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巻 頭 特 集

1858（安政５）年、啓蒙思想家で教育者の福澤諭吉が蘭学塾として江戸に開いた慶應義塾。
以来、慶應義塾大学は福澤の唱える「実学の精神」を受け継いだ教育・研究を通じて数多くの人材を輩出してきた。

実は、一橋大学とは歴史的な関わりが深く、かつ実学教育・研究などの点で両学は共通点も多い。
今回のトップ対談は、その慶應義塾の塾長を８年にわたって務め上げた清家篤氏をお迎えし、

両学のミッションや連携、これからの人材育成などについて語り合った。

“実学”重視で共通する
慶應義塾大学と一橋大学の過去と未来
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東
京
美
術
学
校
、
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
に
た
ま
た
ま
建
築

科
が
あ
っ
た
の
で
、
祖
父
も
建
築
な
ら
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
で
建
築
の
道
に
進
ん
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
父
と
し
て
は
、

仮
に
建
築
科
で
も
、
美
術
学
校
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
絵
の
勉
強
は
で
き

る
と
考
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
入
っ
て
み
た
ら
周
り
に
は
全
国

か
ら
絵
の
う
ま
い
学
生
ば
か
り
集
ま
っ
て
き
て
お
り
、
自
分
は
神
戸
で

天
狗
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
絵
描
き
に
な
ら
な
く
て
良
か
っ
た

と
思
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

蓼
沼　

そ
う
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

清
家　

父
は
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
は
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と

い
う
方
針
で
、
私
に
は
祖
父
と
父
の
間
に
あ
っ
た
よ
う
な
進
路
を
巡
る

会
話
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
数
学
や
英
語
な
ど
は
わ
り
あ
い
好
き
で

し
た
の
で
、
親
類
が
通
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
慶
應
の
経
済
学
部
に

行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
劇
的
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

蓼
沼　

お
父
上
は
広
い
心
で
見
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

清
家　

広
い
心
と
い
い
ま
す
か
、
い
い
加
減
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
父
は
よ
く
「
い
い
加
減
が
〝
好
い
加
減
〟」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま

し
た
（
笑
）。
よ
く
い
え
ば
、
自
由
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
が
。

蓼
沼　

芸
術
や
建
築
の
世
界
は
、師
が
懇
切
丁
寧
に
教
え
る
よ
り
も
、創

造
に
取
り
組
む
姿
を
見
せ
る
ほ
う
が
む
し
ろ
弟
子
を
大
き
く
育
て
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
経
済
学
も
同
様
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
も
ち

蓼
沼　

本
日
は
、
高
名
な
労
働
経
済
学
者
で
あ
り
、
慶
應
義
塾
長
を
長

く
務
め
ら
れ
た
清
家
篤
先
生
と
対
談
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
清
家
先
生
に
は
、
２
０
１
８
年
４
月
か

ら
一
橋
大
学
の
経
営
協
議
会
の
委
員
に
ご
就
任
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

清
家　

大
変
に
光
栄
な
こ
と
で
恐
縮
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
お
役
に

立
て
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
精
一
杯
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

蓼
沼　

で
は
、
清
家
先
生
の
ご
経
歴
か
ら
伺
い
ま
す
。
ま
ず
、
お
父
上

の
清
家
清
先
生
は
建
築
家
と
し
て
大
変
高
名
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

清
家　

は
い
、
父
の
清
は
建
築
家
で
し
た
。
ま
た
祖
父
の
正
は
一
橋
大

学
の
兄
弟
校
の
よ
う
な
東
京
高
等
工
業
学
校
、
現
在
の
東
京
工
業
大
学

を
出
た
機
械
工
学
者
で
、
神
戸
高
等
工
業
学
校
、
現
在
の
神
戸
大
学
工

学
部
な
ど
で
教
え
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
を
神
戸
で
過
ご
し
た
父

は
、
旧
制
中
学
時
代
に
美
術
の
先
生
か
ら
絵
が
う
ま
い
と
褒
め
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
美
術
学
校
に
行
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。
機
械
工
学
者
の
祖
父
と
し
て
は
、
美
術
の
道
に
進
む
こ
と
に
は
心

配
で
、
最
初
は
賛
成
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
願
書
を
取
り
寄
せ
た

ろ
ん
、
体
系
的
な
知
識
を
教
え
る
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、
教
師
が
研
究

に
打
ち
込
む
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
と
て
も
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

清
家　

同
感
で
す
。
学
部
生
で
は
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

大
学
院
生
な
ら
ば
教
員
が
一
緒
に
研
究
で
苦
労
し
、
失
敗
す
る
プ
ロ
セ

ス
を
共
有
す
る
こ
と
な
ど
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

清
家
先
生
は
、
経
済
学
者
と
し
て
政
府
の
有
識
者
会
議
や
審
議

会
な
ど
で
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
専
門
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
研

究
成
果
を
つ
ね
に
政
策
と
結
び
付
け
な
が
ら
社
会
に
還
元
さ
れ
て
い
る

清
家
先
生
の
姿
勢
に
高
い
敬
意
を
払
っ
て
お
り
ま
す
が
、
経
済
学
者
の

果
た
す
べ
き
役
割
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う

か
。

清
家　

福
澤
諭
吉
の
言
葉
に
、「
学
者
は
国
の
奴ど

雁が
ん

な
り
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
奴
雁
と
は
、
雁
の
群
れ
が
一
斉
に
エ
サ
を
つ
い
ば

ん
で
い
る
中
、
一
羽
だ
け
首
を
高
く
上
げ
て
周
囲
を
見
回
し
、
難
に

備
え
る
雁
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
福
澤
は
こ
の
奴
雁
に
な
ぞ
ら
え
、

学
者
も
世
の
中
が
目
先
の
こ
と
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
時
に
、
歴

史
を
顧
み
、
現
状
を
冷
静
に
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
も
っ
て
先
々
の

た
め
に
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
て
示
す
役
割
が
あ
る
と
言
い
た
か
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
い
え
る
こ
と
だ
と
は

思
い
ま
す
が
、
特
に
将
来
経
済
予
測
を
目
的
と
す
る
経
済
学
者
な
ど

は
、
経
済
史
を
踏
ま
え
、
現
状
を
実
証
的
に
分
析
し
う
る
モ
デ
ル
を

構
築
し
、
そ
こ
か
ら
将
来
に
悪
い
予
測
が
出
れ
ば
そ
れ
を
回
避
す
る

た
め
の
、
良
い
予
測
が
出
れ
ば
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
政
策
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

前
慶
應
義
塾
長清

家 

篤
氏

慶應義塾大学商学部教授、慶應義塾学事
顧問。博士（商学）。専攻は労働経済学。
1978年、慶應義塾大学経済学部卒業、
1980年慶應義塾大学商学部助手、1985年
同助教授を経て、1992年より同教授。
2007年より商学部長、2009年から2017年
５月まで慶應義塾長。2017年５月より現職。
この間、カリフォルニア大学客員研究員、
ランド研究所研究員、経済企画庁経済研究
所客員主任研究官、社会保障制度改革国民
会議会長（内閣）、天皇の公務の負担軽減
等に関する有識者会議構成員（内閣官房）、
日本私立大学連盟会長、日本労務学会会長、
ハーバード大学客員教授（Edwin O.Reis-
chauer Visiting Professor of Japanese 
Studies）などを歴任。現在、社会保障制
度改革推進会議議長（内閣）、ILO仕事の未
来世界委員会（ILO Global Commission 
on the Future of Work）委員などを兼務。
2016年、フランス政府よりレジオン・ドヌー
ル勲章シュヴァリエを受章。2018年４月よ
り一橋大学経営協議会委員に就任予定。
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「
学
者
は
国
の
奴
雁
な
り
」
と

〝cool heads but w
arm

 hearts
〟

祖
父
は
機
械
工
学
者

父
親
は
建
築
家



蓼
沼　

経
済
学
者
と
し
て
名
高
い
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・マ
ー
シ
ャ
ル
の〝cool 

heads but w
arm

 hearts

〟、「
冷
静
な
頭
脳
と
温
か
い
心
」
と
の
名

言
に
通
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。〝
奴
雁
〟
と
い
う
、
大
変
意
味
の
深

い
言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

蓼
沼　

さ
て
、
慶
應
義
塾
大
学
と
一
橋
大
学
は
私
立
大
学
と
国
立
大
学

と
い
う
形
態
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
実
質
で
共
通
点
が
多
い
と
思
い
ま

す
。
一
橋
大
学
は
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
に
明
治
六
大
教
育
家
に
数

え
ら
れ
る
森
有
礼
が
開
い
た
商
法
講
習
所
が
起
源
で
す
。
そ
の
商
法
講

習
所
の
設
立
に
、
渋
沢
栄
一
と
と
も
に
福
澤
諭
吉
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
経
済
学
を
開
拓
し

た
福
田
徳
三
は
、
一
橋
大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
高
等
商
業
学
校
で
学

ん
だ
後
に
母
校
の
教
授
と
な
り
、
そ
の
後
慶
應
義
塾
の
教
授
に
就
任
し

ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
校
長
の
松
崎
蔵
之
助
と

の
対
立
が
原
因
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
転
じ
て
慶
應
義
塾

で
は
小
泉
信
三
や
高
橋
誠
一
郎
と
い
っ
た
逸
材
を
育
て
る
な
ど
、数
々
の

功
績
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
母
校
に
復
職
し
、
中
山
伊
知
郎
、
杉

本
栄
一
、
山
田
雄
三
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
経
済
学
の
発
展
の
中
核
と

な
る
人
材
を
数
多
く
育
成
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
福
田
に
よ
っ
て
慶
應

義
塾
と
一
橋
、
さ
ら
に
は
日
本
の
経
済
学
の
礎
が
築
か
れ
た
と
い
え
る

と
思
い
ま
す
。

清
家　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
福

澤
は
森
の
依
頼
を
受
け
て
開
学
の
趣
意
書

を
書
い
た
際
、
国
際
貿
易
に
は
商
法
の
知

識
が
必
要
で
あ
り
、
日
本
人
に
は
そ
れ
が

足
り
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
外
国
の
商
人
に

委
ね
て
い
る
現
状
は
残
念
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
商
法
講
習

所
が
必
要
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。
福

澤
が
一
橋
の
設
立
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
、慶

應
義
塾
に
と
っ
て
も
光
栄
な
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
福
田
徳
三
は
慶
應
義
塾
の
大
恩
人
で
す
。
１
９
０
５
（
明
治

38
）
年
か
ら
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
ま
で
教
授
を
務
め
ま
し
た
が
、

ご
指
摘
の
と
お
り
、
塾
長
と
な
っ
た
小
泉
や
、
後
に
文
部
大
臣
な
ど
を

歴
任
し
た
高
橋
と
い
っ
た
慶
應
の
経
済
学
を
背
負
っ
て
立
っ
た
人
た
ち

を
教
え
て
い
ま
す
。
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
す
が
、
当
時
の

慶
應
義
塾
は
文
学
、
理
財
、
法
律
、
政
治
と
い
う
四
つ
の
学
科
が
あ
り

ま
し
た
。
小
泉
は
経
済
学
者
で
す
が
、
実
は
慶
應
義
塾
で
は
政
治
科
の

出
身
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
福
田
が
政
治
科
で
教
え
て
い
た
か
ら
で
、

そ
れ
だ
け
小
泉
は
福
田
に
傾
倒
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

蓼
沼　

福
田
の
経
済
学
に
そ
れ
ほ
ど
魅
力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

清
家　

経
済
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
日
本
の
社
会
政
策
の
創
始
者
で
す
。

福
田
は
市
場
経
済
を
認
め
た
う
え
で
、
政
府
が
再
分
配
や
福
祉
政
策
を

行
う
形
で
社
会
を
前
進
さ
せ
る
政
策
の
必
要
性
を
説
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
福
澤
の
実
学
の
精
神
に
も
合
致
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
福
澤
は

何
事
も
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、
極
論
を
排
し
、
革
命
で
は
な
く
改
革
を

