方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
取
り
込
ん
で
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
反

映
さ
せ
て
い
く
か
。
買
っ
て
も
ら
う
こ
と
よ
り

も
、
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
重

要
で
す
。
使
う
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
技
術
が
伸

び
、
世
の
中
も
変
化
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
写

真
付
き
メ
ー
ル
も
ミ
ラ
ー
レ
ス
一
眼
カ
メ
ラ
も

ユ
ー
ザ
ー
の
思
い
つ
き
が
発
端
で
す
。
こ
う
し

た
ユ
ー
ザ
ー
主
導
の
技
術
革
新
を
と
ら
え
た
ほ

う
が
面
白
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
す
か
ら
、

技
術
そ
の
も
の
や
企
業
体
の
活
動
を
扱
う
こ
と

で
、「
使
っ
て
も
ら
う
と
ど
う
な
る
の
か
」
に

重
点
を
置
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
行
動
を
、
企
業
で
は
「
ユ
ー
ザ
ー・イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

15
週
の
授
業
の
３
分
の
１
ぐ
ら
い
は
、
学
生

自
ら
企
画
を
考
え
提
案
し
て
も
ら
い
ま
す
。
後

半
に
な
る
と
学
生
た
ち
は
３
〜
５
人
で
チ
ー
ム

を
つ
く
り
、
自
ら
見
つ
け
て
き
た
ユ
ー
ザ
ー
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
商
品
・
サ
ー
ビ

ス
を
考
案
し
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
す
。

そ
れ
を
審
査
員
が
評
価
。
そ
の
評
価
点
は
、
学

生
の
成
績
の
50
％
を
占
め
ま
す
。

　

審
査
基
準
は
、
あ
く
ま
で
も
生
活
者
の
視
点

で
製
品
の
可
能
性
を
評
価
す
る
も
の
で
、
テ
ク

ニ
カ
ル
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
で
の
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
す
か
ら
、
ど
の

よ
う
に
点
を
取
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
学
生
に

は
、
逆
に
難
し
い
授
業
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
授
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
年
は
、
受
講
生
の

半
分
ぐ
ら
い
が
留
学
生
で
し
た
が
、「
ユ
ニ
ー
ク

な
授
業
」
と
人
気
は
高
か
っ
た
で
す
ね
。
先
端

的
な
技
術
、
そ
れ
も
ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
技

術
を
「
キ
ミ
た
ち
な
ら
ど
の
よ
う
に
使
う
か
？
」

と
具
体
的
に
問
い
か
け
ら
れ
る
、
企
業
活
動
そ

の
も
の
の
実
践
的
な
部
分
に
、
学
生
は
面
白
さ

を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
学
生
に
と
っ
て
は
、
自
由
で
は
あ
り
ま
す
が
、

か
な
り
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
が
高
い
授
業
で

す
。
こ
の
授
業
だ
け
を
受
講
し
て
も
、
何
を
す

れ
ば
い
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ま
ず
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論
」
な
ど
で

基
礎
知
識
を
得
た
う
え
で
受
講
し
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
最
初
は
30
〜
50
人
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

が
、
座
学
の
授
業
で
も
次
々
と
指
名
し
て
答
え

さ
せ
ま
す
し
、
何
回
か
欠
席
し
て
つ
い
て
い
け

な
く
な
る
者
も
出
て
き
ま
す
か
ら
、
最
後
に
は

半
分
ぐ
ら
い
の
人
数
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
言
う
と
厳
し
い
授
業
に
み
え
て
し

ま
い
ま
す
が
、
ユ
ー
ザ
ー
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
テ
ー
マ
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
考
え
て

い
る
学
生
に
と
っ
て
は
「
や
り
が
い
」
の
あ
る

授
業
の
よ
う
で
す
。
残
っ
た
学
生
は
非
常
に
優

秀
で
、
優
劣
つ
け
が
た
い
ぐ
ら
い
頑
張
っ
て
く

れ
ま
す
。

　

こ
の
授
業
を
通
じ
て
、
企
画
者
と
し
て
の
基

礎
的
な
力
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
技
術
と
市
場
を
つ
な
ぐ
力
、

あ
る
い
は
散
ら
ば
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

を
技
術
に
つ
な
ぐ
力
…
…
つ
ま
り
企
画
者
と
し

て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
で
す
ね
。（
談
）

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

鷲
田
祐
一
准
教
授

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

先
端
技
術
の
使
い
方
を
考
え

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
参
加
型
授
業

ユ
ー
ザ
ー・イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

フ
ォ
ー
カ
ス
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◆マーケティング・コミュニケーションにも通じる
考え方がわかる本。

『ティッピング・ポイント─いかにして「小さな変化」が
「大きな変化」を生み出すか』

マルコム・グラッドウェル／著　高橋　啓／訳
飛鳥新社刊
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期
待
さ
れ
る
の
は
企
業
レ
ベ
ル
の

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

「
や
り
が
い
」が
、

授
業
を
楽
し
む
キ
ー
フ
ァ
ク
タ
ー



　
「
監
査
」
と
い
う
科
目
で
は
、
ど
の
よ
う
な
勉

強
を
す
る
と
思
い
ま
す
か
？ 

機
械
的
に
帳
簿

や
伝
票
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
方
法
を
学
ぶ

技
術
的
な
科
目
だ
と
思
い
ま
す

か
？ 

実
は
、
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

実
社
会
で
の
監
査
は
驚
く
ほ
ど
人
間

く
さ
い
業
務
で
す
。
そ
の
人
間
く
さ
さ

を
学
ば
ず
し
て
監
査
を
学
ん
だ
と
は
い

え
ま
せ
ん
。

　
で
は
、監
査
の
役
割
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

　

投
資
家
は
、
企
業
が
開
示
し
て
い
る
情
報

を
鵜
呑
み
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
独
立
の

第
三
者
が
調
査
を
し
て
そ
の
情
報
が
信
頼
に
値
す

る
も
の
か
ど
う
か
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
監
査
で
す
。

資
本
市
場
に
と
っ
て
は
、
重
要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ

と
い
え
ま
す
。
一
方
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
保
証

し
て
も
ら
う
こ
と
で
資
本
調
達
が
容
易
に
な
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

商
学
部
生
に
と
っ
て
監
査
を
学
ぶ
こ
と
に
は
二

つ
の
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
、ま
さ
に
こ
の
監
査
が
人
間
く
さ
い
学
問

だ
と
理
解
す
る
こ
と
で
す
。
オ
リ
ン
パ
ス
、
大
王
製

紙
…
…
監
査
が
表
に
現
れ
る
の
は
、
粉
飾
な
ど
の

問
題
が
あ
っ
た
と
き
で
す
。
粉
飾
は
、
し
て
は
い
け

な
い
こ
と
だ
と
承
知
の
う
え
で
行
わ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
、こ
れ
を
発
見
す
べ
き
監
査
人（
公
認
会
計
士
）

が
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
り

ま
す
。
経
営
者
と
の
長
年
の
人
間
関
係
が
邪
魔
を

し
た
の
か
、経
験
・
能
力
・
知
識
が
不
足
し
て
い
た
の

か
、
理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
弁
護
士

な
ど
と
は
違
い
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
嘘
を
つ
く
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
難
し
さ
を
増
す
要
因
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
状
況
や
関
係
の
な
か
で
、
経
営
者

は
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
に
追
い
込
ま
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ

を
発
見
す
べ
き
監
査
人
が
、
な
ぜ
見
抜
け
な
か
っ

た
の
か
。
こ
う
し
た
人
間
模
様
を
推
し
量
る
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
授
業
で
は
ま
ず

粉
飾
な
ど
の
具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
と
き

に
は
学
生
自
身
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
置
き
換

え
な
が
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
考
え
て
も
ら
い

ま
す
。
監
査
基
準
・
制
度
と
い
っ
た
部
分
は
後
か
ら

つ
い
て
き
ま
す
。

　

監
査
を
学
ぶ
も
う
一つ
の
意
味
は
、
監
査
を
行

う
際
の
監
査
人
の
心
の
状
態
の
変
遷
を
理
解
す
る

こ
と
で
す
。
監
査
報
告
書
に
は
監
査
意
見
が
記
載

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
監
査
人
が
相
当
程
度
の
確
信

を
持
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
す
。
監
査
開
始
時
点

で
は
、
情
報
の
信
頼
性
に
つ
い
て
の
証
拠
は
有
し
て

お
ら
ず
、
判
断
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

と
き
の
「
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
心
の
状

態
か
ら
、
最
終
的
に
は
そ
の
情
報
が
信
頼
で
き
る

と
の
確
信
に
ま
で
至
る
わ
け
で
す
。
人
間
は
、
ど

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
確
信
に
至
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
専
門
家
と
し
て
の
立
場
で
、
会
計

数
値
の
背
後
に
あ
る
実
態
を
い
か
に
高
い
レ
ベ
ル
で

シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
読
み
取
っ
て
い
く
の
か
。
ま

さ
に
心
理
学
の
応
用
分
野
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
監
査
を
学
ぶ
こ
と
で
何
が
得
ら
れ
る
の
か
。
大

き
く
言
え
ば
、
物
事
を
批
判
的
に
見
る
目
、
健
全

な
批
判
性
を
身
に
つ
け
ら
れ
ま
す
。
会
計
数
値
を

分
析
す
る
際
に
は
、
数
値
の
裏
に
あ
る
経
営
者
の

意
図
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
企
業
内
の

情
報
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
環
境

を
理
解
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
つ
ま
り
一
つ
の

こ
と
を
深
く
掘
り
下
げ
て
探
る
視
点
と
、
全
体
を

俯
瞰
的
に
な
が
め
る
と
い
う
両
方
の
視
点
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
事
例
を
用
い
て
学
習
す
る
こ
と

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
物
事
を
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
監
査
を
学
ぶ
こ
と
で
、

技
術
と
し
て
の
会
計
が
、
実
は
人
間
の
行
動
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

財
務
諸
表
を
利
用
す
る
場
面
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
投
資
家
と
し
て
、
融
資
担
当
者
と
し
て
、

新
た
に
取
引
を
開
始
す
る
た
め
、
企
業
買
収
に

際
し
て
買
収
先
を
評
価
す
る
た
め
…
…
財
務
諸

表
を
利
用
す
る
際
に
そ
の
背
後
に
あ
る
監
査
を

理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
情
報
の
質
を
正
し
く

判
断
で
き
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
し
て
情
報
の

質
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
世
界
に
身
を
置
く
す
べ
て
の
人
に

と
っ
て
必
要
な
の
で
す
。（
談
）

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

福
川
裕
徳
教
授

監
査

監査は人間ドラマ。
経営者と監査人の
心の動きを推し量る科目だ

数
字
の
裏
に
あ
る

人
間
の
心
理
を
知
る
こ
と
が
重
要

監
査
は
市
場
に
欠
か
せ
な
い

社
会
イ
ン
フ
ラ

◆一つのことに集中するとともに背後にある重要なことも見逃してはならない。
監査の視点が学べる一冊。
『錯覚の科学』クリストファー・チャブリス、ダニエル・シモンズ／著　木村博江／訳
文藝春秋刊　定価：1,650円（税込）  2011年2月10日発行

会
計
数
値
の
裏
に
あ
る

意
図
を
見
抜
く
目
を
養
う
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Ｅ
Ｕ
Ｉ
Ｊ
東
京
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
国
際
基

督
教
大
学
、
東
京
外
国
語
大
学
、
津
田
塾
大
学

で
構
成
）
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
学
部
横
断
的

に
Ｅ
Ｕ
コ
ー
ス
を
置
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

「
Ｅ
Ｕ
入
門
」
か
ら
始
ま
る
Ｅ
Ｕ
関
係
の
授
業
が

揃
っ
て
い
ま
す
。
商
学
部
に
は
、「
Ｅ
Ｕ
に
お
け

る
企
業
と
市
場
」
と
い
う
授
業
が
あ
り
ま
す
が
、

単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
学
ぶ
た
め
の
科
目
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
現
在
、
政
治
、
経

済
の
両
面
か
ら
統
合
が
進
ん
で
い
ま
す
。
国
と

国
と
の
主
権
を
互
い
に
譲
り
合
っ
て
、
統
合
す

る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
復
権

と
低
迷
す
る
経
済
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
ね
ら

い
で
す
。
こ
う
し
た
事
象
と
そ
れ
に
伴
う
環
境

変
化
が
世
界
の
他
の
地
域
や
日
本
に
与
え
る
影

響
に
つ
い
て
、
商
学
部
に
あ
る
経
営
学
、
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
論
、
会
計
学
、
金
融
論
の
４
つ
の
分
野

か
ら
Ｅ
Ｕ
研
究
に
実
績
の
あ
る
先
生
方
に
１
人

ず
つ
講
義
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
私
自
身
は
、
通
貨
・
金
融
や
経
済
統
合
の
研
究

を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
導
入
と
し
て
最
初
の
授

業
で
経
済
統
合
全
般
に
つ
い
て
講
義
を
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
商
学
部
独
自
の
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
の
講

義
に
な
り
ま
す
。

　

商
学
部
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
企
業
の
活
動

と
そ
れ
に
関
連
し
た
制
度
づ
く
り
で
す
。
制
度

づ
く
り
を
知
る
に
は
、
企
業
を
取
り
巻
く
環
境

の
実
態
や
あ
る
べ
き
姿
な
ど
を
勉
強
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
計
制
度
で
い
え
ば
、
国
際