進
め
る
た
め
、
実
学
、
つ
ま
り
実
証
的
な
学
問
を
重
視
し
ま
し
た
。
福

田
は
関
東
大
震
災
の
直
後
に
東
京
市
（
現
在
の
東
京
都
）
の
約
３
万
６

０
０
０
人
の
市
民
に
対
し
て
失
業
率
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
も
っ

て
国
や
東
京
市
に
支
援
の
必
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

と
ら
わ
れ
な
い
、
今
日
に
つ
な
が
る
労
働
経
済
学
の
基
礎
を
築
い
た
わ

け
で
す
。
困
っ
て
い
る
立
場
の
人
た
ち
を
ど
う
救
済
す
る
か
、
ま
さ
に

〝cool heads but w
arm

 hearts

〟
で
社
会
政
策
を
考
え
た
人
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
伝
統
は
、
今
の
慶
應
義
塾
の
労
働
経
済
学
研
究

な
ど
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

蓼
沼　

あ
の
時
代
に
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
の
は

先
駆
的
で
、
実
証
科
学
を
切
り
拓
い
た
と
い
え
ま
す
ね
。
実
学
を
重
視

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
ル
ー
ツ
が
近
い
一
橋
大
学
と
も
共
通
し
て
い

ま
す
。

清
家　

そ
う
で
す
ね
。
一
橋
と
慶
應
義
塾
は
国
立
大
学
と
私
立
大
学
の

違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
か
た
に
お
い
て
と
て
も
親

和
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

私
は
も
う
一
つ
、
慶
應
義
塾
に
あ
る
「
半
学
半
教
」
と
い
う
言

葉
が
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

清
家　

開
学
し
た
時
は
貧
し
い
私
塾
で
し
た
か
ら
、
専
任
教
員
を
た
く

“実学”重視で共通する慶應義塾大学と一橋大学の過去と未来

一
橋
大
学
長蓼

沼
宏
一

1982年一橋大学経済学部卒業。1989
年ロチェスター大学大学院経済学研究
科修了、Ph.D.（博士）を取得。1990年
一橋大学経済学部講師に就任。1992
年同経済学部助教授、2000年同経済
学研究科教授、2011年経済学研究科
長（2013年まで）を経て、2014年12
月一橋大学長に就任。専門分野は社会
的選択理論、厚生経済学、ゲーム理論。
近著に『幸せのための経済学──効率
と衡平の考え方』（2011年岩波書店刊）
がある。
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Koichi Tadenuma

日
本
の
経
済
学
を
開
い
た

慶
應
義
塾
大
学
と
一
橋
大
学
の
歴
史

「
半
学
半
教
」
と

「
実
学
の
精
神
」



う
の
は
学
問
の
研
究
対
象
に
実
体
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
な
り

に
仮
説
を
立
て
て
検
証
し
実
証
し
て
い
く
科
学
で
あ
る
べ
き
だ
と
。
何

事
も
絶
対
視
せ
ず
、
物
事
を
相
対
化
し
、
客
観
的
に
見
る
姿
勢
を
大
切

に
し
た
の
で
す
。

蓼
沼　

世
間
一
般
に
は
、
実
学
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
「
す
ぐ
に
役
立

つ
知
識
や
ス
キ
ル
」
と
い
っ
た
、
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
一
橋
に
お
い
て
も
真
の
意
味
の
実
学
を
重
視
す
る
点
は
同
じ
で
、

学
長
と
し
て
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
場
が
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、〝
サ
イ

ヤ
ン
ス
〟
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。
さ
っ
そ
く

使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
笑
）。
ま
た
、
実
学
の
「
実
」
は
「
実
り
」

に
通
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
証
科
学
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
に
実
り

を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
指
す
学
問
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
清
家
先
生
は
慶
應
義
塾
の
塾
長
を
８
年
間
務
め
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
間
も
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
大
き
く
進
展
し
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
、
大
学
教
育
や
研
究
の
役
割
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
に
な
っ
て
い
る
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

清
家　

研
究
に
お
い
て
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
グ

ロ
ー
バ
ル
化
は
ま
す
ま
す
加
速
す
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
事
情
は

分
野
に
よ
っ
て
異
な
り
、
た
と
え
ば
法
律
な
ど
に
は
ロ
ー
カ
ル
性
も
あ

り
ま
す
ね
。
一
方
、
経
済
学
や
自

然
科
学
は
、
活
動
の
場
を
グ
ロ
ー

バ
ル
に
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
教
育
に
お
い
て
は
、
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
モ
ノ
や

サ
ー
ビ
ス
の
国
際
間
移
動
が
増
す

と
同
時
に
、
日
本
で
は
少
子
高
齢

化
も
進
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
国
内

だ
け
に
留
ま
っ
て
い
て
は
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン
ス
は
十
分
で
は
な
い
と

い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
意

味
で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
で

さ
ん
雇
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
以
上
に
福
澤
の
理
念
と
し
て
、
塾
生
は
一
方
的
に
教
わ
る
だ
け
で
は

な
く
、
学
ん
だ
こ
と
や
得
意
な
こ
と
は
塾
生
同
士
で
相
互
に
教
え
合
い
、

学
び
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
塾
生

だ
け
で
な
く
教
員
も
学
生
に
触
発
さ
れ
る
し
、
も
ち
ろ
ん
教
員
同
士
が

互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
。
あ
る
意
味
、
高
等
教

育
の
あ
る
べ
き
姿
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

蓼
沼　
一
橋
大
学
の
教
育
の
中
心
で
あ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
「
半

学
半
教
」
の
場
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

清
家　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。
そ
の
点
で
も
両
者
は
一
致
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
福
澤
の
大
切
な
理
念
で
あ
る
「
実
学
」
で
す
が
、

言
葉
の
意
味
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

ど
う
い
っ
た
面
で
し
ょ
う
か
？

清
家　

福
澤
は
わ
ざ
わ
ざ
実
学
と
い
う
言
葉
に
〝
サ
イ
ヤ
ン
ス
〟、
つ

ま
り
〝science

〟
と
い
う
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ

の
頃
ま
で
日
本
の
学
問
の
主
流
だ
っ
た
儒
学
な
ど
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
偉
い
人
の
言
っ
た
こ
と
を
金
科
玉
条

の
如
く
あ
り
が
た
が
る
の
が
学
問
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
実
学
と
い

き
る
人
材
を
育
成
す
る
必
要
性
が
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う

の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

蓼
沼　

ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
ね
。

清
家　

外
国
語
や
国
際
標
準
の
経
済
学
な
ど
を
し
っ
か
り
学
ぶ
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
一
つ
気
に
な
る
の
は
、〝
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
〟

と
い
っ
た
時
に
、
と
も
す
る
と
〝
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
を
勝
ち
抜
け
る
人

材
〟
と
い
う
意
識
が
強
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

蓼
沼　

な
る
ほ
ど
。

清
家　

そ
れ
も
大
切
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
真
の
意
味
で
大

学
が
育
成
す
べ
き
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
の
解

決
に
貢
献
で
き
る
人
材
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
国
際
的
な
自
由
競
争

市
場
を
き
ち
ん
と
守
り
、
地
球
温
暖
化
や
少
子
高
齢
化
な
ど
ボ
ー
ダ
ー

レ
ス
な
課
題
解
決
に
貢
献
し
て
い
け
る
人
材
で
す
。
国
際
競
争
に
勝
ち

残
り
、
自
分
た
ち
だ
け
が
成
長
し
て
い
け
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
。

蓼
沼　

全
く
同
感
で
す
。
そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
し
て
身
に
つ

け
る
べ
き
は
英
語
の
ス
キ
ル
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
英
語
力
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、

ど
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
も
自
分
の
コ
ア
と
な
る
力
が
大
切
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
課
題
を
発
見
し
、
論
理
的
に
思
考
し
、
実
証
的

に
検
証
し
、
解
決
へ
の
道
筋
を
見
出
し
て
い
く
力
で
す
。

清
家　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
共
通
言
語
と
し
て
英
語
は
極
め
て
大
切
で
す
。
同
時
に
ど

こ
へ
行
っ
て
も
通
用
す
る
の
は
科
学
的
な
論
理
で
す
。
客
観
的
な
論
理

は
、
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
と
ど
ん
な
言
語
で
あ
ろ
う
と
互
い
に
理
解
で

き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今
日
の
よ
う
に
変
化
の
激
し
い
時
代
に

お
い
て
は
考
え
る
べ
き
テ
ー
マ
を
特
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
な
り

に
論
理
を
組
み
立
て
、
系
統
的
に
考
え
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
ま
だ
答
え
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い
て
仮
説

を
立
て
、
そ
れ
を
科
学
的
な
方
法
で
検
証
し
て
答
え
を
出
す
と
い
う
学

問
的
方
法
論
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
学
生
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

4

〝
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
〟の

あ
り
方
と
そ
の
育
成

量
よ
り
質
を
重
視
す
べ
き

海
外
留
学
や
留
学
生
受
け
入
れ



人
材
と
な
る
た
め
に
も
そ
う
い
っ
た
学
問
の
方
法
論
を
し
っ
か
り
と
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

優
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
海
外
留
学

の
機
会
を
学
生
に
与
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
学
生
に
は
で
き
る
だ
け

外
の
世
界
を
経
験
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、一
橋
大
学
で
は
単
に
量
を

増
や
す
と
い
う
よ
り
も
、つ
ね
に
質
を
重
視
す
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。

清
家　

慶
應
義
塾
も
全
く
同
じ
で
す
。
量
と
質
の
間
に
は
ト
レ
ー
ド
オ

フ
（
あ
る
選
択
を
す
る
こ
と
で
別
の
何
か
を
犠
牲
に
す
る
、
二
律
背
反
）

の
関
係
が
あ
り
ま
す
。
い
た
ず
ら
に
量
を
追
求
し
て
質
を
落
と
す
の
は

得
策
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
海
外
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
は
、

国
内
の
学
生
と
机
を
並
べ
、
ま
さ
に
〝
半
学
半
教
〟
で
学
び
合
う
と
こ

ろ
に
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
留
学
生
の
数
を
増

や
す
た
め
に
留
学
生
だ
け
の
た
め
の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
っ
た
り

す
る
こ
と
は
、
慶
應
義
塾
で
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
国
内
の
学
生
を
送

り
出
す
場
合
も
、
留
学
先
は
慶
應
義
塾
と
同
等
以
上
の
レ
ベ
ル
で
学
べ

る
環
境
を
、
責
任
を
持
っ
て
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
大
学
と
信
頼
関
係
を
深
め
、
提
携
し
て
い
く
の
に
は
時
間
も
か
か

り
、
な
か
な
か
大
変
な
作
業
で
す
。

蓼
沼　

そ
う
思
い
ま
す
。
一
歩
一
歩
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が

大
事
で
す
ね
。

清
家　

そ
う
い
う
姿
勢
が
大
学
の
長
期
的
な
評
価
に
も
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
視
点
に
立
て
ば
、
私
は
慶
應
義
塾
も
一
橋
も
質
を

重
視
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
大
学
の
評

価
と
は
、
卒
業
生
が
ど
れ
だ
け
社
会
に
貢
献
し
て
い
る
か
で
測
ら
れ
る

べ
き
で
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
両
者
ほ
ど
人
材
を
輩
出
し
て

い
る
大
学
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
三
田
会
、
如
水

会
と
い
う
極
め
て
強
力
な
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
組
織
を
持
つ
点
で
も
共
通
し
て

い
ま
す
ね
。

蓼
沼　

在
学
生
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
と
親
身
に
支
援
し
て
く
れ
る
な

ど
、
質
・
量
と
も
に
傑
出
し
て
い
る
同
窓
会
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

蓼
沼　

次
に
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
社
会
人
教
育
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。
こ
れ
だ
け
変
化
が
激
し
い
時

代
に
な
る
と
、
社
会
人
も
ま
た
大

学
で
勉
強
し
直
す
必
要
性
が
増
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
少

子
化
も
進
ん
で
い
る
の
で
、
大
学

側
も
社
会
人
を
積
極
的
に
受
け
入

れ
て
い
く
方
向
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。

清
家　

慶
應
義
塾
に
は
、
１
９
６

０
年
代
か
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
と
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
か
ら