的
な
環
境
の
な
か
で
の
会
計
制
度
の
統
一
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
利
潤
の
最
大
化
や
、
従

業
員
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
利
益
還
元

や
、
社
会
貢
献
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
直

接
勉
強
す
る
の
が
経
営
学
で
す
。
つ
く
っ
た
も

の
を
い
か
に
買
っ
て
も
ら
う
か
と
い
う
の
が

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
り
、
企
業
の
財
務
状
況

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
会
計
学
で
す
。
発
展
の

た
め
の
資
金
調
達

を
考
え
れ
ば
金
融

論
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
商
学

部
の
視
点
で
、
国
家
間
の
統
合
が
企
業
を
取
り

巻
く
環
境
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
学
び

ま
す
。
統
合
や
国
家
間
の
経
済
連
携
は
Ｅ
Ｕ
に

限
っ
た
政
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
い
っ
た
形
で
ア
メ
リ
カ
で
も
起
き
て

い
ま
す
。
ヒ
ト
も
モ
ノ
も
カ
ネ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に

動
く
現
代
社
会
で
は
、
こ
う
し
た
実
情
を
視
野
に

入
れ
る
こ
と
が
、
企
業
経
営
に
は
不
可
欠
で
す
。

ま
た
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
姿
が
、
将
来
の
東
ア
ジ
ア

の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
実
感
す
る
の

は
、
20
年
先
、
30
年
先
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
Ｅ

Ｕ
を
先
行
事
例
と
し
て
学
ぶ
こ
と
で
、
変
化
か
ら

そ
の
後
の
展
望
を
読
ん
で
い
く
訓
練
に
な
り
ま

す
。
市
場
統
合
、
通
貨
統
合
、
国
境
を
越
え
た

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
、
企

業
会
計
、
国
際
会
計
基
準
…
…
、
こ
の
授
業
を
通

し
て
得
た
知
識
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
生
き
抜

く
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
授
業
を
受
講
す
る
前
に
は
、４
学
部
が
学

際
的
に
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
広
く
Ｅ
Ｕ
を
紹
介

す
る
「
Ｅ
Ｕ
入
門
」
を
履
修
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

ま
た
、
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
と
共
同
で
ベ
ル
ギ
ー
の

ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
な
ど
の
Ｅ
Ｕ
の

大
学
で
も
学
ぶEuro-A

sia Sum
m
er School

は
、
実
際
に
Ｅ
Ｕ
を
経
験
し
、
実
践
力
を
身
に

つ
け
る
う
え
で
役
立
つ
授
業
で
す
。
学
生
の
皆

さ
ん
に
は
、
こ
れ
ら
の
授
業
に
積
極
的
に
参
加

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
へ
と
成
長
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。（
談
）

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

小
川
英
治
教
授

ガイダンス

通貨統合ユーロ１

EUにおける金融市場の統合

EU統合市場とマーケティング１

EU統合市場とマーケティング３

EUにおけるイノベーション２

EUにおける企業会計１

EUにおける企業会計３

EUにおける市場統合

通貨統合ユーロ２

財政危機とユーロ

EU統合市場とマーケティング２

EUにおけるイノベーション１

EUにおけるイノベーション３

EUにおける企業会計２

第１回

特別講義（EUにおける企業と市場）

第３回

第５回

第７回

第９回

第11回

第13回

第15回

第２回

第４回

第６回

第８回

第10回

第12回

第14回

特
別
講
義《
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
企
業
と
市
場
》

Ｅ
Ｕ
で
今
動
い
て
い
る
こ
と
か
ら

企
業
経
営
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
出
す

商
学
部
の
学
部
横
断
的
な
授
業

商
学
部
独
自
の
視
点
で

Ｅ
Ｕ
を
分
析

商
学
部
視
点
の

Ｅ
Ｕ
研
究
の
理
想
の
流
れ
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我
々
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
が
寄

附
講
義
と
し
て
「
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
」
を
開

講
し
た
の
が
２
０
０
６
年
度
で
す
か
ら
、
こ
の
４

月
で
７
年
目
に
入
り
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、

毎
年
多
く
の
学
生
に
履
修
し
て
も
ら
い
、
や
り
が

い
と
手
応
え
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
現
代
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
経
済
活
動
は

金
融
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
取
引
に
は
、
必
ず
お
金
の
受
け
渡
し

が
伴
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
金
は
経
済
の
血
液
で

す
。
そ
し
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
は
こ
の
血
液
を

ス
ム
ー
ズ
に
循
環
さ
せ
る
仕
事
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
金
融
機
関
は
、
お
金
だ
け
で
は
な
く

情
報
も
取
り
扱
い
ま
す
。
例
え
ば
、
海
外
進
出

を
検
討
し
て
い
る
お
取
引
先
に
対
し
、
我
々
は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
、

進
出
先
の
イ
ン
フ
ラ
環
境
や
法
規
制
な
ど
の

様
々
な
情
報
を
提
供
し
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま

す
。
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
論
の
授
業
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
へ
の
理

解
を
深
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
金
融
の
世
界
は
変
化
が
早
く
、
し
か
も
複
雑
で

す
。
日
々
流
さ
れ
る
情
報
を
追
い
か
け
て
い
る
だ

け
で
は
、
必
ず
し
も
金
融
の
本
質
的
な
理
解
に
は

つ
な
が
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
金
融
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
論
で
は
、
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
先
端
の

動
き
を
、
体
系
的
に
整
理
し
て
、
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
を
強
調
し
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
よ
う
心

が
け
て
い
ま
す
。
講
師
は
週
替
り
で
、
毎
回
の

テ
ー
マ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
実
務
担
当
者
を
当
グ

ル
ー
プ
全
体
の
中
か
ら
選
ん
で
い
ま
す
。

　
実
学
を
「
実
社
会
で
役
に
立
つ
学
問
」
と
定
義

す
る
な
ら
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
か
ら
生
き
た
情

報
を
伝
え
る
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
は
、
ま
さ
に

実
学
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
実
務
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
理
論

と
い
う
ベ
ー
ス
も
重
要
で
す
。
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
を
含
む
金
融
機
関
は
、
新
し
い

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
顧
客
開
拓
戦
略
の
構

築
、
リ
ス
ク
管
理
の
精
緻
化
・
強
化
な
ど
に
日
々

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
際
、
金
融
論
や
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
論
、
財
務
会
計
論
な
ど
の
理
論
が

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
商

学
部
で
数
多
く
提
供
さ
れ
て
い
る
理
論
科
目
も
、

「
実
社
会
で
役
に
立
つ
」
実
学
な
の
で
す
。

　
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論

の
授
業
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
も
、
理
論

科
目
を
し
っ
か
り
と
学
ん
で
も
ら
う
よ
う
望
み
ま

す
。
逆
に
、
理
論
科
目
で
わ
か
り
に
く
か
っ
た
こ

と
が
、
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
で
実
務
の
話
を
聞

い
て
理
解
で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
よ
う
に
理
論
と
実
務
を
往
復
さ
せ
る
こ
と
で
、

金
融
や
経
済
へ
の
理
解
を
確

か
な
も
の
に
し
て
い
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

　

金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
の

対
象
年
次
は
３
・
４
年
生
で

す
。
こ
の
講
義
を
き
っ
か
け

に
、
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
関

心
を
高
め
て
も
ら
え
れ
ば
う

れ
し
い
で
す
が
、
金
融
以
外

の
分
野
で
将
来
活
躍
す
る
学
生
に
と
っ
て
も
、
金

融
の
理
論
や
実
務
を
体
系
的
に
学
ん
で
お
け
ば
、

社
会
に
出
た
と
き
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な
る
は

ず
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
金
融
は
あ
ら

ゆ
る
経
済
活
動
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

私
は
こ
の
寄
附
講
義
で
、総
論
的
な
内
容
の「
法

人
向
け
ビ
ジ
ネ
ス
概
論
」
と
い
う
授
業
を
受
け
持

つ
と
と
も
に
、
各
分
野
の
専
門
家
が
担
当
す
る
他

の
授
業
に
も
立
ち
会
っ
て
い
ま
す
。
毎
回
授
業
を

聴
く
た
び
に
、
近
年
の
金
融
・
経
済
の
め
ま
ぐ
る
し

い
変
化
や
、
そ
れ
に
対
応
し
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

展
開
の
早
さ
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
は
、
経
験
豊
か
な
実
務

担
当
者
だ
か
ら
こ
そ
提
供
で
き
る
実
学
の
一
つ
の

形
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
よ
り
実
践

的
で
有
意
義
な
講
義
に
す
る
べ
く
、
学
生
の
声
を

聞
き
な
が
ら
一
層
の
内
容
の
充
実
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
談
）

の
分
野
で

一
橋
の
授
業

商
学
部
・
商
学
研
究
科

野
田
彰
彦
客
員
教
授

昨今の金融情勢

プロジェクトファイナンス

企業再生

企業の海外進出サポート

信託ビジネス

銀行の投資戦略

欧米の大手金融機関の最近の動向

法人向けビジネス概論

証券化・流動化ビジネス

邦銀の海外戦略

リテールビジネスの商品戦略・提携戦略

資本政策アドバイザリー

高度化するリスク管理

新しい金融ビジネスモデル（総括）

みずほフィナンシャルグループ寄附講義

み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
寄
附
講
義

《
金
融
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
》

最
先
端
の
金
融
業
務
に
携
わ
る
講
師
に
よ
る
実
践
的
な
授
業
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理
論
と
実
務
の
往
復
で

理
解
を
深
め
る

金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の

最
先
端
の
取
り
組
み
を
紹
介

金
融
の
知
識
は

実
社
会
で
の

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に



第33回

山
下　

パ
ト
ナ
リ
さ
ん
は
日
本
企
業
で
働
か
れ
て
か
ら
一
橋

大
学
に
留
学
さ
れ
、
現
在
は
タ
イ
の
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
ビ
ジ
ネ

ス
ス
ク
ー
ル
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
国
際
ビ
ジ
ネ
ス

と
い
う
ご
自
身
の
テ
ー
マ
を
決
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
。

パ
ト
ナ
リ　

ビ
ジ
ネ
ス
に
関
心
を
持
っ
た
原
点
は
、
祖
父
と
父

の
生
き
方
を
間
近
に
見
て
き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
祖
父
は

戦
争
の
時
代
に
日
本
軍
の
徴
用
を
逃
れ
る
た
め
、
17
歳
で
単

身
、
広
東
に
家
族
を
残
し
タ
イ
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
中
国
で

は
比
較
的
裕
福
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
タ
イ
で

の
生
活
は
一
労
働
者
と
し
て
始
め
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
あ
る

日
祖
母
が
子
ど
も
を
連
れ
て
、
祖
父
の
も
と
を
訪
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
、
中
国
は
共
産
党
が
政
権
を
取
り
、
祖

変
わ
る
勇
気
、変
え
る
勇
気

パトナリ・スリスパオラン（Patnaree Srisuphaolarn）
タマサート大学ビジネススクール講師。
2001年一橋大学商学研究科修士号、2004年同大にて博士号取得。
その後、大韓民国、建国大学校にてリサーチフェローとして勤務後、同大講師に就任。
2006年、タイに帰国、カセートサート大学講師を経て、
2009年タマサート大学ビジネススクール講師に就任。現在に至る。

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
33
回
は
、タ
イ
か
ら
の
留
学
生
と
し
て
一
橋
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
、

現
在
は
タ
イ
の
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
で
教
鞭
を
と
る
、パ
ト
ナ
リ・ス
リ
ス
パ
オ
ラ
ン
氏
で
す
。

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

タマサート大学
ビジネススクール講師

パトナリ・
スリスパオラン氏

商学研究科准教授

山下裕子

Patnaree Srisuphaolarn

Yuko Yamashita

連 載 企 画

一橋の
女性たち

タ
イ
の
日
本
企
業
に
就
職
後
、

一
橋
大
学
へ
の
留
学
を
決
意
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母
も
中
国
に
帰
れ
な
く
な
り
、
家
族
は
そ
の
ま
ま
タ
イ
に
残
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
祖
父
は
「
成
功
す
る
た
め
に
は
一
生
懸

命
働
く
こ
と
」
だ
と
考
え
る
人
で
し
た
し
、
父
も
そ
う
で
す
。

父
は
店
舗
を
経
営
し
て
い
た
の
で
す
が
、
毎
日
深
夜
ま
で
働
い

て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
家
族
の
姿
が
私
に
影
響
を
与
え
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

山
下　

カ
レ
ッ
ジ
で
商
学
を
学
び
、
将
来
的
に
は
お
父
様
を

手
伝
お
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
ね
。
実
学
系
の
学
校
だ
っ
た

の
で
す
か
。

パ
ト
ナ
リ　

は
い
、
そ
う
で
す
。
卒
業
後
、
タ
イ
の
三
菱
系
企

業
に
就
職
し
ま
し
た
。
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
10
代
の
頃
は
日

本
企
業
に
対
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
は
日
本
企
業
の
タ
イ
進

出
が
盛
ん
な
時
期
で
し
た
か
ら
、
日
本

企
業
が
タ
イ
経
済
を
席
巻
し
て
い
る
よ

う
な
印
象
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
背

景
を
理
解
す
る
に
は
若
す
ぎ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
日
本

企
業
で
は
な
ぜ
男
女
で
雇
用
機
会
が
異
な
る
の
か
と
い
っ
た
疑

問
も
あ
り
ま
し
た
。

　

日
本
に
対
す
る
印
象
が
変
わ
っ
た
の
は
、
一
橋
大
学
に
留

学
し
て
か
ら
で
す
。
大
学
で
は
、
先
生
を
は
じ
め
先
輩
や
同
級

生
た
ち
が
と
て
も
温
か
く
接
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ホ
ス

ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
も
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
に

も
日
本
に
き
て
始
め
た
生
け
花
の
先
生
、
お
茶
の
先
生
た
ち

も
本
当
に
優
し
く
て
。
学
習
面
で
も
生
活
面
で
も
感
謝
の
気

持
ち
で
一
杯
で
す
。

山
下　

ご
家
族
に
反
対
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

パ
ト
ナ
リ　

父
は
手
放
し
た
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
（
笑
）。
し

か
し
、「
こ
れ
か
ら
は
ア
ジ
ア
の
時
代
だ
」
と
い
う
の
が
父
の
考

え
で
し
た
か
ら
、
日
本
で
学
ぶ
な
ら
と
許
し
て
く
れ
ま
し
た
。

山
下　

10
年
く
ら
い
前
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
パ
ト
ナ
リ
さ

ん
に
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
実
は
そ
の
と
き
、

学
生
時
代
と
す
ご
く
印
象
が
変
わ
っ
て
い
た
の
で
驚
い
た
の
で

す
。
す
ご
く
、
堂
々
と
し
て
い
ま
し
た
（
笑
）。

パ
ト
ナ
リ　

そ
ん
な
に
変
わ
っ

て
い
ま
し
た
か
（
笑
）？

山
下　

私
の
印
象
で
は
、
大
学

院
生
時
代
の
パ
ト
ナ
リ
さ
ん

は
、
生
真
面
目
で
実
直
で
お
と

な
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
そ

れ
が
、
い
い
と
こ
ろ
を
保
ち
つ
つ
、
眼
が
き
ら
き

ら
と
し
て
自
信
に
あ
ふ
れ
、
と
て
も
逞
し
く
な
っ

て
い
た
。
自
分
の
道
を
歩
ん
で
い
る
確
信
の
よ
う

な
も
の
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
素
敵
だ
な
ー
と

思
い
ま
し
た
よ
！

パ
ト
ナ
リ　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
変

わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
橋
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
と
、

そ
の
後
、
研
究
者
に
な
っ
て
、
大
学
で
学
生
を
相

手
に
教
え
て
、
私
な
り
に
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
タ
イ
に
帰
国
し
て

リ
バ
ー
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
ど
う
す
べ
き
か

深
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
下　

具
体
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
？

パ
ト
ナ
リ　

私
自
身
に
関
し

て
い
え
ば
、「
こ
う
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え

方
を
捨
て
、
も
っ
と
柔
軟
に

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
道
筋
を
つ
け
て
く
れ
た
の
が
、
タ
イ
に
戻
っ
て
か
ら

学
び
直
し
た
仏
教
の
教
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
仏
教
の
教
え
と
い
う
の
は
、
固
定
的
な
も
の
な
ど
な
く
「
す

べ
て
は
変
わ
る
も
の
」。
た
と
え
ば
、
タ
イ
の
社
会
は
ニ
ュ
ー

ハ
ー
フ
に
対
す
る
許
容
度
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

姿
や
形
に
か
か
わ
り
な
く
「
人
は
人
で
あ
る
」
と
い
う
意
識

が
根
底
に
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

山
下　

そ
う
い
う
柔
ら
か
な
考
え
方
は
、
素
敵
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
し
か
し
そ
う
い
う
柔
軟
性
が
、
あ
る
意
味
、
タ
イ
で

の
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
を
難
し
く
し
て
い
る
と
い
う
意
見
も
あ
り

ま
す
が
…
…
。

パ
ト
ナ
リ　

外
国
人
に
と
っ
て
は
、
多
少
の
違
和
感
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
…
…
。
し
か
し
、
１
９
９
７
年

の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
降
、
タ
イ
の
社
会
は
変
わ

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
潜
在
的
な
諸
問
題
も
顕
在
化

し
、
解
決
を
図
ろ
う
と
い
う
流
れ
も
あ
り
ま
す
。

国
の
経
済
的
発
展
の
た
め
に
基
礎
と
な
る
部
分
を

し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
も

出
て
き
て
い
ま
す
。

山
下　

タ
マ
サ
ー
ト
大
学
を
は
じ
め
ビ
ジ
ネ
ス

ス
ク
ー
ル
の
役
割
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

苦
悩
の
末
に
行
き
つ
い
た
、

ゼ
ミ
的
な
教
育
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パ
ト
ナ
リ　

タ
マ
サ
ー
ト
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
教
育

ス
タ
ッ
フ
に
は
、
海
外
経
験
者
が
多
い
の
で
す
。
実
学
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
や
理
論
を
学
生
に
教

え
て
い
こ
う
と
い
う
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
を
共
有
で
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
信
を

持
っ
て
私
が
提
案
で
き
た
の

が
、
一
橋
大
学
の
ゼ
ミ
制
度
で

し
た
。
こ
ん
な
に
い
い
制
度
は

な
い
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
か

ら
、
積
極
的
に
提
案
し
、
徐
々

に
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
に
取
り
入
れ

る
よ
う
働
き
か
け
て
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
が
と
て
も
好
調
な
の

で
す
。
そ
の
こ
と
も
仕
事
の
手

ご
た
え
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
橋
大
学
の
ゼ
ミ

で
得
た
ヒ
ン
ト
を
活
か
し
、
学
生
を
し
っ
か
り
育
て
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

こ
の
数
年
、
商
学
部
で
は
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
の
学
生

の
短
期
訪
問
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
来
る
人
は
ほ
と
ん
ど

が
女
性
。
首
相
も
今
は
女
性
で
す
ね
。
女
性
パ
ワ
ー
の
強
い
ア

ジ
ア
の
な
か
で
も
タ
イ
は
と
び
き
り
で
、
世
界
一
強
い
と
評
判

で
す
（
笑
）。
タ
イ
で
は
、
社
会
進
出
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の

機
会
に
性
差
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

パ
ト
ナ
リ　

タ
イ
の
社
会
で
は
伝
統
的
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社

会
的
性
別
）
に
よ
る
バ
リ
ア
は
な

い
で
す
ね
。
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
で

も
、
日
本
で
学
び
た
い
と
い
う
女

子
学
生
が
増
え
て
い
ま
す
。
１
人

の
給
料
だ
け
で
は
大
変
と
い
う
現

実
的
な
理
由
も
あ
り
ま
す
が
、
仕
事
を
持
ち
つ
づ
け
る
女
性
は

と
て
も
多
い
の
で
す
。
あ
る
程
度
以
上
の
階
層
で
す
と
、
家
事

を
受
け
持
つ
メ
イ
ド
さ
ん
が
い
ま
す
し
。
タ
イ
で
は
結
婚
す
る

と
男
性
が
女
性
の
家
へ
行
く
の
が
普
通
な
の
で
す
。

山
下　

働
く
女
性
へ
の
社
会
的
な
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
に
乏

し
い
日
本
か
ら
す
る
と
、
一
方
で
羨
ま
し
く
思
え
ま
す
が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
よ
り
も
社
会
階
層
の
方
が
社
会
的
分
業
へ
の
影

響
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
は
ア
ジ
ア
市
場
の
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
を
し
て
い
ま
す
が
、
ア
ジ
ア
と
ひ
と
く
く

り
に
は
で
き
な
い
、
国
に
よ
る
違
い
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
な
か
で
、
日
本
と
タ
イ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
似
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
タ
イ

に
は
注
目
し
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
交
流
を
深
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

パ
ト
ナ
リ　

タ
イ
で
教
職
に
あ
る
者
と
し
て
も
、
一
橋
大
学
の

Ｏ
Ｇ
と
し
て
も
ま
っ
た
く
同
感
で
す
（
笑
）。
そ
う
い
え
ば
、

先
日
山
下
先
生
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
テ
キ
ス
タ
イ
ル
産

業
に
関
す
る
共
同
研
究
の
件
、
ぜ
ひ
実
現
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一橋の女性たち対 談 を 終 え て

「変わらないものはない」

　「のんちゃん」。パトナリさんのことを、昔そう呼んでい
た。日本人の仲間うちでの呼び名があまりになじんでい
て、本名を聞くとちょっと遠い感じがしたものだった。今
回その本名を変えたと伺い、とんでもなく遠いところに
「のんちゃん」が行ってしまった気がしたのである。
　恐る恐る理由をたずねたところ、変名はタイでは日常
茶飯事で、今、ますます流行っているのだそうだ。1997
年以降の金融危機、政治内紛、そこに昨年のチャオプラ
ヤー川の洪水と、タイもめまぐるしい社会の激変を経験
している。それに立ち向かっていこうとする気持ちの表
れなのだという。性転換に対する態度、聖俗の移動可能
性等、日本人の我々と、仏教の「諸行無常」を価値とし
て共有しながらも、随分と異なった社会規範が展開され
ていることに改めて驚く。
　そのなかで、タイの女性たちの強さったらどうだろう。
出家して修行し、宗教面での貢献を期待される男性たち
の傍らで家業をがっちり守ってきた歴史ゆえなのか、経
済をしっかりと牛耳る女性たち。家父長制資本主義に基
づくフェミニズム論は、何とヨーロッパ的であったのかと
感動すら覚えさせてくれる。日本の私たちにとって、女
性の問題は昔も今もジェンダーで、何となくそれが最終
闘争のようになってしまい、そこにとどまってしまってい
るような気もする。ジェンダーの壁がないというタイ、名
前も変え、性も変え、聖俗も自由に越える社会では、もっ
と次の段階に踏み出しているのかもしれない。政治、経
済、社会、そして、教育……。
　タイの経済はあれよあれよという間に成長したように
思えるが、パトナリさんの家族の歴史が物語るように、
そこにいたる伏線は長かった。中国系で日本で学び、韓
国で教え、タイに戻って仕事をする諸行無常をリアルに
生きるなかで、ジェンダー以上に越えないといけない「有
為の奥山」がアジアには脈々と連なっていたのだろう。
“女性らしい”と思っていた「のんちゃん」は、実は、そん
な山はついのとっくに越えていたのですね。　（山下裕子）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
が
根
づ
い
て
い
る

タ
イ
の
社
会
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ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
頭
の
な
か
を

具
現
化
で
き
れ
ば
、

世
界
中
、ど
こ
に
行
っ
て
も

仕
事
が
で
き
る

菅藤造園  代表

菅藤恵輔氏

地
球
の
風 

地
域
の
風

in Kyoto
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京
都
三
大
祭
の
ト
ッ
プ
を
飾
り
、
毎
年
５
月

に
開
催
さ
れ
る
「
葵
祭
」。
前
日
か
ら
の
激
し

い
雨
に
よ
り
、
初
日
は
中
止
と
な
っ
た
。
観
光

客
や
修
学
旅
行
生
で
ご
っ
た
返
す
Ｊ
Ｒ
京
都
駅

か
ら
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
こ
み
、
ラ
ジ
オ
で
中
止

の
一
報
を
聞
く
。
す
っ
か
り
当
て
が
外
れ
て
し

ま
っ
た
人
々
が
、
今
ご
ろ
街
じ
ゅ
う
に
溢
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。
祭
り
と
い
う
特
別
な
イ
ベ
ン
ト

を
予
期
せ
ず
は
ぎ
と
ら
れ
、
ふ
だ
ん
の
姿
に

戻
っ
て
い
る
観
光
地・京
都
。こ
の
よ
う
な
と
き
、

地
元
の
タ
ク
シ
ー
は
乗
客
を
ど
こ
へ
案
内
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
乗
務
員
に
う
か
が
う
と
、「
庭

園
で
す
ね
。
新
緑
の
季
節
で
す
か
ら
、
雨
に
濡

れ
た
お
庭
は
き
っ
と
き
れ
い
で
し
ょ
う
」
│
│
。

　
や
は
り
、
京
都
と
い
え
ば
庭
園
な
の
だ
。
気

負
い
な
く
、
し
か
し
間
髪
を
入
れ
ず
返
っ
て
き

た
言
葉
に
は
、
誇
り
す
ら
感
じ
ら
れ
た
。
国
内

か
ら
も
海
外
か
ら
も
毎
日
の
よ
う
に
観
光
客

を
迎
え
入
れ
る
京
都
人
に
と
っ
て
、
庭
園
と
い

う
文
化
の
存
在
は
大
き
い
。
改
め
て
認
識
を
強

く
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
お
会
い
す
る
人

物
へ
の
興
味
が
さ
ら
に
深
ま
る
。

　