あ
っ
た
通
信
教
育
課
程
の
二
つ
が

あ
り
ま
す
。
通
信
教
育
で
も
単
位
認
定
は
厳
し
く
卒
業
論
文
も
必
修
で

あ
っ
て
、
学
位
も
通
学
生
と
同
じ
も
の
を
授
与
し
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
の
方
も
、
特
に
中
堅
層
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
の
再
教
育
ニ
ー
ズ

は
増
え
て
い
ま
す
。
最
近
は
学
部
か
ら
直
接
進
む
学
生
も
い
ま
す
が
。

蓼
沼　

そ
う
で
す
ね
。

清
家　

よ
く
「
学
生
時
代
に
も
っ
と
勉
強
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
社
会
に
出
て
初
め
て
勉
強
の
必
要
性
に
気
づ
く

と
い
う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の

ニ
ー
ズ
に
よ
り
広
範
に
応
え
る
た
め
に
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
ば
か
り
で
な
く
も
っ
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
受
講
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
用
意
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
で
す
が
、
ゼ
ミ
仲
間
と
卒
業
後
も
勉
強
し
合
う
場

な
ど
を
大
学
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

開
か
れ
た
大
学
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

ビ
ジ
ネ
ス
や
法
務
な
ど
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
す
る
た
め
に
必

要
な
専
門
知
識
や
ス
キ
ル
が
ま
す
ま
す
高
度
化
す
る
中
、
大
学
に
求
め

ら
れ
る
役
割
は
い
っ
そ
う
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。

清
家　

一
橋
と
慶
應
義
塾
は
と
も
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
実
績
も
良
い
で

す
ね
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
だ
学
生
が
公
務
員
に
な
る
と
い
っ
た
動

き
も
あ
り
ま
す
。
学
会
だ
け
で
な
く
、
民
間
企
業
や
官
庁
等
で
活
躍
す

る
高
度
な
専
門
性
を
身
に
つ
け
た
人
材
を
大
学
院
や
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
が
養
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
社
会
に
認
識
し
て
も
ら
う

必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

蓼
沼　

私
も
強
く
そ
う
思
い
ま
す
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
も
慶
應
義
塾
大

学
と
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
連
携
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
大
学
院
生
や
教
員
同
士
の
交
流
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持

つ
豊
富
な
長
期
的
な
統
計
デ
ー
タ
や
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
な
ど
の
教
育
研
究

資
産
の
共
同
利
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

清
家　

同
感
で
す
。
す
で
に
自
然
発
生
的
な
交
流
は
ず
い
ぶ
ん
盛
ん
で

す
。
大
学
レ
ベ
ル
で
決
め
て
上
意
下
達
式
に
進
め
る
と
い
う
よ
り
も
、

研
究
者
同
士
の
自
発
的
交
流
を
大
学
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
形
が
良

い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
て
、
博
士
課
程
の

国
内
留
学
・
単
位
互
換
と
い
っ
た
施
策
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
に
起
き
て

い
く
の
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

蓼
沼　

確
か
に
両
大
学
の
教
員
の
間
に
は
何
十
年
に
も
わ
た
る
交
流
の

基
盤
が
す
で
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
、
自
然
に
出
来
上
が
っ
て
い
く

仕
組
み
こ
そ
実
り
多
い
で
し
ょ
う
ね
。

　

で
は
、
最
後
に
、
一
橋
大
学
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

清
家　

こ
れ
ま
で
培
っ
て
こ
ら
れ
た
強
み
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
伸

ば
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
何
と
い
っ
て
も
一
橋
大
学
の

強
み
は
、
量
よ
り
質
を
重
視
し
た
レ
ベ
ル
の
高
い
教
育
と
、
教
育
で
も

研
究
で
も
特
に
セ
ン
ス

の
良
さ
が
感
じ
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
卒
業
生
も
研
究

者
も
ス
マ
ー
ト
で
良
識

が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を

守
る
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
教
育
、研
究
を
続

け
て
い
た
だ
け
れ
ば
良

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

蓼
沼　

心
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
日

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

“実学”重視で共通する慶應義塾大学と一橋大学の過去と未来

5

社
会
人
教
育
へ
の
取
り
組
み
と

両
学
の
連
携
に
つ
い
て



新 入 生 へ の メ ッ セ ー ジ

　皆さんの将来は、これまで以上に不確実で変動が激しく先
が読みにくいものになるでしょう。そんな世界を生き抜いて
いくための『基盤』を、大学生活を通じて確立してください。
　それを可能にするため、一橋大学、特に商学部は、少人
数のゼミによる教育を重視しています。「テキストを読み、
自分の中で咀嚼し、自分にひきつけて考える。どのように
理解したかを自分の言葉で表現し、ゼミの仲間や教員から
フィードバックを受け、また考える」。このような繰り返し
によって、皆さんの思考力は驚くほど向上していきます。ゼ
ミにおける発表や議論は、テキストに書いてあることを鵜
呑みにしてはいけないということにもすぐに気づかせてくれ
るでしょう。同時に、多様な考えがあることや自分の考えの
至らなさにも気づかせてくれるでしょう。新しい仲間や自分
の居場所をつくることにつながるかもしれません。
　また蛇足ですが、人間とは弱いもので、成果が出ないと
くじけてしまうこともあるでしょう。仲間からの励ましも大
事ですが、目標設定を工夫して、自分なりに小さな成功体
験、ささやかな達成感を重ねていくことも忘れないでくだ
さい。（談）

　変化が速く、先を見通しにくい時代。その中でリー
ダーシップをとり、社会で活躍する人材を育てるために、
法学部・法学研究科としては、さまざまな選択肢を準備
しています。法的思考の基礎をつくる伝統ある法学教育
と、そうした基盤のうえに法曹養成で優れた成果をあげ
てきたロースクール。海外への発信力、海外でのリーダー
シップの強化を目指したグローバル・リーダーズ・プログラ
ム。多様なゼミナール。さまざまな機会を活用し、４年
間で自分の将来設計をしてもらえるといいと思います。
　今は安定した将来を描くことが困難な時代ですが、む
しろそのことをチャンスと受けとめ、ぜひ「背伸び」を
してください。現状の自分に満足せず、海外に飛び出し
てみる、新しい勉強にチャレンジしてみる。そして異な
る考え方や価値観とぶつかりながら、相手に合わせるだ
けではなく、自分自身の根幹をつくりあげることが大切
です。大学の４年間という非常に貴重な期間に「背伸び」
をして、視野を広げてほしいと願っています。（談）

　経済学的な考え方、ものの見方は、日常生活から 人
生の設計、企業の戦略や政策決定に至るまであらゆる
意思決定に適用できます。世の中のいろいろなことが、
経済学の考え方を使って説明できます。経済学はまた、
積み上げの学問という性質を持っています。学生はま
ず、経済学の各分野に共通の基礎を学びますが、３年
次にはゼミに入り、それぞれ専門の研究を行います。
専門研究を行ううえで力を発揮するのが、１、２年次
に蓄えた基礎です。そのような将来を見据え、１年次
の段階から、「自分が今学んでいることがどう応用でき
るのか」ということを意識しながら学んでください。基
礎と応用を関連づけて学ぶことを習慣化してください。
経済学は今後も、理論と実証の両面で大きな発展が期
待されます。次々に新しい研究テーマが見つかる場所
でもあります。そんな経済学の広がりと奥行きを楽し
みながら学びを深めていってください。（談）

　新入生の皆さんには、一人ひとり、自分で考え、時には悩み
ながら、自分だけの“マイ・カリキュラム”をつくりあげていって
欲しいと思います。そこに大学の学びの本質があります。高校
までは学校ごとに学習計画が組まれていて、皆さんは決められ
た教科を決められたように学んできたことでしょう。けれども大
学では決めるのは皆さん自身です。履修科目、専門分野、研究
テーマ……多少の制約はありますが、関心や興味、出会いや疑
問をもとに、皆さん一人ひとりに決めていっていただきます。多
様な学問分野・研究領域からなる社会学部では、なおさらこのこ
とが重要です。そして、そのように選択を重ね、学修を連ねて
いって、遠からず気づくのは解が一つではないということでしょ
う。これは思いのほか辛く思われることかもしれませんが、皆さ
んにはこのことを直視し、このことを前提にして学修に取り組
んでいただきたいと思います。わたしたちは解が一つでない世
界にいて、そのさまざまな問題にさまざまな形で関わっている
のです。社会学部は、皆さんのそうした学修をサポートします。
とりわけ、１年次のうちはまず導入ゼミ、そして社会研究入門
ゼミで、教員を上手に活用しながら、自分自身の学びのデザイ
ンを思う存分試行錯誤していただきたいと思います。（談）

商学部・経営管理研究科

法学部・法学研究科

経済学部・経済学研究科

社会学部・社会学研究科

少人数のゼミによる教育を通じて、
先の読めない世界を生き抜くための

『基盤』を築こう

ぜひ「背伸び」をして、
自分自身の根幹を
つくりあげてください

基礎と応用、理論と実証 
経済学の広がりと深みにふれる

自分自身の学びを
デザインしてください

商学部長・経営管理研究科長　蜂谷豊彦

法学部・法学研究科長　只野雅人

経済学部長・経済学研究科長　岡室博之

社会学部長・社会学研究科長　安川  一
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新 入 生 へ の メ ッ セ ー ジ

　教育や研究の価値が、効率性や実用性の如何のみで量
られるような傾向は、近年とみに顕著で、人文学の周縁
化が加速しています。しかし、人類の蓄積してきた叡智
に学び、物事の本質を多面的に見つめる知性を備えた人
間を育てる学問として、人文学には独自の価値と存在理
由があります。現実社会にとっての有用性のみに即して
見ても、人文学がもたらす視点の多元化と想像力は、さ
まざまに異なる価値の共存こそが、人の世を豊かにし、さ
らに進歩させるダイナミズムを生む源泉であると私たちに
気づかせてくれます。解剖台の上でのミシンと傘の出会い
が生む美、書店の本の上に放置されて周囲の空気を変え
るレモンについて考えることは、ややもすれば常識になず
んで硬直化しがちな知性が、いかにして新たな発想を生
むダイナミズムを回復するか、その秘密を考えることにつ
ながります。人文学とは人間の知性を動態化させる学問
であり、また本学における本研究科の役割もそのような学
問の意義を示すところにあるのだろうと考えます。（談）

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんに
とって、楽しく充実した学生生活がはじまることを願って
います。
　一橋大学は、2004年春、法科大学院をスタートさせまし
た。在学生の多くは法学部卒業生ですが、法学を専攻しな
かった学生、社会人経験者も珍しくありません。毎年、高
い志を持った優秀な学生が集い、東キャンパスのマーキュ
リータワーで切磋琢磨した結果、修了生の多くが弁護士と
して、あるいは裁判官、検察官、企業・官庁内の法律専門
家として活躍しています。こうした修了生の活躍、現役学
生・教職員の努力によって、一橋大学法科大学院は、最高
水準の法科大学院であると評価されるようになっています。
　法科大学院を含む法曹養成制度は、これからも断続的な
見直しの対象とされることでしょう。そのような時代にあっ
ても、一橋大学は、環境の変化にしなやかに対応し、良き
法律家を生み出す最高水準の教育機関でありつづけるはず
です。新入生の皆さんには、将来の選択肢の一つに、一橋
大学法科大学院への進学を加えていただけると幸いです。

　私は大学を卒業して大学院に進学し、そのまま研究
生活に入るという人生を送ってきたわけではありませ
ん。大学卒業後、中央官庁に８年間、外資系の銀行に
３年間勤務してから、この世界に入りました。自分の経
験を踏まえて言えることは、「大学にいる間は、貪欲な
までに勉強すること」──これに尽きます。社会人に
なった頃は、「大学時代はあれほど時間があったのに、
なぜ有意義に過ごさなかったのか」と反省することばか
りでした。では、何を勉強すれば良いのか。残念ながら
それは自分で探すしかありません。ぜひ、試行錯誤して
ください。それも一度や二度では済まないでしょう。し
かし、学生時代は、それが許される４年間です。せっか
く大学生になったのです。少し背伸びしながら、難しめ
の本を貪り読んでください。さまざまな授業に顔を出し、
多くの先生の話を聴き、友人と議論してください。そう
した経験の有無が、その後の人生を大きく左右するはず
です。（談） 