菅
藤
造
園
・
代
表
、
菅
藤
恵
輔
さ
ん
。
長
崎

で
生
ま
れ
育
ち
、
一
橋
大
学
法
学
部
を
卒
業

後
、
ま
っ
す
ぐ
に
京
都
へ
。
造
園
の
修
業
を
７

年
間
積
み
、
２
０
０
７
（
平
成
19
）
年
に
「
菅

藤
造
園
」
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き

は
独
立
後
の
実
績
だ
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
公
式
機

関
で
あ
る
関
西
日
仏
学
館
・
在
京
都
フ
ラ
ン
ス

総
領
事
館
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

が
展
覧
会
を
行
う
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス

「Super W
indow

 P
roject &

 
Gallery

」。
国
内
外
で
活
躍
す
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
作
品
を
集
め
た
現
代
美
術

画
廊
「eN

 arts

」。
創
業
３
０
０
年
の

歴
史
を
持
つ
老
舗
京
菓
子
専
門
店
「
鍵
善
良

房
」
高
台
寺
店
。
名
だ
た
る
機
関
や
施
設
に

あ
る
庭
園
の
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
を
手
が
け
て

い
る
。
し
か
も
、〝
庭
〞
に
ま
つ
わ
る
仕
事
だ

け
で
は
な
い
。
国
立
国
際
美
術
館
「
長
澤
英
俊

展
」
へ
の
作
品
展
示
協
力
、
紫
綬
褒
章
を
受

章
し
た
写
真
家
・
杉
本
博
司
氏
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
つ
く
っ
た
茶
室
「
今
冥
土
」
へ
の
資
材

提
供
協
力
な
ど
、
ア
ー
ト
の
領
域
に
も
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
の
だ
。

　

長
崎
の
人
が
な
ぜ
京
都
へ
や
っ
て
き
た
の

か
。
法
学
を
修
め
た
人
が
な
ぜ
文
化
・
芸
術
分

野
に
携
わ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
一
橋

大
学
出
身
者
が
な
ぜ
造
園
業
を
選
ん
だ
の
か
。

結
論
を
急
げ
ば
、
す
べ
て
は
菅
藤
さ
ん
自
身

一
橋
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
京
都
で

「
世
界
に
打
っ
て
出
る
た
め
」
に
造
園
会
社
を
立
ち
上
げ
た
人
物
が
い
る
。
菅
藤
恵
輔
氏
だ
。

留
学
生
と
の
交
流
を
通
し
て
自
分
の
進
む
道
を
つ
か
み
、

一
般
企
業
へ
の
就
職
に
は
目
も
く
れ
ず
、
造
園
を
学
ぶ
た
め
に
一
路
京
都
へ
向
か
う
。

７
年
間
の
修
業
を
経
て
32
歳
で
独
立
を
果
た
し
た
氏
は
、「
世
界
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
出
会
い
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
公
式
機
関
、
世
界
中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作
品
を
発
表
す
る
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
、

創
業
３
０
０
年
の
老
舗
京
菓
子
専
門
店
な
ど
と
の
仕
事
を
通
し
て
、
未
来
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
。

造
園
で
越
境
を
目
指
す
「
グ
ロ
ー
バ
ル
庭
師
」
が
、一
橋
大
学
か
ら
誕
生
し
た
。

地 球 の 風  地 域 の 風  in Kyoto

創業300年の歴史を持つ老舗京菓子専門店
「鍵善良房」高台寺店の庭

長
崎
で
生
ま
れ
育
ち

世
界
を
目
指
す
高
校
生
が

一
橋
大
学
を
選
ん
だ
理
由
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の
「
外
へ
、
外
へ
」
と
向
か
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

生
み
出
し
た
結
果
で
あ
る
。
で
は
自
ら
を
越
境

さ
せ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
し
よ
う
と
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
ど
の
よ
う
に
培
わ
れ
て
い
っ
た

の
か
。
ま
ず
は
源
流
を
た
ど
ろ
う
。

　
「
長
崎
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
、都
会（
東
京
）

の
大
学
に
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
教

諭
と
し
て
高
校
で
進
路
指
導
を
し
て
い
た
父
と

も
相
談
し
、『
ね
ら
い
を
定
め
て
勉
強
し
よ
う
』

と
い
う
こ
と
で
受
験
先
を
３
校
に
絞
り
こ
ん
だ

の
で
す
。
一
橋
大
学
も
候
補
の
一
つ
で
し
た
」

　
高
校
１
年
の
と
き
に
さ
っ
そ
く
上
京
し
、
絞

り
こ
ん
だ
３
校
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
す
べ
て
下

見
す
る
。
一
橋
大
学
構
内
の
雰
囲
気
の
よ
さ
、

ご
本
人
い
わ
く
「
ギ
ュ
ッ
と
凝
縮
さ
れ
て
い
る

感
じ
」
が
気
に
入
り
、
第
一
志
望
と
し
て
さ
ら

に
詳
し
く
調
べ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

最
終
的
に
法
学
部
を
選
ん
だ
菅
藤
さ
ん
だ

が
、
そ
の
決
断
に
は
あ
る
人
物
の
存
在
が
関
係

し
て
く
る
。
当
時
、
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表

と
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
や
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
担
当
し
て
い
た
明
石
康

氏
だ
。
遠
く
長
崎
か
ら
明
石
氏
の
活
躍
を
見
な

が
ら
、
国
際
公
務
員
と
い
う
仕
事
に
あ
こ
が
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
語
る
。

　
「
政
治
、哲
学
、宗
教
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
観
点

か
ら
国
際
関
係
を
学
び
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

国
際
関
係
を
専
門
に
学
習
で
き
る
の
は
法
学
部

だ
っ
た
の
で
、
法
学
部
を
選
び
ま
し
た
」

　
１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
、
菅
藤
さ
ん
は
一

橋
大
学
法
学
部
に
入
学
す
る
。
ゼ
ミ
は
国
際
法

専
門
の
大
谷
ゼ
ミ
。
と
こ
ろ
が
入
学
後
し
ば
ら

く
し
て
、
予
想
外
の
現
実
を
知
る
。

　

大
学
生
活
そ
の
も
の
は
、
下
見
で
上

京
し
た
と
き
に
感
じ
た
印
象
ど
お
り
楽

し
い
も
の
だ
っ
た
。
学
べ
る
も
の
が
豊

富
に
備
わ
っ
て
い
る
学
内
。
講
義
に
は

ま
じ
め
に
顔
を
出
し
、
法
学
研
究
会
に

所
属
し
て
国
際
法
模
擬
裁
判
に
も
参
加

し
た
。
と
こ
ろ
で
、
あ
こ
が
れ
だ
っ
た

国
際
公
務
員
へ
の
道
は
ど
う
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
「
国
際
公
務
員
に
な
る
た
め
の
プ
ロ
セ

ス
を
調
べ
た
り
、
実
際
に
国
際
公
務
員

の
方
に
会
っ
て
実
態
を
う
か
が
っ
た
り
し

て
、
か
な
り
狭
き
門
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
道
│
│

た
と
え
ば
医
師
や
法
務
官
、
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｏ

（
国
際
刑
事
警
察
機
構
）
の
職
員
を
目
指

す
に
し
て
も
道
は
限
ら
れ
て
い
る
。
あ

き
ら
め
ま
し
た
。
自
分
の
考
え
は
甘

か
っ
た
で
す
ね
（
苦
笑
）」

　

そ
の
実
、
菅
藤
さ
ん
の
心
が
本
当
に

折
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
学
業
の
か
た

わ
ら
、
菅
藤
さ
ん
は
海
外
か
ら
の
留
学

生
た
ち
が
集
う
国
際
交
流
会
館
に
も
入

り
び
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ピ
ク

ニ
ッ
ク
に
出
か
け
る
。
勉
強
会
を
開
く
。

言
葉
も
文
化
も
考
え
方
も
ま
る
で
違
う

留
学
生
た
ち
と
接
す
る
う
ち
に
、
一
気

に
視
野
が
広
が
る
の
を
感
じ
た
と
い
う
。

失
わ
れ
た
風
景
を

と
り
も
ど
す
た
め
に

京
都
に
向
か
う



と
は
な
か
っ
た
。
ふ
だ
ん
生
徒
た
ち
に
、「
や

り
た
い
こ
と
が
で
き
る
道
に
進
む
の
が
一
番

だ
」
と
言
っ
て
い
た
父
親
は
、
反
対
で
き
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
実
家

に
帰
っ
た
と
こ
ろ
で
庭
園
文
化
を
学
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
京
都
か
ら
世
界
へ
。
迷
い
は
な
か
っ
た
。

　
２
０
０
０（
平
成
12
）
年
、
菅
藤
さ
ん
は
京
都

に
降
り
立
つ
。
以
降
、
独
立
す
る
ま
で
の
７
年
間

に
二
つ
の
造
園
会
社
で
修
業
を
積
ん
で
い
る
。

　

１
社
目
は
前
出
の
株
式
会
社
寺
石
造
園
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
３
年
間
で
、
剪
定
の
基
本
的

な
技
術
の
習
得
か
ら
、
茶
屋
、
露
天
風
呂
、
滝

な
ど
の
つ
く
り
方
ま
で
幅
広
く
学
ぶ
。
京
都
現

代
美
術
館
・
何か

必ひ
つ

館か
ん

「
光
庭
」（
京
都
）
の
植
栽

工
事
や
、
精
進
料
理
「
醍
醐
」（
東
京
）
の
造
園

工
事
に
も
携
わ
っ
た
。

　
「
仕
事
に
恵
ま
れ
て
、
短
期
集
中
で
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
を
学
べ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
」

　

そ
し
て
、
休
日
の
た
び
に
足
を
運
ん
で
い

た
石
屋
で
明あ

け

貫ぬ
き

造ぞ
う

園え
ん

の
親
方
と
出
会
い
、
転

職
す
る
。
明
貫
造
園
は
美
術
関
係
の
案
件
に

強
く
、
少
人
数
で
コ
ツ
コ
ツ
進
め
て
い
く
ス

タ
イ
ル
で
あ
る
。
菅
藤
さ
ん
は
４
年
間
在
籍

し
、M

IH
O
 M
U
SEU

M
（
滋
賀
）、
俵
屋
旅

館
（
京
都
）、
菊
乃
井
赤
坂
店
（
東
京
）
な
ど

世
界
へ
の
扉
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
で

開
い
て
い
た
の
だ
。
国
際
交
流
会
館
に
足
が
向

い
た
心
境
を
、
菅
藤
さ
ん
は
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
と
に
か
く
東
京
へ
出
よ
う
。
東
京
に
出
た

ら
次
は
世
界
を
目
指
そ
う
。
今
よ
り
も
外
へ
！

外
へ
！
と
い
う
気
持
ち
は
、
も
う
消
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
」

　

ど
う
し
て
も
世
界
へ
打
っ
て
出
た
い
。
打
っ

て
出
る
に
は
何
よ
り
も
「
専
門
性
」
だ
。
専
門

性
と
は
、
自
分
だ
け
が
持
っ
て
い
る
武
器
、
自

分
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
表
現
ツ
ー
ル
で
あ

る
。
菅
藤
さ
ん
は
留
学
生
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
専
門
性
を
持
つ
大
切
さ
を

肌
で
感
じ
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
大
学
２
年
生

の
と
き
に
公
開
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
『
ユ

リ
シ
ー
ズ
の
瞳
』
を
観
て
、
菅
藤
さ
ん
は
将
来

に
つ
な
が
る
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
つ
か
む
。

　
「
動
乱
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
バ
ル
カ
ン
半
島
を

舞
台
に
、
未
現
像
の
ま
ま
ど
こ
か
に
残
さ
れ
た

フ
ィ
ル
ム
を
探
し
て
旅
を
続
け
る
映
画
監
督
の

話
で
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ・ジ
ョ
イ
ス
の『
ユ
リ
シ
ー

ズ
』、
東
欧
の
変
動
な
ど
が
重
層
的
に
か
ら
み

あ
っ
て
き
ま
す
。
私
が
一
番
惹
か
れ
た
の
は
、

映
画
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
『
失
わ
れ
た
風
景
を
と

り
も
ど
す
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
」

　

菅
藤
さ
ん
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
風
景
と
は
何

か
。と
り
も
ど
す
と
は
ど
う
い
う
行
為
な
の
か
。

　
「
ま
っ
た
く
変
わ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
る
風

景
は
、
ま
ず
存
在
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
復
元

さ
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
と
同
じ
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
ね
。
も
う
絶
対
に
手
に
入
ら
な
い
、

い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の
で
す
。
そ
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
自
分
の
力
で
表
現
し
て
み
た
い
。
そ
こ
か

ら
庭
園
を
つ
く
る
、
日
本
の
風
景
を
つ
く
る
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
生
ま
れ
ま
し
た
」

　

自
分
は
日
本
庭
園
を
つ
く
る
＝
造
園
と
い
う

専
門
性
を
身
に
つ
け
て
、
世
界
に
打
っ
て
出
る
。

日
本
の
庭
園
文
化
を
、
自
分
の
力
で
世
界
に
輸

出
す
る
。
菅
藤
さ
ん
の
腹
は
決
ま
っ
た
。
就
職

活
動
の
時
期
に
入
り
、
外
資
系
企
業
の
Ｏ
Ｂ
・

Ｏ
Ｇ
訪
問
や
面
接
な
ど
も
一
通
り
経
験
し
て
み

た
が
、
決
意
を
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
出

会
い
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
一
匹
狼
で

や
っ
て
い
く
独
立
心
に
火
が
つ
い
た
と
い
う
。

　
「
た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
会
っ
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
は
皆
さ
ん
元
気
が
な
い
ん

で
す
よ
。『
海
外
赴
任
は
平
気
？
』
と
聞
か
れ

た
の
で
『
平
気
で
す
』
と
答
え
る
と
、
質
問
を

し
た
ご
本
人
が
『
そ
う
な
の
？
俺
は
ち
ょ
っ

と
な
ぁ
…
…
』
っ
て
（
笑
）。
そ
の
姿
を
見
て
、

自
分
は
組
織
の
な
か
で
働
く
よ
り
、
広
い
視
野

を
持
っ
て
文
化
に
携
わ
っ
て
い
こ
う
と
思
い

ま
し
た
」

　
造
園
１
本
に
絞
っ
た
と
き
、
真
っ
先
に
京
都

が
思
い
浮
か
ん
だ
。
日
本
文
化
の
中
心
地
と
し

て
世
界
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
庭
園
や
寺
院

が
数
多
く
立
ち
並
び
、
景
観
に
対
す
る
人
々
の

意
識
も
高
い
。
す
ぐ
に
社
団
法
人
日
本
造
園
組

合
連
合
会
（
東
京
・
神
田
）
に
連
絡
を
と
る
。

何
と
い
う
偶
然
だ
ろ
う
か
。
電
話
の
向
こ
う
に

は
、
京
都
の
造
園
会
社
、
株
式
会
社
寺
石
造
園

の
社
長
が
居
合
わ
せ
た
。
仕
事
の
打
ち
合
わ
せ

で
た
ま
た
ま
東
京
に
き
て
い
た
の
だ
。
社
長
の

「
働
い
て
み
る
か
？
」
と
い
う
言
葉
に
、
菅
藤

さ
ん
は
飛
び
つ
く
。
長
崎
の
両
親
も
、
内
心

は
わ
か
ら
な
い
が
正
面
き
っ
て
反
対
す
る
こ

の
造
園
工
事
に
携
わ
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
独
立
す
る
と
な
る
と
、
通
り
い
っ
ぺ

ん
の
技
術
や
実
績
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

　
「
何
し
ろ
京
都
に
は
１
０
０
０
軒
以
上
の
植

木
屋
さ
ん
が
ひ
し
め
い
て
い
ま
す
。
独
立
す
れ

ば
す
べ
て
競
争
相
手
で
す
。
会
社
を
大
き
く
す

る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
差
別
化
で

き
る
も
の
を
持
と
う
と
模
索
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
大
学
時
代
の
経
験
を
活
か
し
て
、『
外
国
人

を
相
手
に
英
語
で
仕
事
を
す
る
造
園
会
社
』
を

思
い
立
っ
た
ん
で
す
」

　

国
際
関
係
課
程
の
講
義
。
留
学
生
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。
そ
の
な
か
で
自
分
は

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
だ
じ
ゃ
な
い
か
。

「
世
界
」
や
「
外
国
人
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、

語
学
は
も
ち
ろ
ん
、
文
化
、
芸
術
、
政
治
、

歴
史
、
宗
教
…
…
。
今
こ
そ
活
か
す
べ
き
と

き
な
の
だ
。

　
「
独
立
す
る
前
か
ら
積
極
的
に
パ
ー
テ
ィ
ー

に
顔
を
出
し
た
り
、
美
術
館
に
足
を
運
ん
だ
り

し
ま
し
た
。
営
業
で
す
ね
」

　
自
ら
ま
い
た
種
か
ら
、
出
会
い
の
芽
が
少
し

ず
つ
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
い
く
つ
も
の
出
会
い

に
後
押
し
さ
れ
、
２
０
０
７
（
平
成
19
）
年
、

「
菅
藤
造
園
」
を
設
立
す
る
。

　
「
も
う
少
し
早
く
独
立
す
る
つ
も
り
で
し
た
。

で
も
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
が
あ
っ
て
で
き
た

こ
と
で
す
か
ら
、
結
果
的
に
７
年
と
い
う
時
間

は
必
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　

最
初
の
仕
事
は
、関
西
日
仏
学
館
・
館
長（
当

時
）宅
の
庭
園
工
事
で
あ
る
。
菅
藤
さ
ん
の
仕
事

ぶ
り
を
評
価
し
た
館
長
か
ら
、
さ
ら
に
美
術
分

野
へ
と
紹
介
の
輪
が
広
が
る
。
同
年
に
は
冒
頭

地 球 の 風  地 域 の 風  in Kyoto

数
々
の
出
会
い
に

支
え
ら
れ
た

京
都
で
の
独
立

そ
し
て
改
め
て
気
づ
い
た

一
橋
大
学
の
力
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 Gallery

」
の
リ
フ
ォ
ー
ム
・
維
持

管
理
か
ら
作
品
展
示
協
力
ま
で
任
さ
れ
る
は

こ
び
と
な
っ
た
。
翌
２
０
０
８
（
平
成
20
）
年

に
は
関
西
日
仏
学
館
・
在
京
都
フ
ラ
ン
ス
総
領

事
館
の
庭
園
も
手
掛
け
て
い
る
。

　

実
は
菅
藤
さ
ん
の
独
立
を
支
援
す
る
存
在

が
、
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
一
橋
大
学
の
後
援
を

行
う
社
団
法
人
如
水
会
で
あ
る
。
菅
藤
さ
ん
は

独
立
後
す
ぐ
京
都
支
部
と
大
阪
支
部
に
あ
い

さ
つ
に
行
き
、
懇
談
会
に
も
参
加
し
た
。
そ
こ

で
思
わ
ぬ
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
そ
う
だ
。

　
「
一
橋
大
学
を
出
て
植
木
屋
な
ん
て
…
…
と

言
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
不
安
で
し
た
。
で

も
飲
み
の
席
に
出
て
み
る
と
、
皆
さ
ん
口
々
に

励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
お
前
み
た
い

な
一
匹
狼
は
珍
し
い
、
尊
敬
し
て
い
る
ぞ
！

応
援
し
て
い
る
ぞ
！
っ
て
。
実
際
に
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
に
紹
介
も
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
」

　
会
社
と
い
っ
て
も
ま
だ
自
分
ひ
と
り
。
客
と

協
力
業
者
を
合
わ
せ
て
も
５
〜
６
人
と
い
う

狭
い
世
界
で
あ
る
。
一
橋
大
学
の
諸
先
輩
の
励

ま
し
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
確
認
す
る
う
え

で
客
観
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
一
橋
大
学
と
い
う
看
板
の
大
き
さ
に
、
卒

業
し
て
、
独
立
し
て
か
ら
気
づ
き
ま
し
た
」

　
会
社
も
少
し
ず
つ
軌
道
に
乗
り
、
大
が
か
り

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
日
々
の
地
道
な
剪
定

作
業
ま
で
着
実
に
対
応
し
て
い
く
日
々
が
続

く
。
一
方
で
庭
園・美
術・歴
史
な
ど
の
勉
強
を

重
ね
る
う
ち
に
、
菅
藤
さ
ん
は
あ
る
確
信
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。

　
「
日
本
庭
園
ら
し
さ
や
京
都
ら
し
さ
に
は
、

実
は
定
義
が
な
い
の
で
す
。
数
寄
屋
建
築
、
京

菓
子
と
い
う
言
葉
は
よ
く
使
わ
れ
ま
す
け
ど
、

で
は
そ
れ
は
何
を
指
す
か
と
い
う
と
、
決
ま
り

は
な
い
ん
で
す
ね
。
言
い
か
え
れ
ば
職
人
の
数

だ
け
『
ら
し
さ
』
が
存
在
し
ま
す
」

　

た
と
え
ば
菅
藤
さ
ん
に
と
っ
て
の
京
都
ら

し
さ
を
表
現
す
る
と
、「
品
が
あ
る
」「
優
し
い
」

「
起
伏
が
な
く
や
わ
ら
か
」
な
ど
の
言
葉
に
な

る
。
し
か
し
同
じ
質
問
を
別
の
職
人
に
投
げ
か

け
た
ら
、
ま
っ
た
く
違
う
答
え
が
返
っ
て
く
る

は
ず
。
菅
藤
さ
ん
は
そ
う
語
る
。

　
「
で
も
職
人
は
口
よ
り
も
手
を
動
か
す
こ
と

が
仕
事
で
す
。『
ら
し
さ
』
を
言
葉
で
定
義
し

た
り
、
論
文
と
し
て
発
表
し
た
り
し
ま
せ
ん
。

関西日仏学館・在京都フランス総領事館

フランス人オーナーの個人宅の庭

日
本
庭
園
に
定
義
は
な
い

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の

頭
の
な
か
に
入
っ
て

答
え
を
引
き
出
す
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言
語
化
で
き
た
っ
て
、
自
分
で
つ
く
れ
な
け
れ

ば
意
味
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」

　

今
年
リ
フ
ォ
ー
ム
を
手
掛
け
た
、
創
業
３

０
０
年
の
老
舗
京
菓
子
専
門
店
「
鍵
善
良
房
」

高
台
寺
店
。
工
事
に
あ
た
り
、
菅
藤
さ
ん
は

庭
に
は
る
苔
の
種
類
に
こ
だ
わ
っ
た
。
群
馬

や
富
士
山
の
ふ
も
と
で
と
れ
る
大
杉
苔
を
使

う
の
が
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
手
法
だ
。

職
人
が
10
人
い
れ
ば
８
人
は
大
杉
苔
を
使
う

と
い
わ
れ
る
が
、
菅
藤
さ
ん
は
あ
え
て
地
苔

を
選
ん
で
い
る
。

　
「
地
苔
は
目
が
細
か
く
て
繊
細
で
す
し
、
品

格
も
あ
る
。
大
杉
苔
よ
り
も
、
よ
り
京
都
ら
し

さ
を
感
じ
た
の
で
、
山
や
材
料
屋
を
回
っ
て
入

手
し
ま
し
た
」

　
し
か
し
決
し
て
直
感
で
は
な
い
。
鍵
善
良
房

に
つ
い
て
、
建
物
、
料
理
そ
の
他
の
関
連
資
料

を
調
べ
つ
く
し
、
依
頼
主
が
望
ん
で
い
る
こ
と

を
考
え
抜
い
た
。
美
術
館
に
も
足
を
運
ん
で
硯

箱
や
蒔
絵
な
ど
を
じ
っ
く
り
観
察
し
、
こ
の
繊

細
さ
│
│
線
の
流
れ
、
細
か
さ
な
ど
│
│
を
鍵

善
良
房
の
庭
で
表
現
し
よ
う
と
い
う
結
論
に

い
た
っ
た
。
と
す
れ
ば
庭
に
は
る
苔
も
、
目
の

粗
い
大
杉
苔
で
は
な
く
き
め
細
か
な
地
苔
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　
繰
り
返
す
と
、
日
本
庭
園
ら
し
さ
、
京
都
ら

し
さ
に
定
義
は
な
い
。
で
は
造
園
す
る
側
は
、

何
に
依
っ
て
立
て
ば
よ
い
の
か
。

　
「
お
客
様
の
頭
の
な
か
に
入
る
こ
と
で
す
」

　
具
体
的
な
要
望
も
あ
れ
ば
、
抽
象
的
な
相
談

も
あ
る
。
依
頼
主
を
と
り
囲
む
情
報
を
徹
底
的

に
調
べ
あ
げ
て
自
分
の
な
か
に
流
し
こ
み
、
自

ら
も
勉
強
を
重
ね
な
が
ら
、「
何
が
で
き
る
か
」

を
考
え
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
菅
藤
さ
ん
に

と
っ
て
の
造
園
な
の
だ
。

　
「
長
崎
出
身
の
私
は
庭
に
つ
い
て
深
い
ル
ー

ツ
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
京
都
の
職
人
さ

ん
が
『
こ
う
だ
』
と
伝
授
し
て
く
れ
る
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
最
良
の
答
え
は
お
客
様
の
な

か
に
だ
け
あ
る
。
手
を
尽
く
し
て
引
き
出
す
の

が
、
自
分
の
や
り
方
で
す
」

　
相
手
の
頭
の
な
か
に
入
る
こ
と
。
菅
藤
さ
ん

の
こ
の
ス
タ
イ
ル
が
、
実
は
世
界
を
相
手
に
造

園
文
化
を
広
げ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
。

　
現
在
菅
藤
造
園
の
取
引
先
は
、
日
本
人
と
外

国
人
が
ほ
ぼ
半
分
ず
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

両
方
か
ら
依
頼
を
受
け
る
菅
藤
さ
ん
は
、
あ
き

ら
か
な
違
い
を
感
じ
て
い
る
。
日
本
人
と
仕
事

を
す
る
と
き
は
、「
依
頼
を
す
る
側
」
と
「
庭

を
つ
く
る
側
」
と
い
う
よ
う
に
立
場
が
比
較
的

は
っ
き
り
分
か
れ
る
。
し
か
し
外
国
人
（
特
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
）
の
場
合
、
向
こ
う
側
と
こ
ち

ら
側
と
い
う
線
引
き
、
客
と
業
者
と
い
う
利
害

関
係
が
希
薄
だ
そ
う
だ
。

　
「
そ
の
ぶ
ん
、
人
間
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
か

ど
う
か
を
観
察
さ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
造

園
の
技
術
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
政

治
、
経
済
、
文
化
、
歴
史
…
…
常
識
レ
ベ
ル

で
す
べ
て
の
話
が
で
き
て
初
め
て
、
ビ
ジ
ネ
ス

の
相
手
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
す
」

　