　国際・公共政策大学院（ＩＰＰ）の在学期間は１～２
年。新入生の皆さんは、すでに在学中の目標をしっかり
決めていらっしゃることでしょう。少人数教育をモッ
トーとするＩＰＰは、一人ひとりの目標達成のため、テー
ラーメイドで支援する準備があります。
　ＩＰＰには、法学、国際関係学、経済学を、理論的に
も実践的にも学ぶ環境が整っています。この環境を積極
的に活用して研究関心を深め、視野を広げ、プロフェッ
ショナルを目指してほしいと考えています。
　ＩＰＰはまた、多様性（ダイバーシティ）を特徴とし
ています。大学での専攻、出身国・出身地、年齢、職歴、
研究関心などの面で多種多様な人々が集まります。少人
数クラスで切磋琢磨しあうことを楽しんでください。
　さらに、定期的に「18歳からの国際・公共政策セミ
ナー」を開き、ＩＰＰで学ぶことができる政策分野を紹
介しています。学部新入生の皆さんも、ぜひ進路の一つ
としてＩＰＰに関心を持ってください。（談）

言語社会研究科

法科大学院

経済研究所

国際・公共政策大学院

知性を動態化し、新しい発想を生む
源泉としての人文学

最高の学習環境で、
充実した学生生活を送ってください

貪欲なまでに勉強すること。
大学生に与えられた
贅沢なのですから

多種多様な人々の中で
理論と実践を学び、視野を広げ、
プロフェッショナルを目指してほしい

言語社会研究科長　坂井洋史

法科大学院長　小粥太郎

経済研究所長　小塩隆士

国際・公共政策大学院長　山田  敦
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新 任 者 メ ッ セ ー ジ

国際・公共政策大学院長

山田 	 敦
法学部・法学研究科長

只野雅人
商学部長・経営管理研究科長

蜂谷豊彦
　国際・公共政策大学院（ＩＰＰ）は、
毎年熱意ある学生を迎え、官公庁、
国内外の民間企業、シンクタンク、非
政府組織（ＮＧＯ）などへと輩出して
います。今年で13年目を迎えますが、
まだまだ青年期といったところです。
今後、社会にとってますます有益な
大学院へと発展するその一助となる
ため、新院長として尽力したいと考
えています。
　ＩＰＰは、その名のとおり、国際・公
共政策に携わるプロフェッショナルを
育てるための大学院です。今私たち
が直面する社会的問題は、どんなにロ
ーカルに見えてもグローバルな側面を
持ち、広く公共性を有しています。だ
からこそ、国際・公共政策についてプ
ロフェッショナルとして分析し、考察
する人材は欠かせません。そのような
人材を世に送り出すという設立以来の
理念は、揺らがないどころか、いっそ
う必要性を感じるようになりました。
　学生には、今の政治家や政策決定者
がつくった制度・政策を批判的に分析
し、強く問題提起することを望みます。
そのうえで、より良い提言ができるプ
ロフェッショナルを目指す。そのため
の教育・研究・発信の場がＩＰＰです。
　そのような場としてのＩＰＰをさら
に強化するため、国際的なネットワー
クづくり、ダブルディグリー制度の開
始、交換留学先の拡大などを行う予
定です。そしてスタッフ一人ひとりの
強みを駆使しながら、「学生ファース
ト」の教育を進めていきます。（談）

　今日の社会の非常に速い変化、グロ
ーバル化に応じて、大学も相応の責任
を果たす必要があります。これまで培
ってきた伝統を活かして、新しい時代
に対応した人材を育成する仕組みづく
りを行う。その課題に取り組むうえで、
法学部・法学研究科の強みは何でしょ
うか。
　学部で言えば、従来から行ってきた
法律学と国際関係論の二本立ての運営
です。法律学では、ロースクールのプ
レゼンスを活かした教育を。国際関係
論では、グローバル・リーダーズ・プロ
グラム（ＧＬＰ）を活かした教育を。
双方の相乗効果で、法律学を学ぶ学生
にはよりグローバルな視点を、国際関
係論を学ぶ学生には法律の素養を提供
してきました。
　大学院ではまずロースクールです。
強調したいのは司法試験に「合格した
後」。ビジネス・ローヤーとして活躍す
るものがいる一方、国際機関に勤務す
る、刑事弁護などで大きな成果を上げ
る、裁判官や検察官になる……10年強
で従来にはないタイプの法律家を世に
送り出し、卒業生たちがすぐれた成果
を上げつつあることは誇りです。
　加えて、経済学部と協力して設立し
た国際・公共政策大学院（ＩＰＰ）での
複合的な視点から政策形成を考える教
育。４月から始まる、社会人のリカレ
ント教育を主眼に置いた「ビジネスロ
ー専攻」。グローバル・ロー研究センタ
ーにおける対外的な発信能力の向上を
目的とした活動、研究者養成。このよ
うに法学部・法学研究科一体となり、さ
まざまな強みを活かしながら、人材育
成の仕組みづくりという課題に引き続
き取り組んでいきます。（談）

　全学目標「世界水準のプロフェッショ
ナル・スクールの構築」を達成するべく、
今年度から新たに「経営管理研究科（通
称：一橋ビジネススクール〔HUB〕）」が
発足することになりました。その初代研
究科長を拝命することになり、責任の大
きさを改めて痛感しています。
　これまで一橋大学では、商学研究科
と国際企業戦略研究科で別々に独立し
てMBA教育を実施してきました。今年
度からは、経営管理研究科としてリソー
スを結集し協力して、国際競争力のあ
る世界水準のMBA教育を展開すること
になります。またこれを客観的に保証す
るため、国際認証AACSB（the Asso-
ciation to Advance Collegiate Schools 
of Business）の取得を目指しており、現
在、教育の質保証AoL（Assurance of 
Learning）活動をはじめとするさまざま
な改革に取り組んでいます。
　また研究科の統合と並行して、MBA
プログラムの新設・再編も実施しました。
これまでのプログラムに加えて、国際企
業戦略専攻では将来経営幹部になるこ
とを嘱望されているビジネスパーソンを
対象にしたEMBAプログラムを、経営
管理専攻では働きながら学ぶことのでき
る世界標準の経営管理及びホスピタリ
ティ・マネジメント・プログラムをそれぞ
れ開設し、これまで以上に多様なニーズ
に応えられる体制を整えました。
　世界的に評価される研究教育機関に
なるためには、教育面を充実させるだけ
でなく、それ以上に、学術研究面で世
界的に認知される必要があります。英語
論文の執筆、国際共同研究の促進、国
際的な研究拠点の形成、国際的なワー
クショップの開催などを積極的に推進し
なければなりません。教育・研究の両面
から、攻めの姿勢で積極的に取り組ん
でいくつもりです。（談）

より良い政策提言ができる
プロフェッショナルを育成するため

「学生ファースト」で
教育を進める

法学部・法学研究科の
さまざまな強みを活かし、

時代に対応した人材育成の
仕組みづくりを行う

教育・研究の両面で
国際競争力のある

ビジネス・スクールを目指す
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一橋の授業
大学の授業とは、高校のそれとは何が違うのだろうか。

社会科学とは何か。ゼミとは何か。
この特別企画は、

新入生、あるいはこれから入学を目指そうという高校生に向けて、
一橋大学で「学ぶ」とはどういうことなのかについてご紹介します。

春号特別企画
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一
橋
大
学
の
伝
統
で
あ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
。
３・４

年
次
に
な
る
と
自
分
の
専
門
性
を
高
め
る
研
究
活

動
に
勤
し
む
が
、
商
学
部
で
は
１・２
年
次
に
も
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
教
育
を
導
入
し
、
必
修
化
し
て
い
る
。通

常
の
授
業
科
目
で
学
ぶ
の
は
、
経
営
・
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
・
会
計
・
金
融
・
ビ
ジ
ネ
ス
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
な

ど
、
商
学
部
が
扱
う
分
野
の
基
礎
知
識
。
そ
れ
に

対
し
て
、
ゼ
ミ
で
は
卒
業
後
に
目
指
す
フ
ィ
ー
ル

ド
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
と
な
る
、
リ
テ
ラ
シ
ー
能

力
を
身
に
つ
け
る
の
が
特
徴
だ
。

　

１
年
次
の
「
導
入
ゼ
ミ
」
で
は
、
将
来
も
見
据

え
た
学
び
の
基
礎
力
「
読
む
・
書
く
」「
考
え
る
・
伝

え
る
」
を
鍛
え
る
。
そ
し
て
２
年
次
の
「
前
期
ゼ

ミ
」
は
、
英
語
の
文
献
か
ら
専
門
知
識
を
得
る
た

め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
位
置
づ
け
。
目
的
は
、

「
英
語
を
学
ぶ
」
か
ら
「
英
語
で
学
ぶ
」
へ
と
学
習

の
姿
勢
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て

い
る
の
か
、
高
見
澤
秀
幸
准
教
授
が
開
講
す
る
ゼ

ミ
を
訪
ね
て
み
た
。

　
「
私
の
ゼ
ミ
で
は
、
人
間
の
行
動
・
心
理
が
経
済
・

経
営
に
与
え
る
影
響
を
テ
ー
マ
と
し
て
学
習
し
ま

す
。
課
題
図
書
の
要
約・レ
ポ
ー
ト
作
成
が
主
な
取

り
組
み
で
す
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
鍛
錬

し
て
も
ら
う
の
が
読
解
力
と
文
章
力
で
す
。
こ
の

こ
と
は
２
年
間
を
通
じ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
異
な

る
の
は
、
１
年
次
は
日
本
語
で
、
２
年
次
は
英
語

で
学
ぶ
と
い
う
点
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
言
語

に
か
か
わ
ら
ず
、
著
書
の
コ
ア
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
的

確
に
と
ら
え
る
こ
と
。
そ
う
学
生
に
話
し
な
が
ら

指
導
し
て
い
ま
す
」

　
高
見
澤
准
教
授
に
は
、
読
解
力
と
文
章
力
を
養

う
た
め
に
取
り
入
れ
て
い
る
工
夫
が
あ
る
。
課
題

図
書
を
読
ん
だ
う
え
で
、
賛
成
点
・
反
対
点
・
疑
問

点
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
１
枚
の
レ

ポ
ー
ト
と
し
て
簡
潔
に
書
き
ま
と
め
て
参
加
す
る

こ
と
が
、
高
見
澤
ゼ
ミ
の
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
特
に
１
年
次
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
を
徹
底

的
に
指
導
し
ま
す
。
英
語
で
学
ぶ
２
年
次
や
、
さ

ら
に
自
分
の
専
門
性
を
高
め
る
３
年
次
か
ら
の
ゼ

ミ
に
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
入
っ
て
い
け
る
礎
に
な
る

は
ず
で
す
」

　
こ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
２
０
１
７
年
度
に
取
り

【
商
学
部
】
１・
２
年
次
ゼ
ミ

一 橋 の 授 業

「
読
む
・
書
く
」「
考
え
る
・伝
え
る
」と
い
う

将
来
に
活
き
る
基
礎
力
を
徹
底
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

高見澤秀幸准教授

日
本
語
で
学
び
、英
語
で
学
ぶ
２
年
間
で
、

徹
底
的
に
鍛
え
る「
読
解
力
」と「
文
章
力
」

課
題
図
書
を
通
じ
て「
知
見
」を
増
や
し
、

自
分
の
見
解
を

「
立
証
す
る
力
」に
変
え
る
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上
げ
ら
れ
た
課
題
図
書
の
タ
イ
ト
ル
を
紹
介
し
よ

う
。
１
年
次
の
春
夏
学
期
は
、
人
間
の
意
思
決
定

が
い
か
に
不
合
理
か
を
考
察
し
た
行
動
経
済
学
の

入
門
書『
予
想
ど
お
り
に
不
合
理
』。秋
冬
学
期
は
、

企
業
で
度
重
な
る
不
祥
事
が
起
き
る
中
で
、
会
計

や
金
融
な
ど
経
営
を
多
面
的
に
考
察
で
き
る
専
門

書
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
が
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
洋
書
を
取
り
上
げ
る

２
年
次
の
春
夏
学
期
は
、
人
間
心
理
と
行
動
決
定

の
関
係
に
つ
い
て
解
説
し
た
『
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・

フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
』。
１
・
２
年
次
ゼ
ミ
の
集
大

成
と
な
る
秋
冬
学
期
は
、
マ
ク
ロ
経
済
や
資
産
市

場
に
与
え
る
心
理
的
影
響
を
説
い
た
『
ア
ニ
マ
ル

ス
ピ
リ
ッ
ト
』
が
選
ば
れ
た
。

　
「
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
た
専

門
書
を
教
材
と
す
る
こ
と
で
、
知
見
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
学
生
に
は
、
他
者
と
議

論
し
た
こ
と
を
自
分
の
見
解
に
集
約
さ
せ
る
立
証

力
も
養
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

高
見
澤
准
教
授
が
ゼ
ミ
で
心
掛
け
て
い
る
の

は
、
発
言
の
機
会
を
均
等
に
与
え
る
こ
と
。
学
生

全
員
に
ま
ん
べ
ん
な
く
、
そ
し
て
主
体
的
に
楽
し

く
意
見
を
出
せ
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
プ
を
利
用
し

て
ラ
ン
ダ
ム
に
発
言
者
を
決
め
て
い
る
。

　
「
ゼ
ミ
で
の
取
り
組
み
で
は
努
力
も
相
当
必
要

で
す
が
、
理
解
が
追
い
つ
か
な
く
て
も
参
加
し
な

さ
い
と
学
生
に
は
話
し
て
い
ま
す
。
人
の
意
見
を

聞
く
だ
け
で
も
役
立
つ
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
通
常

の
授
業
と
は
違
い
、
双
方
向
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
の
で
、
分
か
ら
な
い
こ
と
も
分
か

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
も
1
・
2
年
次
ゼ
ミ
の
メ

リ
ッ
ト
だ
と
思
い
ま
す
」

一橋大学の商学部に入学したの
は、企業経営やマーケティング

に興味があり、社会に出た時に役立つ
実践的な勉強がしたいと思ったからです。そして、心理学か
らのアプロ－チで経済活動を考えるというテーマに惹かれて
高見澤ゼミを選びました。
　課題図書を事前に要約し、賛成点・反対点・疑問点を１枚の
レポートにまとめたうえでゼミに参加するので、読解力や自分
の見解を簡潔な文章にまとめる力が自ずと上がりました。２年
次ゼミでは、英語で書かれた専門書を毎週１章ずつ読み進ん
でいきます。日本語で書かれた専門書でも簡単には進まないも
のですが、良い意味で強制的に英語に慣れることができます
し、３年次から始まる専門ゼミの予行演習にもなっています。
　私が一番成長したと感じているのは、ゼミでみんなと議論
する力です。相手の意見をそのまま受け入れるのではなく、
さまざまな角度から検討して客観的に理解する批判的思考法
が身につきました。あらゆる意見を聞くことで、議論する際
の視点も増えたと感じています。
　英語力を高めることが目的ではなく、英語で学ぶことに意
味があると思いますし、頑張れば頑張るほどレベルアップす
るのでモチベーションが上がります。（談）

入学して実際にゼミで学んでみる
と、そのメリットは想像以上にた

くさんありました。
　まず、少人数で学べること。先生から直接指導を受けられ
ますし、一人ひとりにフィードバックがあるので、身につくス
ピードが速いと思います。また、頭を使い続けるトレーニング
にもなっています。先生の講義を聴くだけではなく、自分の見
解を発信するからです。一方で、ディスカッションや発表の
機会には、他の学生の見解や物事のとらえ方に触れることに
なるので、視野が広がりますし知見も増えます。ゼミ活動を
通じて仲間意識が芽生え、協働する力も養われました。みん
なで授業をつくり上げていく楽しさがあり、１年次からスター
トするので友だちをつくる場としても有効です。
　魅力を挙げたらキリがなく、ゼミの時間は本当に好きです
ね。課題図書の要約やレポート作成は労力を伴いますが、や
ればやるだけスキルがアップする実感があり、やりがいを感
じています。
　商学部に入学したのは、企業の経営戦略に興味があり、将
来に役立つ理論を学びたいと思ったから。２年次ゼミや、自
分の専門性を高める３・４年次のゼミに対して、期待がさらに
膨らみました。（談）

読解力や文章力はもちろん、
議論する力も身につきました

ゼミ形式で学ぶメリットや魅力は、
語り尽くせません

商学部２年
三木原里穂さん

商学部１年
竝川千裕さん

S t u d e n t ’ s       V o i c e
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経
済
学
部
と
聞
く
と
、「
理
論
」
を
中
心
に
学
ぶ
印

象
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
、
二
大
理
論
と
い
わ
れ
る
ミ

ク
ロ
経
済
学
や
マ
ク
ロ
経
済
学
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

経
済
学
部
の
学
生
で
あ
れ
ば
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
学
ん
だ
理
論
が
企
業
活
動
や
消
費
者
行

動
な
ど
「
現
実
」
に
ど
う
活
き
る
の
か
、
気
に
な
る

人
も
多
い
だ
ろ
う
。

　
今
回
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
岡
室
ゼ
ミ
で
取
り
組

む
「
産
業
組
織
論
」
は
、
い
わ
ば
理
論
と
現
実
を
つ

な
げ
る
経
済
学
。
そ
し
て
、
興
味
深
い
の
は
ゼ
ミ
活

動
を
通
じ
て
身
に
つ
け
る
力
で
あ
る
。
自
ら
課
題
を

発
見
し
、
取
り
組
み
方
を
考
え
、
解
決
す
る
能
力
を

磨
く
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。

　
産
業
組
織
論
と
は
、
産
業
や
企
業
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
て
経
済
分
析
を
行
う
学
問
の
こ
と
。
ど
の
よ
う
な

経
済
活
動
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
者
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
。
産
業
や
企
業
の
動

き
を
分
析
す
る
た
め
に
、
計
量
経
済
学
の
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
を
使
う
こ
と
も
岡
室
ゼ
ミ
の
特
徴
で
あ
る
。

起
き
て
い
る
経
済
現
象
と
背
景
に
あ
る
要
因
の
因
果

関
係
を
、
数
量
モ
デ
ル
と
し
て
把
握
。
実
際
の
デ
ー

タ
に
基
づ
い
て
問
題
の
構
造
を
推
定
し
、
自
ら
立
て

た
仮
説
を
検
証
し
な
が
ら
事
実
を
解
き
明
か
し
て
い

く
。
す
る
と
見
え
て
く
る
の
が
、
理
論
と
現
実
の
接

点
だ
。
指
導
に
あ
た
る
岡
室
博
之
教
授
に
、
ゼ
ミ
活

動
の
内
容
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

　
「
企
業
に
関
す
る
実
際
の
ケ
ー
ス
に
基
づ
い
て
理

論
を
つ
く
り
、
企
業
の
生
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析

す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
が
産
業
組
織
論
の
面
白
い

と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
産
業
組
織
論
で

対
象
に
な
る
テ
ー
マ
は
、
独
占
と
規
制
、
垂
直
統
合
、

製
品
差
別
化
、
広
告
戦
略
、
Ｍ
＆
Ａ
な
ど
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
学
生
の
研
究
対
象
は
基
本
的
に
は
自
由
。

研
究
テ
ー
マ
の
選
択
は
学
生
に
委
ね
て
い
ま
す
。
計

量
分
析
の
手
法
に
つ
い
て
も
、
高
度
な
統
計
分
析
ツ

ー
ル
や
参
考
書
な
ど
を
紹
介
し
、
ゼ
ミ
で
も
基
礎
か

ら
学
び
ま
す
が
、
実
際
に
自
分
で
い
ろ
い
ろ
や
っ
て

み
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
た
と
え
分
析
結
果
が
予
想

と
違
っ
た
と
し
て
も
、
デ
ー
タ
や
分
析
モ
デ
ル
を
見

直
し
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
を
よ
く
考
え
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
そ
れ
が
、
面
白
い
発
見
に
つ
な
が
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
学
生
に
身
に
つ
け
て
も
ら
い

た
い
の
は
、
自
ら
課
題
を
発
見
し
、
取
り
組
み
方
を

考
え
、
解
決
す
る
能
力
で
す
」

　

ゼ
ミ
が
行
わ
れ
る
の
は
週
に
１
回
。
3
年
次
は
、

理
論
的
な
基
盤
と
分
析
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に

目
標
を
置
い
て
い
る
。
春
夏
学
期
は
産
業
組
織
論
と

計
量
経
済
分
析
に
関
す
る
日
本
語
文
献
を
輪
読
。
秋

【
経
済
学
部
】
産
業
組
織
論   

岡
室
博
之
ゼ
ミ

一 橋 の 授 業

自
ら
課
題
を
発
見
し
、

自
ら
解
決
す
る
能
力
を
鍛
え
る
経
済
学

岡室博之教授

実
際
の
ケ
ー
ス
に
基
づ
き
、

デ
ー
タ
を
用
い
て
現
実
を
分
析
し
、

「
理
論
と
現
実
の
接
点
」を
見
る
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理論と現実をつなげる経済学を学ぶことにより、
自ら課題を発見し、取り組み方を考え、解決す
る能力を身につける



冬
学
期
か
ら
は
英
語
の
専
門
論
文
を
読
み
進
め
、
ま

た
グ
ル
ー
プ
研
究
を
行
う
。
い
ず
れ
も
全
員
が
前
日

ま
で
に
レ
ジ
ュ
メ
（
要
旨
）
を
提
出
し
、
そ
れ
を
も

と
に
議
論
を
す
る
と
い
う
流
れ
だ
。

　
岡
室
ゼ
ミ
に
は
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
行
事
が

あ
る
。
他
大
学
と
の
交
流
ゼ
ミ
（
イ
ン
ゼ
ミ
）
だ
。

　
「
3
年
次
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
テ
ー
マ
を
自
分
た
ち
で

見
つ
け
て
実
証
分
析
に
取
り
組
む
の
で
、
そ
れ
が
4

年
次
に
作
成
す
る
卒
業
論
文
の
い
わ
ば
予
行
演
習
に

な
り
ま
す
。
成
果
発
表
会
に
向
け
て
研
究
を
進
め
ま

す
が
、
競
う
相
手
が
い
る
こ
と
は
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に

な
り
、
励
み
に
も
な
る
。
う
ま
く
行
か
な
く
て
も
そ

こ
か
ら
得
る
も
の
が
大
き
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
な
さ
い
、
と
学
生
に
は
話
し
て
い
ま
す
」

　
ハ
ー
ド
な
毎
日
を
連
想
す
る
岡
室
ゼ
ミ
だ
が
、
ど

の
学
生
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
い
。
岡
室
教
授
の

印
象
を
尋
ね
る
と
、「
厳
し
い
で
す
が
や
り
が
い
を

感
じ
る
」「
情
熱
的
で
教
育
熱
心
な
先
生
」「
話
が
分

か
り
や
す
く
て
面
白
い
」
と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
て

き
た
。
ゼ
ミ
が
終
わ
れ
ば
毎
回
一
緒
に
食
事
に
行
き
、

年
2
回
の
合
宿
で
は
海
水
浴
や
ス
キ
ー
も
楽
し
む
と

い
う
。
最
後
に
、
岡
室
教
授
に
指
導
方
針
を
尋
ね
て

み
た
。

　
「
勉
強
に
終
始
す
る
ゼ
ミ
活
動
に
は
し
た
く
あ
り

ま
せ
ん
。
ゼ
ミ
は
人
が
交
流
す
る
場
で
あ
り
、
人
間

関
係
や
人
格
を
形
成
す
る
機
会
で
も
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
掲
げ
て
い
る
の
が
、〝
よ
く
学
び
、