菅
藤
さ
ん
の
経
験
上
、
日
本
人
と
ビ
ジ
ネ

ス
を
す
る
と
き
に
（
日
本
人
同
士
と
い
う
こ

と
も
あ
り
）
理
解
不
能
に
陥
る
こ
と
は
あ
ま

り
な
い
。
依
頼
主
の
要
望
は
、
突
き
つ
め
れ

ば
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
集
約
さ
れ
て
い

く
。
一
方
で
外
国
人
の
場
合
、
そ
う
は
い
か

な
い
。
１
０
０
人
い
れ
ば
１
０
０
通
り
の
要

望
が
出
て
く
る
。

　
「
日
本
人
、
ド
イ
ツ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
同
じ
人
間
と
し
て

何
で
も
語
り
合
え
る
関
係
に
な
ら
な
い
と
、
相

手
の
望
み
が
わ
か
り
ま
せ
ん
」

　
そ
こ
で
活
き
て
く
る
の
が
、
相
手
の
頭
の
な

か
に
入
る
と
い
う
菅
藤
さ
ん
の
柔
軟
な
ス
タ

イ
ル
だ
。
相
手
を
調
べ
つ
く
し
、
相
手
を
と
り

囲
む
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
自
分
に
流
し
こ
む
。
一

方
で
、
自
分
が
日
々
の
勉
強
で
蓄
え
た
も
の
を

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
相
手
が

望
む
も
の
を
引
き
出
し
て
い
く
。
造
園
会
社
の

代
表
で
は
な
く
、
菅
藤
恵
輔
と
い
う
個
人
と
し

て
信
頼
を
得
る
た
め
の
訓
練
は
、
す
で
に
行
わ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
国
人
か
ら
の
観

察
眼
に
さ
ら
さ
れ
て
も
ス
ト
レ
ス
に
は
な
ら

な
い
の
だ
。

　
「
本
当
は
ス
ト
レ
ス
で
す
よ
（
笑
）！
外
国

人
一
人
ひ
と
り
の
要
望
に
臨
機
応
変
に
向
き

合
う
の
は
、
正
直
言
っ
て
し
ん
ど
い
で
す
。

で
も
こ
の
ス
ト
レ
ス
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た

ら
、
自
分
は
世
界
に
出
て
も
通
用
し
な
い
で

し
ょ
う
」

　
菅
藤
さ
ん
は
、
そ
も
そ
も
日
本
の
庭
園
、
西

洋
の
庭
園
な
ど
の
線
引
き
に
も
あ
ま
り
意
味

が
な
い
と
指
摘
す
る
。

　
「
ド
イ
ツ
人
に
よ
く
質
問
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ

日
本
人
は
庭
園
に
石
を
置
く
の
か
？
っ
て
。
私

は
一
応
こ
う
答
え
ま
す
。
日
本
人
は
自
然
が
手

本
に
な
る
か
ら
、
木
や
川
、
石
な
ど
を
ア
レ
ン

ジ
し
て
持
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
、
と
。
で
も
フ

ラ
ン
ス
式
整
形
庭
園
の
代
表
と
さ
れ
る
ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
宮
殿
で
も
、
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト

の
離
宮
（
小
ト
リ
ア
ノ
ン
宮
殿
）
に
は
自
然
の

景
色
が
あ
り
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

西
洋
の
庭
園
＝
石
を
取
り
の
ぞ
い
た
人
工
物
と

は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
も
ア
プ

ロ
ー
チ
が
違
う
し
、
そ
の
違
い
は
日
本
の
庭
園

に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
庭

園
の
素
材
を
輸
出
し
て
『
こ
れ
が
日
本
庭
園
で

す
』
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
や
る
必

要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
地
の
素
材
を
使
い
、
自

然
と
の
か
か
わ
り
方
と
い
う
根
本
の
部
分
を
伝

え
れ
ば
、
理
解
し
て
く
れ
る
外
国
人
は
た
く
さ

ん
い
ま
す
か
ら
」

地 球 の 風  地 域 の 風  in Kyoto

現代美術画廊「eN arts」の
茶室の外庭

線
引
き
の
な
い

人
間
ど
う
し
の
付
き
合
い
が

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
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線
引
き
な
く
付
き
合
う
。
こ
こ
に
菅
藤
さ

ん
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
息
づ
い
て
い
る
よ

う
だ
。

　

今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
通
し
て
世

界
へ
の
扉
を
少
し
ず
つ
開
け
て
き
た
菅
藤
さ

ん
。
こ
こ
に
き
て
さ
ら
に
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ

ン
ト
を
迎
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ウ
デ
ィ
の

カ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
和
田
智
氏
（SW

design 
T
O
K
YO

代
表
）
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
和
田

氏
が
Ｈ
Ｐ
で
提
唱
し
た
「
22
世
紀
の
東
京
を
デ

ザ
イ
ン
し
よ
う
『
水
と
緑
の
回
廊
で
囲
ま
れ
た

美
し
い
街
』
東
京
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
22
」
に
菅

藤
さ
ん
が
強
く
共
感
。
熱
い
想
い
を
メ
ー
ル
に

書
い
て
和
田
氏
に
送
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
交
流
が

生
ま
れ
た
そ
う
だ
。
和
田
氏
も
ビ
ジ
ネ
ス
以
上

の
新
た
な
価
値
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。「
１

０
０
年
後
の
未
来
を
、
社
会
を
、
デ
ザ
イ
ン
す

る
」
と
い
う
氏
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
と
に
、
自

分
で
も
何
か
新
し
い
も
の
や
つ
な
が
り
を
生
み

出
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
和
田
氏
が

菅
藤
さ
ん
の
造
園
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
共
感
を

寄
せ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
も
、
菅
藤
さ
ん
の
大

き
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
１
０
０
年
後
、
私
は
生
き
て
い
ま
せ
ん
。

で
も
そ
れ
く
ら
い
先
を
見
て
何
か
を
し
よ
う

と
思
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
日
々
の

剪
定
で
生
計
を
立
て
な
が
ら
、
利
益
と
は
関
係

の
な
い
活
動
も
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
」

　

最
後
に
菅
藤
さ
ん
の
今
後
に
つ
い
て
う
か

が
っ
た
と
こ
ろ
、
近
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
向
く

計
画
が
あ
る
と
い
う
。

　
「
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
閉
塞

感
を
、
京
都
の
文
化
、
庭
園
の
文
化
を
ツ
ー
ル

に
し
て
打
破
で
き
な
い
か
？
と
い
う
話
を
し

て
い
る
の
で
す
。
向
こ
う
に
渡
る
前
に
、
仕
事

で
お
付
き
合
い
の
あ
る
外
国
人
の
お
客
様
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
、
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
」

　
質
問
項
目
は
、「
日
本
の
庭
園
が
好
き
か
・
嫌

い
か
」「
そ
れ
は
な
ぜ
か
」「
そ
の
理
由
は
個
人

と
し
て
の
も
の
か
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
全
般
に
い

え
る
こ
と
か
」
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
。

　
「
近
い
将
来
、
ホ
ス
ピ
ス
の
緩
和
ケ
ア
病
棟

に
庭
園
を
つ
く
り
た
い
の
で
す
」

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
建
築
家
、
エ
ー
リ
ッ
ク
・

グ
ン
ナ
ー
ル
・
ア
ス
プ
ル
ン
ド
が
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
南
部
に
つ
く
っ
た
世
界
遺
産
「
森
の
葬
祭

場
」。
こ
の
よ
う
な
宗
教
を
超
え
た
空
間
を
、

い
つ
か
自
分
も
世
界
の
ど
こ
か
に
つ
く
り
た

い
。
菅
藤
さ
ん
は
静
か
に
そ
う
語
る
。

　
「
人
は
ど
の
よ
う
な
風
景
の
な
か
で
死
を
迎

え
た
い
か
。
最
後
に
見
た
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
庭
な
ん
て
い
ら
な
い
と

い
う
結
論
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
将
来

に
向
け
て
し
っ
か
り
研
究
し
て
み
た
い
。
そ
し

て
い
つ
か
形
に
し
て
み
た
い
ん
で
す
」

　
「
手
離
れ
の
悪
い
仕
事
を
始
め
て
し
ま
っ
た

と
思
い
ま
す
。
商
売
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
で

す
よ
ね
。
で
も
最
初
か
ら
大
き
く
も
う
け
る
つ

も
り
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
公
共
事
業
に
も
興

味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
対
人
間
で
つ
な
が
っ

て
い
る
お
客
様
、
一
緒
に
組
む
人
た
ち
と
、
自

分
の
目
の
届
く
範
囲
で
コ
ツ
コ
ツ
や
っ
て
、
い

い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
」

　

夢
が
ど
の
よ
う
な
形
に
結
実
す
る
か
は
ま
だ

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
菅
藤
さ
ん
の
取
り
組
み

の
一
つ
ひ
と
つ
が
「
失
わ
れ
た
風
景
を
と
り
も

ど
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
。

菅藤恵輔（かんとう・けいすけ）
長崎県出身。2000年一橋大学法学部卒業。
7年間の造園会社2社の勤務を経て、
2007年京都に「菅藤造園」を設立する。
関西日仏学館・在京都フランス総領事館、
老舗京菓子専門店「鍵善良房」高台寺店、

現代美術画廊「eN arts」などの庭園リフォーム・維持管理をはじめ、
NYで活動する写真家・杉本博司氏への資材提供協力など、

芸術関連の活動にも携わっている。
【菅藤造園ホームページ】http://www.kantozoen.com/

「鍵善良房」高台寺店前にて

１
０
０
年
後
の
社
会
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
い
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四
月
、
春
爛
漫
、
桜
並
木
の
小
径
を
通
っ
て
学
校

生
活
が
始
ま
る
と
い
う
の
が
日
本
の
定
番
の
入
学
の

光
景
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
日
本
の
社
会
の
な
か
に
刻
み
こ
ま
れ
た
経

験
で
あ
ろ
う
。
刻
み
こ
ま
れ
た
と
書
い
た
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
四
月
に
は
北
海
道
で
は
ま
だ
桜

前
線
が
到
達
し
て
お
ら
ず
、
沖
縄
で
は
と
っ
く
に
散

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
科
書
な

ど
を
通
し
て
表
象
と
し
て
刻
ま
れ
て
共
有
し
て
い
る

と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
日
本
の
四
月
入
学
の

学
校
文
化
の
基
盤
に
は
こ
の
風
景
が
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
四
月
入
学
が
普
遍
的
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
欧
米
の
学
校
に
九
月
入
学
が

多
い
こ
と
で
も
分
か
る
。
ち
な
み
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
は
二
月
の
初
め
頃
、
お
隣
韓
国
は
三
月
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
の
学
校
は
な
ぜ
四
月
入
学

制
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

昨
今
、
大
学
の
九
月
入
学
問
題
で
喧

か
ま
び
すし

い
が
、
も
と

も
と
、
日
本
の
近
代
学
校
制
度
の
導
入
期
で
あ
る
一
九

世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、
当
時
の
国
際
標
準
に
沿
っ
た

九
月
入
学
だ
っ
た
。
東
京
大
学
の
前
身
の
東
京
開
成
学

校
の
規
則
に
は
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
教
員
が

外
国
人
で
あ
っ
た
高
等
教
育
機
関
は
お
お
む
ね
こ
れ
を

踏
襲
し
た
。
一
方
、
大
衆
教
育
機
関
で
あ
る
小
学
校
は

子
ど
も
を
学
校
に
来
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
大
変
で
、
実

際
は
年
中
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
、
期
日
を

同
一
と
し
た
入
学
の
概
念
が
希
薄
で
あ
っ
た
。

　
四
月
入
学
へ
の
流
れ
は
、
高
等
師
範
学
校
が
一
八
八

七
年
に
四
月
開
始
と
し
た
こ
と
が
大
き
な
転
機
と
な
っ

た
。
当
時
の
高
等
師
範
は
、
教
員
養
成
に
限
ら
ず
、
日

本
の
初
等
・
中
等
教
育
の
「
普
通
教
育
ノ
本
山
」
と
い

う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
な
ら
う
よ
う
に
、
そ

れ
ま
で
入
学
式
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
中
学
校
も
師
範

学
校
も
、
さ
ら
に
定
着
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
小
学
校
も

四
月
開
始
へ
と
揃
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

実
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
た
公
文
書
の
存
在
は
不

明
な
の
だ
が
、
故
佐
藤
秀
夫
氏
（
元
国
立
教
育
研
究

所
）
は
、
文
部
省
視
学
官
な
ど
と
打
ち
合
わ
せ
の
も
と

に
起
案
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
千
葉
県
尋
常
師
範
学
校
の

県
知
事
へ
の
上
申
の
な
か
に
、
四
月
学
年
制
採
用
の

説
明
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
有
力
な
根
拠
と
さ

れ
て
い
る
の
は
、
会
計
年
度
と
揃
え
る
た
め
と
、
徴

兵
制
の
届
け
出
の
期
限
の
た
め
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
一
八
八
六
年
か
ら
、
七
月
に
始
ま
り
六
月
に
終