よ
く
遊
べ
〟
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
。
何
事
も
真
剣
に

全
力
で
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
、
そ
う
す
れ
ば
必

ず
実
に
な
る
と
い
う
想
い
を
込
め
て
い
ま
す
」

岡室ゼミを選んだきっかけは、２年
次に岡室先生の授業を受けたこ

とでした。産業組織論でロジックを学
び、計量経済学で分析メソッドを身につける。つまり、理
論と現実をつなげる両方の学問を学べることに惹かれて
選びました。仮説を立て、事象を解き明かす際には、エ
ビデンス（根拠）が鍵になります。データを鵜呑みにせず
洞察することの大切さは、文部科学省のインターンシップ
に参加した時にも感じました。計量経済学はエビデンスを
つくるツールになるので、とても実践的な学問だと思いま
す。（談）

理論に注目して理解を深め
るだけではなく、現実社

会に活かせる経済学を学びた
い。そう思っていた自分にとって、産業組織論を学ぶ岡室
ゼミは恰好の場所でした。有効なデータを集め、仮説を立
てて分析する機会が多いので、自ら考える力が飛躍的に高
まったという実感があります。対象となる分野が限られな
いことも岡室ゼミの魅力。広告、クラウドファンディング、
地域創生、映画、スポーツなど、テーマを自由に設定でき
ます。好奇心や探究心が強く、自分の疑問を解き明かした
い人ほど、楽しみながら学べるゼミだと思います。（談）

岡室ゼミの魅力は、刺激を与えて
くれる環境にあると思います。

先生の熱い指導や、優秀な仲間との
学び合いが、自分を成長させてくれています。３年次には、
４年次の卒業論文に備えてスキルを磨く他大学との交流ゼ
ミがあります。私たちのグループが取り組んでいるのは、

「東京都の市区における待機児童発生要因についての分析」
です。改善プランの提案を目標に、試行錯誤を重ねていま
す。こうした活動ができることも魅力の一つです。学んだ
ことが証しとして残り、人にも誇れる。大学生活の後半２
年間が充実することは間違いありません。（談）

理論と現実、両方を学べるゼミを
探していました

解き明かしたい疑問が、
たくさんある人ほど楽しめます

熱い先生や優秀な仲間から、
得られる刺激が成長のモト

経済学部３年
小栁雄也さん

経済学部４年
瀧澤修人さん

経済学部３年
島津結美さん

S t u d e n t ’ s       V o i c e 指
導
方
針
は
、

「
よ
く
学
び
、よ
く
遊
べ
」
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ゼミ合宿



　
一
橋
大
学
の
法
学
部
に
は
、
検
察
官
や
弁
護
士
な

ど
法
曹
界
を
目
指
す
学
生
も
い
れ
ば
、
企
業
の
第
一

線
で
活
躍
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
を
目
指
す
学
生

も
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
「
刑
事
訴
訟

法
」
を
研
究
す
る
緑
ゼ
ミ
の
学
生
に
も
当
て
は
ま
る
。

　
刑
事
訴
訟
法
と
は
、
あ
る
罪
を
犯
し
た
と
疑
わ
れ

る
者
に
つ
い
て
、
有
罪
か
無
罪
か
、
刑
罰
を
科
す
か

否
か
を
判
断
す
る
手
続
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
緑
ゼ
ミ
の
活
動
目
的
は
法
律
を
隅
々
ま
で

暗
記
す
る
こ
と
や
、
犯
罪
事
件
の
真
実
を
究
明
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
取
り
上
げ
る
事
案
の
研
究
を
通
じ

て
養
う
の
は
、「
自
分
な
り
の
判
断
基
準
」。
犯
罪
や

事
件
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
起
き
る
。
ど
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で

活
躍
を
目
指
す
に
し
て
も
、
自
分
な
り
の
物
事
の
見

方
や
判
断
の
た
め
の
枠
組
み
を
持
つ
こ
と
は
、
社
会

の
風
潮
や
溢
れ
る
情
報
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
生
き
て
い

く
礎
に
な
る
は
ず
だ
。

　
３
年
生
と
４
年
生
が
一
堂
に
会
し
て
行
わ
れ
、
学

生
に
よ
っ
て
主
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
緑
ゼ
ミ
。

普
段
の
ゼ
ミ
活
動
は
、
学
生
が
決
め
た
テ
ー
マ
に
基

づ
き
、
刑
事
事
件
の
裁
判
例
や
制
度
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
。

　
取
材
で
訪
れ
た
日
は
「
性
格
証
拠
」
を
テ
ー
マ
に

議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
人
の
性
格
に
関
す
る
証
拠

は
裁
判
所
に
偏
見
を
与
え
て
判
断
を
誤
ら
せ
る
危
険

性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
た
め
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
。
学
生
が
発
表
を
行
っ
て
い
た

切
り
口
は
、「
性
格
証
拠
の
許
容
性
」「
前
科
・
類
似

事
実
に
よ
る
犯
人
性
立
証
」
と
さ
ま
ざ
ま
。
興
味
深

い
ワ
ー
ド
が
散
見
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
視
点
で

研
究
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
指
導
に
あ
た
る
緑

大
輔
准
教
授
に
話
を
聞
い
た
。

　
「
ミ
ク
ロ
視
点
で
い
え
ば
、
過
去
の
裁
判
で
の
判
例

を
分
析
し
て
事
案
の
異
同
に
着
目
し
、
判
例
が
適
用

さ
れ
る
射
程
を
探
り
出
し
ま
す
。
特
に
法
曹
界
を
目

指
し
て
い
る
学
生
が
関
心
を
持
つ
点
で
あ
り
、
身
に

つ
け
ば
将
来
に
活
き
る
ス
キ
ル
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
マ
ク
ロ
視
点
で
い
え
ば
、
法
制
度
の
比
較

や
法
改
正
が
行
わ
れ
た
理
由
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で

い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
が
定
め
る
基
本
原
則
と
の

関
係
を
意
識
し
つ
つ
、
制
度
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し

て
、
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
考
え
る
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
に
な
り
ま
す
。
言
葉
を
鍛
え
る
と
い
う
側
面
も

あ
り
ま
す
。
知
識
が
な
い
人
に
も
論
理
的
か
つ
分
か

り
や
す
く
説
明
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
企

【
法
学
部
】
刑
事
訴
訟
法   

緑  

大
輔
ゼ
ミ

一 橋 の 授 業

犯
罪
事
件
の
刑
事
裁
判
を
通
じ
て
養
う

「
自
分
な
り
の
判
断
基
準
」

緑  大輔准教授

企
業
で
活
躍
し
た
い
学
生
は

「
制
度
を
見
る
目
」を
、

法
曹
界
を
目
指
し
た
い
学
生
は

「
事
案
を
見
る
目
」も
鍛
え
る
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事案の研究を通じて養うのは「自分なりの判断
基準」。物事の見方や判断のための枠組みを持
つことは、自己を見失わないための礎となる



業
で
の
活
躍
を
目
指
す
学
生
に
と
っ
て
も
、
意
味
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
刑
事
訴
訟
法
を
研
究
す
る
こ
と
は
、「
不
幸
」
を
扱

う
こ
と
で
も
あ
る
。
被
告
人
と
被
害
者
、
そ
れ
ぞ
れ

の
背
景
や
想
い
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
弁
護
人
、

検
察
官
、
裁
判
官
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
学
ぶ
。
緑

ゼ
ミ
は
、
ニ
ュ
ー
ス
や
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
は
語
ら
れ

な
い
刑
事
裁
判
の
背
景
に
迫
り
、
多
様
な
人
々
や
社

会
の
悩
み
の
深
層
を
学
ぶ
ゼ
ミ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
活
動
を
通
じ
て
身
に
つ
け
て
欲
し
い
力
と
し
て

は
、
主
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
事
案
の
違

い
を
見
極
め
て
、
議
論
す
る
力
で
す
。
ゼ
ミ
で
は
判

例
を
分
析
し
ま
す
が
、
た
と
え
ば
似
て
い
る
事
案
で

あ
っ
て
も
裁
判
所
の
判
断
が
異
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。
な
ぜ
違
う
の
か
。
学
生
同
士
で
意
見
を
ぶ
つ

け
合
う
こ
と
で
、
相
手
の
考
え
を
理
解
し
な
が
ら
自

分
の
主
張
を
伝
え
る
力
が
養
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ

は
、
自
分
な
り
の
価
値
観
を
考
え
る
力
で
す
。
よ
り

良
い
刑
事
司
法
制
度
を
つ
く
る
た
め
に
、
何
が
大
切

な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
制
度
が
相
応
し
い
の
か
。
ま

た
、
法
律
学
上
の
常
識
と
、
一
般
社
会
の
常
識
の
間

に
は
、
時
に
は
ズ
レ
が
あ
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
ズ
レ

が
生
じ
る
の
か
。
そ
の
ズ
レ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
か
。
常
識
と
非
常
識
の
違
い
が
生
じ
る
意

味
を
読
み
解
く
技
術
を
、
自
分
の
中
に
持
つ
こ
と
は
、

社
会
で
生
き
て
い
く
う
え
で
も
役
立
つ
と
考
え
て
い

ま
す
」

　
議
論
を
通
じ
て
「
自
分
な
り
の
判
断
基
準
」
を
つ

く
っ
て
く
れ
れ
ば
、
と
話
す
緑
准
教
授
。
ぜ
ひ
注
目

し
て
欲
し
い
ゼ
ミ
で
あ
る
。

緑ゼミに入ったきっかけは、２
年次に受けた刑事訴訟法の

授業です。講義を聴いた時には、制
度の中にある、人道的な価値と事実を究明する価値との間
のせめぎ合いに、大いに興味を持ちました。学ぶ内容は、
法律分野の中でも高度で難しい部類に入ると思いますが、
法曹・民間の志望を問わず、自分を高められます。私は企
業活動を広い視野でとらえて、全体を統括できるような仕
事に就きたいと思っています。ゼミを通じて培った、物事
を解釈する力は、どのような職業に就いても間違いなく私
の強みになると思います。（談）

一橋大学に入学した頃は検察官
を目指していました。しかし、

法律の解釈を学んでいくうちに憧れ
が薄れ、自由な立場で意見を発信できる仕事に就きたいと
思うようになったのです。そんな私にも緑ゼミは合ってい
ました。学生が主体となってゼミ活動を運営し、刑事訴訟
法にとどまらず、興味のあるテーマを自由に設定して研究
できるからです。活動を通じて、自分が気づかなかった社
会の問題に気づくことができましたし、問題の存在を知る
ことで視野が広がったという実感があります。卒業後は新
聞記者として報道に携わりたいと考えています。（談）

卒業後は法科大学院に進学し、
将来は検察官になりたいと

考えています。刑法はすでに学ん
でいましたが、刑事訴訟法には触れたことがありませんで
した。検察官の実務に刑事訴訟法は欠かせず、じっくり学
びたいと思ったことが緑ゼミを選んだ理由です。開設され
て間もないゼミだったので、どんなことにもチャレンジし
やすいと期待しましたが、その通りでした。学ぶプロセス
を通じて身につくのは、深く考える力だと思います。数多
くの事案に触れるので、興味が枝葉のように広がっていき
ました。（談）

法曹界志望も民間企業志望も、
ともに高め合えるゼミです

自由に刑事法に関する
社会問題を扱えるゼミ

実務に関わる内容で、
深く考える力が身につきます

法学部３年
山本茉友さん

法学部４年
北村  栞さん

法学部４年
青嶋良弥さん

S t u d e n t ’ s       V o i c e 「
見
極
め
る
力
」と

「
価
値
を
考
え
る
力
」が
、

自
分
な
り
の
判
断
基
準
を
培
う
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過
去
を
遡
る
こ
と
は
、
今
日
を
学
ぶ
こ
と
。
な
ぜ
今
日
の