わ
っ
て
い
た
会
計
年
度
が
、
四
月
か
ら
三
月
を
周
期

と
す
る
も
の
に
か
わ
っ
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
一
八

八
六
年
一
二
月
に
徴
兵
令
が
改
正
さ
れ
て
、
壮
丁
の

届
け
出
期
限
が
九
月
一
日
基
点
か
ら
四
月
一
日
基
点

に
変
更
に
な
っ
た
。
当
時
は
二
〇
歳
を
超
え
て
師
範

学
校
に
入
学
す
る
者
が
大
勢
い
た
こ
と
か
ら
、
学
校

の
始
ま
り
が
九
月
だ
と
健
康
で
学
力
の
高
い
有
望
な

人
材
を
軍
隊
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
帝
国
大
学
と
そ
れ
に
付
随
す
る
旧
制
高

等
学
校
に
は
四
月
入
学
が
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
は
通
常
の
「
学
校
」
と
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
正
期
に
入
っ
て
、
時
間
の
ズ
レ
を
埋
め
た
い
と
い

う
政
府
の
方
針
で
、
東
京
帝
大
は
一
九
二
一
年
に
四

月
入
学
に
移
行
し
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
間
断

な
い
接
続
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
育
の
た
め
と
い
う
理
由
か
ら
で

は
な
く
、
徴
兵
期
日
と
会
計
年
度
と
い
う
、
言
う
な

れ
ば
役
所
の
論
理
に
よ
っ
て
、
四
月
入
学
が
定
め
ら

れ
た
。
ち
な
み
に
上
申
の
説
明
の
う
ち
の
一
つ
に
、

九
月
入
学
の
学
年
末
試
験
の
時
期
が
「
炎
熱
」
の
た

め
に
適
さ
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
四

月
入
学
の
場
合
の
寒
期
で
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
社
会
の
な
か
で
四
月
の

入
学
が
続
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
突
き
詰
め
る
と
結

局
入
学
式
と
サ
ク
ラ
に
表
象
さ
れ
る
春
の
光
景
を
好
ま

し
く
結
び
つ
け
る
人
々
の
意
識
に
行
き
着
く
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
学
校
の
根
幹
に
お
い
て
教
育

を
根
拠
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
こ
の
小
稿

は
佐
藤
氏
の
学
校
文
化
史
研
究
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
も
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。

社会学研究科教授

木村  元

四月入学の学校文化

四
月
入
学
の
学
校
文
化
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　ノンアルコール・ビールが最近人気らしい。厳密に言うと完全な「ノンアルコール」（アルコールが入っ
ていない）という製品が出てきたのはここ数年らしく、その前は「ローアルコール・ビール」（アルコール分
が１％未満で酒税法上、酒類には分類されないもの）だったようだ。成長のなくなった日本において、年
率20％近い成長をしていることから、ビール各社にとっては大変魅力のある新市場らしい。このように
ノンアルコール・ビールが多種類開発され、いろいろなレストランで一般的に置いてくれるようになった
ことは酒飲みにとってはうれしいことである。

　ノン（ロー）アルコール・ビールとの付き合いはもう25年近くになる。80年代後半のバブルのころに飲
み始めたのを覚えている。その当時、ほとんど毎日酒を飲んでおり、休肝日を作ろうと決心したのがきっ
かけになった。ところが休肝日に「今日は酒を飲めない」と思うと、猛烈に酒が恋しくなり、夕方にはい
ろいろな言い訳を思いついて、休肝日をやめてしまうことが続いた。そこで思いついたのが、カレーを夕
食に食べてノンアルコール・ビールを飲むという「技」である。カレーは香辛料が強いのでそもそも酒の
うまさを殺すのであまり酒が飲みたくならないところに、ビールの味がするものを飲むと、それほど苦
しまずに禁酒ができるのである。このようにしてノンアルコール・ビールを時々飲むようになった。
　ところが、当時はノンアルコール・ビールは人気もなく、手に入れるのは簡単ではなかった。とても
おいしいとは言えないものも多かった。いろいろと探したところ、オーストリア製の「スワン」という
ブランドがあり、これは結構いい味だったので、長い間愛用させていただいた。

　そうこうしているうちに2002年と2007年の道路交通法の改正があり、飲酒運転が厳罰化され
てから、ノンアルコール・ビールの需要に火が付いたようだ。ゴルフ場でまず見つけたのが
2005年にアサヒから発売された「ポイントワン」というアルコール度数0.1％の製品である。
昔のノンアルコール・ビールのような臭みもなく、すっきりとした味で、初めて飲んだ時は感
激した。ところが、0.1％でも何本か飲むと飲酒検知器は反応するのではないかという話
を聞いて気にしていたら、2009年にキリンから「フリー」という本当の「ノンアルコール」
の製品が出てきたのである。これもすっきりしていていい味だった。ところが、しば
らくすると小瓶１本飲むともう飲みたくなくなるようになった。何か後味や甘み
があって、たくさん飲みたいという気にさせないのである。一方、「フリー」
のヒットにより、ビール４社が競うように新製品を投入し始め、2010年に
はサントリーが「オールフリー」というアルコールだけでなくカロリーも糖
質もゼロの製品を出し、サッポロも「プレミアムアルコールフリー」を発
売した。今年の初めにはアサヒが「ドライゼロ」という麦芽を使わない製
法の新製品を発売したのだが、麦芽を使わないことから変な甘さがなく、
ビールに近い味わいになっている。現在はこれを休肝日に愛飲している。
周りの人間に聞いてみたら、香りを優先する人と苦みを優先する人によ
り好みの銘柄は若干違うようで、酒飲みは「ドライゼロ」が好きだという
者が多いように思う。いずれにしろ、かつてのノンアルコール・ビールか
らすれば本当にすばらしい味になったものだと感慨深い。

　でも今でもやはり酒を飲んでもいいという日にノンアルコール・ビールをわざわざ飲もうと
は思わないのである。味はかなりビールに近くなっているのになぜだろうかと先日考えていたら、
閃いた。そうだ！ビールはアルコールが入っているから美味しいのである。やはり酒好きにはア
ルコールは何物にも代えられないものなのだ。「ビールよありがとう」「酒よありがとう」

国際企業戦略研究科
特任教授

伊藤友則

ノンアルコール・ビールと
休肝日

ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル・ビ
ー
ル
と
休
肝
日

ノンアルコール･ビールは美味しくなった

休肝日のための「技」

結局酒飲みはアルコールが好き
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卒業生のご家族・一般の方

在学生・在学生の保護者

本学役職員

企業・法人等

5名（570,000円）

33名（1,120,000円）

20名（1,852,000円）

35団体（158,971,945円）

竹久　健　　様
武谷陽介　　様
田島泰次　　様
建部克史　　様
田所祐介　　様
田中達也　　様
田中大樹　　様
田中　弘　　様
谷口　優　　様
田上道隆　　様
塚元佐弥子　様
津崎盛久　　様
土屋　暁　　様
坪沼一成　　様
露崎春吉　　様
鶴尾　勝　　様
鶴田剛平　　様
寺井　優　　様
寺田恭典　　様
當麻雅生　　様
徳田直寛　　様
豊田　進　　様
永井一史　　様
中尾栄一　　様
中川正彦　　様
長沢洋一　　様
中島　茂　　様
中島弘道　　様
永田敬生　　様
中林　毅　　様
中村静雄　　様
中村哲二　　様
中村洋一郎　様
中村佳央　　様
中山泰吉　　様
浪貝一良　　様
成田　亨　　様
成田祐一　　様
西　浩一　　様
西方明彦　　様
錦織正明　　様
布村秀夫　　様
根崎修一　　様
野口正武　　様
野田　令　　様
能谷　充　　様
野村覚藏　　様
橋本光彦　　様
橋本善和　　様
橋本剛昌　　様
長谷川敦　　様
長谷川輝夫　様
服部武宏　　様
花田一憲　　様

浜田　愃　　様
早川敬介　　様
林　陽二　　様
林　良一　　様
林田広司　　様
早野真史　　様
原口太一　　様
原田彰三　　様
東野良彦　　様
樋口隆之　　様
平賀茂孝　　様
平野英治　　様
平野健次　　様
廣瀬秀郎　　様
深見　隆　　様
福井俊郎　　様
福本匡純　　様
藤瀬　宏　　様
藤田孝一　　様
藤目琴実　　様
古市正文　　様
古川仁視　　様
別所智之　　様
保坂証司　　様
細井哲男　　様
穂積洋一郎　様
堀　勝彦　　様
堀　光博　　様
堀江音太郎　様
堀江宏朗　　様
前田泰生　　様
前山雄三　　様
松江勇吉　　様
松崎信介　　様
松田敏弘　　様
松村之彦　　様
松本謙太郎　様
眞鍋卓史　　様
丸川　潔　　様
三沢宏栄　　様
南川和義　　様
三宅　元　　様
宮崎　淳　　様
宮澤直弘　　様
宮島　潤　　様
三好幸彦　　様
美和新一　　様
村瀬直幸　　様
村田勝俊　　様
村田典子　　様
室井和弘　　様
望月大輔　　様
本岡卓爾　　様
森祐二郎　　様

坂本豪史　　様
佐久間紀幸　様
佐藤憲一　　様
佐藤隆弘　　様
佐藤哲彦　　様
佐藤伸郎　　様
佐藤裕正　　様
澤田　健　　様
澤田知宏　　様
澤田正彦　　様
塩野　学　　様
茂野純彦　　様
市東照夫　　様
篠崎　純　　様
柴垣光洋　　様
島田一樹　　様
島津大介　　様
嶋守浩之　　様
清水庸如　　様
下町一朗　　様
荘　雅行　　様
白井和之　　様
白川和則　　様
白木光麿　　様
城山貴司　　様
辛坊正記　　様
末延幸辰　　様
菅田純登　　様
杉尾忠彦　　様
杉山　靖　　様
鈴木清晃　　様
鈴木貞一　　様
鈴木　仁　　様
鈴木政士　　様
鈴木亮一　　様
須藤　誠　　様
陶山寿一　　様
諏訪義熙　　様
関端　進　　様
蘇　清緞　　様
高井　豊　　様
高木大和　　様
髙木啓史　　様
高口　徹　　様
高田英治　　様
高梨　章　　様
髙橋　淳　　様
高橋忠明　　様
高橋智也　　様
高橋泰宏　　様
鷹橋友樹　　様
高林浩司　　様
武居秀典　　様
武田ひなつ　様

森下一義　　様
森田達郎　　様
森田裕之助　様
森永　啓　　様
森永信太郎　様
森永正之　　様
守矢　進　　様
矢崎　森　　様
安田　剛　　様
安田正道　　様
柳谷啓好　　様
矢作健司　　様
山川未来夫　様
山岸正明　　様
山口栄治　　様
山崎真也　　様
山崎文彦　　様
山下正幸　　様
山田修平　　様
山田大輔　　様
山田　優　　様
山本淳一　　様
山本英男　　様
山本三樹彦　様
横嶋雅次　　様
横田兆展　　様
横手英毅　　様
横山　望　　様
吉尾耕一　　様
吉川　稔　　様
吉國眞一　　様
吉田賢一　　様
吉田輝夫　　様
吉田　誠　　様
吉田幸夫　　様
吉田龍介　　様
吉村研一　　様
若林照二　　様
和田元春　　様
渡辺一史　　様
渡辺浩司　　様
渡辺淳平　　様
渡辺紳一　　様
渡邊泰太郎　様
芳魂会昭和16年３月卒　　様
昭和32年卒一橋ツバイ会　様
一橋大学平成３年卒業生　様
一橋大学平成13年会　　　様
如水会川崎支部　　　　　様
如水会京都支部有志一同　様
如水会多摩北支部　　　　様
他63名

Campus Information

秋和美穂子　様
清水隆之　　様
古川教行　　様
他２名

東　純一　　様
荒木伸介　　様
梅野博仁　　様
大塚　浩　　様
岡本政廣　　様
綛山哲男　　様
木村光俊　　様
小池信介　　様

佐藤　宏　　様
柴崎和幸　　様
清水良一　　様
角田保治　　様
對馬範俊　　様
名取穣治　　様
西田光徳　　様
橋本裕美　　様

廣川　誠　　様
古田律子　　様
細谷光弘　　様
箕浦芳晴　　様
森　遼介　　様
若杉伸幸　　様
渡邉秀宝　　様
他10名

アイシン精機株式会社　　　　　　　　　　　　様
株式会社キャピタル・アセット・プランニング　　様
株式会社共同テレビジョン　　　　　　　　　　様
株式会社サークルＫサンクス　　　　　　　　　様
株式会社ジェイテクト　　　　　　　　　　　　様
社団法人如水会　　　　　　　　　　　　　　　様
新日鉄エンジニアリング株式会社　　　　　　　様
住友電設株式会社　　　　　　　　　　　　　　様
スルガ銀行株式会社　　　　　　　　　　　　　様
西武信用金庫　　　　　　　　　　　　　　　　様
石油資源開発株式会社　　　　　　　　　　　　様
大和ハウス工業株式会社　　　　　　　　　　　様
タカタ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　様
多摩信用金庫　　　　　　　　　　　　　　　　様
株式会社東京會舘　　　　　　　　　　　　　　様
社団法人投資信託協会　　　　　　　　　　　　様
トヨタ紡織株式会社　　　　　　　　　　　　　様
名古屋鉄道株式会社　　　　　　　　　　　　　様
日揮株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　様
日新電機株式会社　　　　　　　　　　　　　　様
日本興亜損害保険株式会社　　　　　　　　　　様
ニフティ株式会社　　　　　　　　　　　　　　様
社団法人日本証券投資顧問業協会　　　　　　　様
日本放送協会　　　　　　　　　　　　　　　　様
農林中央金庫　　　　　　　　　　　　　　　　様
浜松ホトニクス株式会社　　　　　　　　　　　様
一橋大学消費生活協同組合　　　　　　　　　　様
株式会社法学館　　　　　　　　　　　　　　　様
松井証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　様
みずほ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　様
株式会社みずほフィナンシャルグループ　　　　様
三菱倉庫株式会社　　　　　　　　　　　　　　様
森ビル株式会社　　　　　　　　　　　　　　　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５月末現在で、総額
約47億4,000万円（入金済分）に達しました（うち２億
円は、創立125周年記念募金より繰り入れ）。この場をお
借りし、皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
　ご寄付をいただきました方々へ感謝の意を込め、ここ
にご芳名を掲載させていただきます。
　今号では、2012年２月１日から2012年５月末日までの
間にご入金を確認させていただいた方を公表させていた
だきます。公開不可の方、本学役職員につきましては掲
載しておりません。また、ご寄付者で万が一お名前がも
れている場合につきましては、誠に恐縮でございますが、
基金事務局までご連絡ください。
　ご寄付をいただいた方すべての皆様を「一橋大学基
金寄付者芳名録」に記し、一橋大学の歴史に末永く留
めさせていただきます。また、30万円以上（法人100万
円以上）のご寄付に関しまして
は、ご芳名を本館設置の「一橋
大学基金寄付者銘板」に記させ
ていただきます。
　なお、募金目標額は100億円と
なっております。皆様の一層の
ご支援を賜りたくお願い申し上
げます。

●お手紙・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

404名・11団体（54,799,808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

18名・3団体 377名・7団体9名・1団体

有田浩之　　様
飯島　満　　様
石山照明　　様
岩瀬浩一　　様
上田良一　　様
金井紀年　　様
木山茂年　　様
小池國三　　様
齋藤義雄　　様
渋谷鋭市　　様
日月雅昭　　様
千葉金助　　様
徳田駿一　　様
町田秀春　　様
松本正義　　様
宮田雄幸　　様
山崎富治　　様
十月クラブ　様
昭和32年卒業55周年記念大会　様
昭和51年卒業（47年入学）
　同期会有志一同　　　　　　様
他１名

相川信久　　様
相原　修　　様
青木則夫　　様
青木理生　　様
赤穂隆文　　様
秋宗勝彦　　様
秋山寿彦　　様
秋山俊之　　様
浅井　晶　　様
淺井嘉人　　様
厚川　毅　　様
阿部泰二　　様
阿部祐一　　様
天野泰明　　様
荒井良彰　　様
荒瀬仁志　　様
安藤憲一郎　様
飯島啓太　　様
飯田稔督　　様
飯塚和世　　様
飯山覚志　　様
五十嵐紀元　様
池田龍哉　　様
石川淳史　　様
石黒和彦　　様
石澤史郎　　様
石田　光　　様
石田宏樹　　様
石丸茂夫　　様
一場正守　　様
井筒浩一郎　様
猪瀨具夫　　様
今田喜久　　様
井山大介　　様
伊禮春孝　　様
岩井高志　　様
岩城弘明　　様
上野嘉蔵　　様
打越俊一　　様
内田　潔　　様
梅田弘美　　様
浦野明彦　　様
漆山浩一　　様
榎本武由　　様
及川芳夫　　様
大坂忠嗣　　様
大澤伴治　　様
大島康弘　　様
大島美子　　様
太田真治　　様
大田弘子　　様
太田　浩　　様
大谷正俊　　様
大槻裕士　　様

大野成夫　　様
大橋　清　　様
大宮　実　　様
大森　憲　　様
大森史郎　　様
岡田公吉　　様
岡田宣裕　　様
岡田祐治　　様
尾形俊輔　　様
岡原慎一　　様
沖野雅樹　　様
荻野晃一　　様
小口正彦　　様
越智敬之助　様
越智大介　　様
小野百合子　様
小野喜明　　様
小野崎正顕　様
小野澤康夫　様
小汀昌之　　様
柿沼惠三　　様
春日井弘　　様
片桐康宏　　様
角　孝文　　様
角田　保　　様
金谷浩介　　様
金氏俊郎　　様
M39 金子孫彰 様
金子善次郎　様
亀尾　里　　様
辛島哲郎　　様
川内一男　　様
加輪上浩之　様
河村雄次　　様
木口武幸　　様
木住野元通　様
北原陽二郎　様
北村達郎　　様
木村涼子　　様
杭田幸治　　様
久木田正樹　様
日下太一　　様
熊谷良貴　　様
黒田信忠　　様
小出照明　　様
古高　昇　　様
小土井善章　様
小松美枝　　様
古明地康正　様
小森一真　　様
小山行央　　様
斉藤隆文　　様
斉藤　拓　　様
斎藤英秋　　様

浅野　勉　　様
遠藤恒夫　　様
重原正明　　様
鈴川準二　　様
竹田正雄　　様
鶴岡　坦　　様
船崎　裕　　様
安田結子　　様
渡辺和紀　　様
昭和46年会　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）

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
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　平成24年度科学研究費助成事業〔科研費*
（補助金・基金分）〕の配分状況（４月に交付
内定が行われた研究種目の速報値）が平成
24年６月４日に文部科学省から公表され、
本学は新規課題の採択率が59.5％で、国公
私立大学を含むすべての研究機関のなかで、
１位となりました（全国平均28.4％）。なお、
本学の新規課題採択率（速報値）全国１位
は、平成17年度から８年連続となりました。
　本学は、今後も科研費をはじめとする公
的研究費に積極的に応募し、かつ高い採
択率を達成するという課題に取り組んでま
いります。
＊科研費は、文部科学省及び日本学術振興会が実施する競争
的研究資金で、人文・社会科学から自然科学まですべての分野
にわたり、基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な「学術
研究（研究者の自由な発想に基づく研究）」を対象とするもの
です。 平成23年度から、「基盤研究（C）」、「若手研究（B）」、「挑
戦的萌芽研究」の3研究種目が、平成24年度から、「基盤研究
（B）」及び「若手研究（A）」両種目の一部（研究費総額のうち
500万円まで）が基金化（複数年使用が可能）されています。
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を
受
賞
し
ま
し
た

　大平正芳記念賞は、「環太平洋連帯構想」
の発展に貢献する政治・経済・文化・科学技
術に関する著作に対して、財団法人大平正
芳記念財団から与えられるものです。
　武田講師は、ご自身の著作『現代ロシアの
貧困研究』で、同賞を受賞しました。授賞式
は、2012年６月12日に執り行われました。

科
研
費
の
採
択
率
が
、全
国
１
位
に
な
り
ま
し
た

Campus Information

『現代ロシアの貧困研究』
武田友加／著　東京大学出版会刊
定価：7,770円（税込）2011年2月発行

機関名

一橋大学

専修大学

地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター
（東京都健康長寿医療センター研究所）

東京芸術大学

東京外国語大学

独立行政法人
放射線医学総合研究所

甲南大学

東京大学

独立行政法人
国立長寿医療研究センター

上智大学

採択率（％）

59.5％

56.7％

51.9％

51.9％

50.8％

46.1％

45.7％

45.5％

44.4％

44.2％

採択件数

50

34

40

28

33

47

32

1,215

24

50

1

2

3

3

5

6

7

8

9

10

●研究者が所属する研究機関別採択率
　平成24年度新規採択分（平成24年4月現在）

（文部科学省公表資料による）
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●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

　最近、スマートフォンを使う人がやたらと目につきま
す。無くても困らないから自分は持たない、従来の携帯
電話で十分、と強がりの感想を抱きつつも、SNSが苦
手な自分は、もはや時代からとり残されているかも……
という強迫観念が頭をよぎります。たしかに、SNSを
駆使して情報の駆けめぐる速さといったら、午前中の
１年生向け授業でヘマをすると、その日の午後には３～
４年生のゼミテンにまで広まっていることからも身に
染みて分かります。新しい情報ツールは、弱い紐

ちゅうたい

帯で
繋がったネットワークをつくるのに適しているように見
えます。ウエットな人間関係が支配する日本では、新し
い情報ツールが大きな風穴を開ける機会を提供してい
るのかもしれません。心に負担感なく、軽いタッチで、
幅広いネットワークをつくっている学生を見ていると、
タコツボ化・タテワリ化した日本を変えてくれるのでは
ないかと大いに期待したくなります。（YO）

　一橋大学は、社会科学の総合大学ならではの諸問題
への優れた分析と方策を提唱するために、2008年３月
に「一橋大学関西アカデミア」を、2010年10月に「一
橋大学中部アカデミア」を開始し、各地域に特化したシ
ンポジウムや講演を行っています。そしてこのたび、初
の海外でのアカデミアとなる「一橋大学ソウルアカデミ
ア」を開催することとなりました。
　「一橋大学ソウルアカデミア」では、韓国と日本が抱
える共通の課題について考察し、これらの課題につい
て、韓国の著名な大学及び一橋大学の学識経験者が
各々の分析結果を共有します。

一
橋
大
学
ソ
ウ
ル
ア
カ
デ
ミ
ア
を
開
催
し
ま
す

お問い合わせ先　一橋大学研究・社会連携推進課
■Eメール　res-sr.g@dm.hit-u.ac.jp
■TEL　042-580-8058

開 会 挨 拶
祝 辞

大 学 紹 介
基 調 講 演

韓国側報告
日本側報告

◆総合司会

：山内　進　一橋大学長
：武藤正敏　特命全権大使
  オ・ヨンチョン　ソウル大学学長
  イ・ジョンウク　西江大学学長
：小川英治　理事・副学長
：大田弘子　政策研究大学院大学教授
　　　　　  「日韓がともに取り組む経済課題」
：ムン・ウシク　韓国銀行金融政策委員会委員
：小川英治　理事・副学長

：クォン・ヨンソク
  一橋大学大学院法学研究科准教授

開 催 日
開 催 場 所

：2012年9月20日（木）14：00～17：30
：韓国プレスセンター 20階　国際会議場

不透明なグローバル経済の中における日韓協力

●一橋大学ソウルアカデミア

プログラム

テーマ
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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：167-76
1）

■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週間程度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 3,500円／ A席 2,500円／B席 1,500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、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。

開演 14：00
〔開場 13：15〕

※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。

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

ブラームス：交響曲第3番 ヘ長調 作品90
J.Brahms：Symphony No.3 in F major, op.90

ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 作品98
J.Brahms：Symphony No.4 in E minor, op.98

ブラームス晩年の人生観が色濃く映る珠玉の名曲！
～魂の燃焼！ 宮城のブラームス～

◆

市場経済における競争の自由と規制
《一橋大学・中国人民大学  共同開催》2012アジア政策フォーラム

日時：2012年8月31日（金）

会場：如水会館 オリオンルーム 
9：00~18：00 受付開始 8：30

東京都千代田区一ツ橋2-1-1
http://www.kaikan.co.jp/josui/company/access.html
TEL 03-3261-1101
神保町駅 半蔵門線・都営新宿線・都営三田線A8・A9出口
徒歩3分／竹橋駅 東西線1b出口 徒歩4分 

参加費：無料

参加ご希望の方は、お名前・ふりがな、ご所属、ご職業、連絡先をご記入の上、e-mailまたはFAXにてお申し込みください。 定員（100名）になり次第締め切りとさせていただきます。
一橋大学アジア政策フォーラム 2012シンポジウム準備室　E-mail：asiaforum.2012@law.hit-u.ac.jp　FAX：042-580-8201

参加お申し込み
お問い合わせ 

会議言語　第1・第2セッション／日本語・中国語（逐次通訳）　第3セッション／英語

第5回
定期演奏会

《指揮》
宮城敬雄

ヨハネス・ブラームス

モデレータ 
報告者（日本）
報告者（中国）
コメンテータ

モデレータ 
報告者（日本）
報告者（中国）
コメンテータ

モデレータ 
報告者（日本）
報告者（中国）
コメンテータ

小野秀誠　一橋大学大学院法学研究科教授　 
滝沢昌彦　一橋大学大学院法学研究科教授　
楊　立新　中国人民大学法学院教授　
山本和彦　一橋大学大学院法学研究科教授

山田　洋　一橋大学大学院法学研究科教授　
薄井一成　一橋大学大学院法学研究科准教授　
楊　建順　中国人民大学法学院教授　
高橋　滋　一橋大学大学院法学研究科教授

岡室博之　一橋大学大学院経済学研究科教授　
岡田羊祐　一橋大学大学院経済学研究科教授　
楊　基静　中国人民大学経済学院教授　
林　秀弥　名古屋大学大学院法学研究科准教授

■総合司会　　松本恒雄　一橋大学大学院法学研究科教授

第1セッション　 民事規制の諸問題

第2セッション　 行政規制の諸問題

第3セッション　 規制の経済学の諸問題
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