社
会
や
人
々
の
生
活
に
至
っ
た
の
か
、
相
対
的
に
と
ら
え
直

せ
る
こ
と
も
歴
史
を
研
究
す
る
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

　
石
居
ゼ
ミ
が
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
「
日
本
近
現
代
史
」は
、
幕

末
以
後
に
起
き
た
事
象
に
つ
い
て
紐
解
く
歴
史
学
。
注
目
す

る
対
象
が
今
日
と
か
け
離
れ
過
ぎ
て
い
な
い
だ
け
に
、
自
分

と
の
接
点
を
実
感
し
や
す
い
学
問
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
日
本
の
近
現
代
を
教
材
に
、
調
べ
る
・
判
断
す
る
・
伝
え

る
と
い
う
三
つ
の
力
を
磨
け
る
と
い
う
点
で
は
、
歴
史
に
関

心
が
な
か
っ
た
人
に
も
勧
め
た
い
万
能
な
学
び
で
も
あ
る
。

　
ま
ず
は
日
本
近
現
代
史
を
学
ぶ
魅
力
に
つ
い
て
、
石
居
教

授
に
尋
ね
て
み
た
。

　
「
現
在
、
私
た
ち
が
立
っ
て
い
る
場
所
、
培
っ
て
き
た
意
識

や
感
覚
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
か
ら
と
ら
え
直

す
こ
と
が
で
き
る
点
に
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。『
い
ま
』

『
こ
こ
』
で
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
い
る
常
識
や
価
値
観
が
、

全
く
通
用
し
な
い
時
代
や
社
会
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う

事
実
を
知
る
こ
と
は
、
客
観
的
な
視
点
を
養
う
う
え
で
も
大

事
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
ゼ
ミ
活
動
が
ス
タ
ー
ト
す
る
３
年
次
の
春
夏
学
期
に
行
わ

れ
る
の
は
、
歴
史
研
究
の
下
地
と
な
る
知
識
や
分
析
方
法
を

習
得
す
る
歴
史
学
概
論
的
な
演
習
。
文
献
・
史
料
を
共
通
テ

キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
、
読
解
・
報
告
・
議
論
を
行
う
。
そ

し
て
、
次
の
秋
冬
学
期
に
は
、
各
学
生
が
自
ら
の
テ
ー
マ
を

設
定
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
。

　
「
テ
ー
マ
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
ゼ
ミ
生
一
人
ひ

と
り
と
面
談
を
し
て
関
心
事
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
ま
す
。
そ
の

内
容
を
踏
ま
え
て
、
私
が
ま
ず
は
じ
め
に
読
ん
で
み
て
欲
し

い
文
献
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
そ
の
際
、
文
献
は
一
人

ひ
と
り
を
念
頭
に
お
い
て
数
冊
ず
つ
選
ん
で
い
る
わ
け
で

す
が
、そ
れ
を
こ
ち
ら
で
『
こ
れ
は
○
○
さ
ん
む
け
の
文
献
』

と
い
っ
た
か
た
ち
で
は
示
さ
ず
、
あ
え
て
全
員
に
対
し
て
す

べ
て
の
文
献
を
示
す
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
す
る
と
、

イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
文
献
を
選
ぶ
学
生
も
い
れ
ば
、
面
談
の

際
に
は
関
心
の
か
け
ら
も
示
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
文

献
を
選
ぶ
学
生
も
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
出
会
い
如
何
で
テ
ー

マ
が
決
ま
っ
た
り
、
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で

す
」

　
石
居
教
授
が
情
報
を
集
め
、
吟
味
し
た
う
え
で
学
生
に
提

示
す
る
文
献
は
30
を
超
え
る
。
ゼ
ミ
生
一
人
ひ
と
り
の
関
心

を
一
旦
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
、
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
ね
ら
い
が

あ
る
。
３
年
生
は
、
年
度
末
ま
で
に
４
０
０
０
字
程
度
の
ゼ

ミ
論
文
を
作
成
す
る
が
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
４
年
次
に

取
り
組
む
卒
業
論
文
の
予
行
練
習
に
も
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
活
動
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
能
力
が

養
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
「
学
生
に
は
三
つ
の
力
を
身
に
つ
け
て
欲
し
い
と
考
え
て

【
社
会
学
部
】
日
本
近
現
代
史   

石
居
人
也
ゼ
ミ

一 橋 の 授 業

歴
史
と
現
在
を
往
復
し
な
が
ら
身
に
つ
け
る
、

調
べ
る
力
・
判
断
す
る
力
・
伝
え
る
力

石居人也教授
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キャンパスの内外で日本の近
現代の研究を行うことで、調べ
る・判断する・伝えるという三つ
の力を磨く

現
在
を
断
ち
切
り
、

再
び
現
在
に
戻
る
こ
と
が
、

客
観
的
な
考
察
に
欠
か
せ
な
い

関
心
が
な
か
っ
た
テ
ー
マ
に
も
、

関
心
が
向
く
学
び
方

仙台（東北大学）でのワークショップ（2016年度）

横浜でのフィールド
ワーク（2016年度）



い
ま
す
。
ま
ず
は
、自
分
の
関
心
事
に
つ
い
て
素
材
（
文
献・

史
料
）
を
集
め
、
調
べ
る
能
力
。
次
に
、
集
め
た
素
材
を
吟

味
し
、
判
断
す
る
能
力
。
そ
し
て
、
自
ら
解
釈
し
て
そ
れ
を

説
得
的
に
伝
え
る
能
力
で
す
。
料
理
人
に
た
と
え
れ
ば
、
食

材
を
探
し
、
そ
れ
を
活
か
す
調
理
方
法
を
考
え
、
料
理
と
し

て
提
供
す
る
力
と
い
え
ま
す
。
結
果
的
に
美
味
し
い
料
理
が

で
き
な
く
て
も
、
自
分
な
り
の
味
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
が
目
標
で
す
」

　
ゼ
ミ
活
動
は
キ
ャ
ン
パ
ス
の
外
で
も
行
わ
れ
る
。
春
夏
学

期
と
秋
冬
学
期
に
各
１
回
開
催
さ
れ
る
の
が
、
特
定
の
地
域

を
調
査
・
観
察
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
。
訪
れ
る
地
域
は

学
生
が
多
数
決
で
決
め
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
場
所
な

の
か
を
肌
で
学
ぶ
学
外
活
動
だ
。
現
地
に
立
っ
て
歴
史
の
痕

跡
を
探
し
た
り
、
現
状
と
か
つ
て
の
地
図
や
写
真
を
見
比
べ

た
り
す
る
な
ど
、
そ
こ
で
起
き
た
出
来
事
や
広
が
っ
て
い
た

光
景
、
人
々
の
生
活
な
ど
を
想
像
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
さ

ら
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
遠
征
版
と
し
て
ゼ
ミ
合
宿
も

実
施
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
東
北
大
学
が
拠
点
と
な
っ
て
進

め
て
い
る
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
史
料
の
修
復
・
保

存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
年
１
回

行
っ
て
い
る
。

　
「
歴
史
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
と
す
る
時
代
に

飛
び
込
む
こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
大
事
な
の
は
、
今
日
的
な

価
値
観
や
知
識
や
感
覚
を
一
旦
断
ち
切
る
こ
と
。
は
じ
め
か

ら
、
今
日
的
な
価
値
観
や
知
識
に
基
づ
い
て
歴
史
的
な
事
象

を
評
価
し
よ
う
と
し
た
り
、
現
在
の
社
会
と
比
較
し
た
り
す

る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
極
力
当
時
の
人
や
社
会
の
目
線
に

近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
事
象
を
み
た
り
、
考
え
た
り
す
る
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
再
び
現
在
と
の
回
路
を

開
い
て
、
歴
史
か
ら
現
在
を
と
ら
え
直
す
。
こ
う
し
た
ス
タ

ン
ス
で
臨
む
こ
と
で
、
自
分
な
り
の
歴
史
と
の
む
き
あ
い
方

や
、
翻
っ
て
今
日
の
社
会
を
み
る
眼
を
育
ん
で
も
ら
い
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
ス
イ
ッ
チ
の
オ
フ
と
オ
ン
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
歴
史
と

現
在
を
往
復
す
る
。
そ
ん
な
歴
史
学
の
旅
に
、
ぜ
ひ
出
か
け

て
み
て
欲
し
い
。

石居ゼミを選んだのは、高校の
頃から日本史が好きだったか

らです。卒業論文は自分が一番関
心のあるテーマに取り組みたい、と思っていたことも理由
の一つです。
　３年次春夏学期の歴史学概論を受けたことで、そもそも
歴史学とはどのような学問なのか骨格がよく分かりました。
歴史小説などを扱う文学と違い、史料に基づいて事実を正
確に推察するところに学ぶ面白さを感じています。秋冬学
期は自由なテーマで各自研究を行いますが、他の学生が選
んだテーマやその発表を通じて、自分が関心を持たなかっ
た歴史にも触れられるので新鮮です。３・４年次には合同で
ゼミ活動を行うので、人によって異なる歴史のとらえ方が
あることにも気づきました。毎回楽しみで、退屈だと思っ
たことは一度もありません。
　日本近現代史を学ぶ魅力は、今の自分とのつながりを実
感できるリアルさにあると思います。ちなみに、卒業論文
では個人のライフヒストリーをテーマにする予定です。あ
る一つの街で、私と等身大の人々がどのような自分の歴史
を持っているのか、または歴史を見たり生きたりしてきた
のか。調査を行いながら自分なりの論証をまとめたいと考
えています。（談）

もともと歴史や、物事の成り立
ちを知ることに興味がありま

した。しかし、何をテーマとして選
び、どのようにそれを調べればよいのか手法も見当がつき
ませんでした。石居ゼミを選んだのは、日本の近現代をテー
マに幅広いトピックを取り上げるゼミだったからです。
　社会全体というより、庶民生活の変遷にフォーカスする
点も、高校までの歴史の勉強ではあまりなかったので惹か
れました。実際に学んでみて感じたのは、たとえば生活の
拠点となる住まいや街の成り立ちだけでなく、国の政治や
経済の動きとも関連づけて学ぶなど、両方の視点から近現
代史を紐解くことができる面白さです。自分の興味をテー
マとして設定できるので、さまざまなアプローチで自由に
探究できることも特長です。一人ひとり観点が違うので、
ゼミのメンバーによる発表や議論でも盛り上がります。
　近現代史を学んだことで、今起きている物事に対する見
方も変わりました。世の中にあふれている情報を鵜呑みに
するのではなく、バックグラウンドを深掘りし、因果関係を
考えるようになりました。その習慣こそが石居ゼミで身に
ついた力だと思います。（談）

リアルに実感できる、
歴史と自分のつながり

今起きている物事に対する
見方も変わります

社会学部３年
市倉靖子さん

社会学部４年
山本陽裕さん

S t u d e n t ’ s       V o i c e

■	横浜中華街の歴史と日本における中華料理の定着に関する考察
■	昭和戦前期における農民の時間意識の変化
■	三河分県運動に影響を与えた、三河内部の事情─運動を内側から
捉えなおす─

■	水野広徳の思想とその社会的受容
■	明治後期・大正期中学生のライフコースの選択─陸軍士官学校・海
軍兵学校進学者を中心に─

■	近代沖縄思想史における「抑圧移譲」―太田朝敷・伊波普猷・久志
芙沙子を中心に─

■	戦前期多摩における地域間競争─八王子・立川の関係を中心に─

過去の卒業論文テーマ
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平
成
29
年
11
月
10
日
（
金
）、
如
水
会
百
周

年
記
念
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ホ
ー
ル
（
一
橋

大
学
国
立
西
キ
ャ
ン
パ
ス
）
に
て
、『
一
橋
大

学・中
国
人
民
大
学
共
催　

第
７
回
ア
ジ
ア
政

策
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
が
開
催
さ
れ
た
。

　

一
橋
大
学
と
中
国
人
民
大
学
は
、
平
成
16

年
に
大
学
間
学
術
交
流
協
定
を
締
結
し
て
以

来
、
学
術
面
で
の
交
流
を
深
め
て
き
た
。「
ア

ジ
ア
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
、
両
大
学
が
交

互
に
会
場
校
と
な
り
、
日
本
、
中
国
や
ア
ジ

ア
等
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
課
題
に
つ

い
て
考
察
す
る
も
の
で
、こ
れ
ま
で
に
も
「
金

融
」「
通
貨
政
策
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
力
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
て
き
た
。

　
７
回
目
と
な
る
今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
高
齢

化
時
代
へ
の
対
応
」（Tackling the C

hal-
lenges of Population Aging : Japan 
and C

hina

）
で
あ
る
。
日
本・中
国
に
共
通

の
課
題
に
つ
い
て
、
こ
の
分
野
を
代
表
す
る

研
究
者
が
集
結
。
一
橋
大
学
中
国
交
流
セ
ン

り
、
企
業
が
個
別
か
つ
自
由
に
設
定
で
き
な

い
と
の
報
告
に
、
驚
き
の
声
が
上
が
っ
た
。

　

一
橋
大
学
の
登
壇
者
は
、
経
済
研
究
所
の

馬
欣
欣
（M

a Xinxin

）
准
教
授
で
あ
る
。

テ
ー
マ
は
「Pension System

 and El-
derly Labor Participation : A C

om
-

parison betw
een Japan and C

hina

」。

日
本
と
中
国
双
方
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
な
が

ら
、
両
国
の
年
金
制
度
及
び
高
齢
者
の
労
働

参
加
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
「
馬
准
教
授
の
報
告
は
、
両
国
の
デ
ー
タ
を

用
い
た
比
較・分
析
と
な
っ
て
い
る
点
に
お
い

て
と
て
も
画
期
的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日

本
と
中
国
は
高
齢
化
社
会
に
つ
い
て
共
通
の

問
題
を
数
多
く
抱
え
て
い
る
の
で
、
今
後
は

相
手
国
の
デ
ー
タ
も
し
っ
か
り
リ
サ
ー
チ
し
、

研
究
や
議
論
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」（
小
塩
所
長
）

　

中
国
人
民
大
学
の
登
壇
者
は
、
統
計
学
院

副
院
長
の
王
暁
軍
（W

ang Xiaojun

）
教

授
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は「Pension System

s 
in C

hina

：Situation, Problem
s and 

Reform

」。
中
国
の
年
金
制
度
を
は
じ
め
と

す
る
社
会
保
障
の
課
題
を
紹
介
し
た
う
え
で
、

定
年
の
引
き
上
げ
、
公
的
年
金
制
度
か
ら
個

人
年
金
制
度
へ
の
シ
フ
ト
な
ど
の
改
革
案
を

提
示
し
た
。

　
一
橋
大
学
の
登
壇
者
は
、
経
済
研
究
所
の
金

子
能
宏
教
授
で
あ
る
。テ
ー
マ
は
、「Pension 

System
 Reform

 to C
ope w

ith Popu-
lation C

hange and Social C
hange

：

タ
ー
代
表
・
青
木
人
志
法
学
研
究
科
教
授
に

よ
る
総
合
司
会
の
も
と
、
人
口
、
年
金
、
介

護
、
育
児
、
就
労
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
、
日
中
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
つ
い
て
最
先

端
の
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
る
場
と
な
っ
た

（
登
壇
者
に
つ
い
て
は
各
節
に
て
紹
介
）。
な

お
、
各
登
壇
者
の
報
告
及
び
パ
ネ
ル・デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
は
通
訳
を
活
用
せ
ず
、
す
べ
て

英
語
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
『
Ｈ
Ｑ
』
で
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
終
了
後
、
今
回

の
開
催
に
向
け
て
準
備
を
進
め
た
一
橋
大
学

経
済
研
究
所
長・小
塩
隆
士
教
授
に
取
材
を
実

施
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
振
り
返
り
、
両
大
学
が

こ
の
テ
ー
マ
で
報
告
し
合
う
意
義
や
今
後
の

展
望
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
っ
た
。
な
お
、

一
橋
大
学
側
の
登
壇
者
４
人
（
所
長
を
含
む
）

は
経
済
研
究
所
の
「
世
代
間
問
題
研
究
機
構
」

の
メ
ン
バ
ー
。
小
塩
所
長
は
、「
全
員
、
日
頃

の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
良
い
機
会
に
恵
ま

れ
ま
し
た
」
と
語
る
。

　

中
国
人
民
大
学
の
登
壇
者
は
、
社
会
与
人

口
学
院
の
翟
振
武
（Zhai Zhenw

u

）
教
授

で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
、「The C

haracteris-
tics of C

hina Population Aging and 
Policy Response

」。
中
国
が
い
わ
ゆ
る

「
一
人
っ
子
政
策
」
か
ら
「
二
人
っ
子
政
策
」

へ
と
切
り
替
え
た
現
状
や
今
後
の
影
響
に
つ

い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　

一
橋
大
学
の
登
壇
者
は
、
経
済
研
究
所
の

臼
井
恵
美
子
准
教
授
で
あ
る
。「Breast-

feeding Practices and Parental Em
-

ploym
ent in Japan

」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

少
子
化
と
夫
婦
共
働
き
が
進
行
中
の
日
本
に

お
い
て
、
母
乳
に
よ
る
育
児
の
難
し
さ
、
子

育
て
世
代
に
対
す
る
政
策
面
で
の
支
援
の
あ

り
方
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
「
翟
教
授
は
、
中
国
人
口
学
会
の
会
長
を

務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
翟
教
授
の
見

解
を
聞
き
、
中
国
政
府
が
二
人
っ
子
政
策
に

方
向
転
換
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
翟

教
授
は
二
人
っ
子
政
策
の
主
導
者
と
も
言
え

ま
す
。
そ
う
い
う
方
に
来
日
し
て
い
た
だ
き
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
お
話
を
聞
く
機
会
を
得
ら
れ

た
こ
と
は
本
当
に
光
栄
で
す
ね
」（
小
塩
所

長
）

　

中
国
人
民
大
学
の
登
壇
者
は
、
社
会
与
人

口
学
院
の
孫
鵑
娟
（Sun Juanjuan

）
副

教
授
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
、「H

ealth Sta-
tus of C

hinese Elderly and Social 
C

are Issues

」。
定
年
に
つ
い
て
、
中
国
で

は
男
性
が
60
歳
、
女
性
が
55
歳
と
な
っ
て
い

る
。
各
上
限
は
中
国
政
府
の
決
定
事
項
で
あ

「
高
齢
化
時
代
へ
の
対
応
」

に
つ
い
て

日
中
の
専
門
家
が

多
角
的
に
報
告・
議
論
を
行
う

家
族
の
あ
り
方・子
育
て
世
代
へ
の

支
援
に
つ
い
て

報
告
Ⅰ

高
齢
者
が
働
く

環
境
に
つ
い
て

報
告
Ⅱ

年
金
財
政
が
抱
え
る

問
題
に
つ
い
て

報
告
Ⅲ

小塩隆士教授

鄭  水泉氏

臼井恵美子准教授

青木人志教授

中野  聡副学長

翟  振武教授

一橋大学・中国人民大学共催
第7回アジア政策フォーラム レポート
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環
境
、
年
金
財
政
問
題
に
関
す
る
報
告
を
終

え
、
小
塩
所
長
の
司
会
進
行
の
も
と
、
両
大

学
の
登
壇
者
に
よ
る
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。テ
ー
マ
は「Tackling 

Population D
ecline in Japan and 

C
hina

」。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
中
国
人
民
大
学
よ

り
翟
振
武
教
授
、
王
暁
軍
教
授
、
孫
鵑
娟
副

教
授
の
３
人
、
一
橋
大
学
よ
り
、
金
子
能
宏

教
授
、
臼
井
恵
美
子
准
教
授
、
馬
欣
欣
准
教

授
の
３
人
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
報
告
に
よ
り
、

両
国
が
抱
え
る
問
題
が
い
か
に
共
通
し
て
い

る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
議
論
も

熱
を
帯
び
て
い
た
。
社
会
保
障
、
と
り
わ
け

介
護
保
険
制
度
の
導
入
と
運
用
状
況
に
つ
い

て
、
中
国
人
民
大
学
の
登
壇
者
は
強
い
関
心

を
示
す
。
そ
の
一
方
、
一
橋
大
学
の
登
壇
者

に
と
っ
て
も
得
る
も
の
は
大
き
か
っ
た
と
小

塩
所
長
は
語
る
。

　
「
出
生
率
の
回
復
は
共
通
の
課
題
で
す
。
二

人
っ
子
政
策
に
転
換
し
た
中
国
の
取
り
組
み

の
中
に
、
日
本
が
と
る
べ
き
政
策
対
応
の
ヒ

ン
ト
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
年
金

や
医
療
保
険
制
度
は
た
し
か
に
日
本
の
ほ
う

が
30
年
進
ん
で
い
ま
す
が
、
財
政
面
で
持
続

可
能
性
を
高
め
る
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
、

中
国
の
取
り
組
み
か
ら
学
べ
る
材
料
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」（
小
塩
所
長
）

　

小
塩
所
長
は
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
振
り

返
り
、
高
齢
化
社
会
の
研
究
に
つ
い
て
以
下

Experience of D
eveloped C

ountries 
and Issues of Japan and C

hina

」。
65

歳
以
上
の
年
金
受
給
者
の
貧
困
層
が
ア
メ
リ

カ
に
次
い
で
多
い
日
本
の
現
状
に
言
及
。
高

齢
者
の
家
計
状
況
と
企
業
年
金
、
厚
生
年
金

の
貢
献
度
の
様
相
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ

た
。

　
「
中
国
の
社
会
保
障
、
特
に
年
金
制
度
に
つ

い
て
は
、
農
村
と
都
市
部
で
仕
組
み
が
異
な

る
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
整
備
が
必
要
な
状
態
で

す
。
一
方
で
60
歳
以
上
の
高
齢
者
は
全
人
口

の
16・7
％
、
２
億
３
０
０
０
万
人
に
も
の
ぼ

る
た
め
、
整
備
は
急
務
の
課
題
と
言
え
ま
す
。

た
だ
日
本
も
決
し
て
万
全
で
は
な
い
こ
と
が
、

金
子
教
授
の
報
告
か
ら
も
分
か
り
ま
す
」（
小

塩
所
長
）

　

子
育
て
世
代
へ
の
支
援
、
高
齢
者
の
労
働

の
よ
う
な
展
望
を
語
っ
た
。

　
「
日
中
双
方
の
研
究
者
の
議
論
か
ら
、
両
国

と
も
に
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を

改
め
て
認
識
し
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
今
後

の
高
齢
化
社
会
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
中
国

が
中
心
と
な
っ
て
ア
ジ
ア
独
自
の
新
し
い
モ

デ
ル
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
も
感

じ
て
い
ま
す
。

　
な
ぜ
ア
ジ
ア
独
自
か
と
い
う
と
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
は
参
考
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
ド

イ
ツ
や
南
欧
な
ど
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
出
生
率
が
比
較
的
高
い
水
準
で

安
定
的
に
推
移
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
家

族
の
あ
り
方
』
に
対
す
る
認
識
が
、
ア
ジ
ア

と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
結
婚
～
出
産
～
子
育
て
と
い
う
結
び
つ

き
が
緩
や
か
で
、
た
と
え
ば
子
育
て
支
援
の

政
策
に
つ
い
て
も
家
族
を
想
定
し
て
い
ま
せ

ん
。
極
論
す
れ
ば
、
子
ど
も
が
い
れ
ば
ど
の

よ
う
な
家
族
形
態
で
あ
っ
て
も
支
援
の
対
象

と
な
る
の
で
す
。

　

一
方
で
日
本
や
中
国
は
、
ま
ず
結
婚
が
あ

り
、
次
に
出
産
、
子
育
て
…
…
と
い
う
の
が

社
会
的
な
規
範
と
な
っ
て
い
ま
す
。
政
府
の

支
援
も
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
家
族
に
対

す
る
も
の
が
中
心
。
高
齢
者
問
題
に
つ
い
て

も
同
様
で
、
政
府
の
介
入
は
家
族
単
位
で
す
。

同
じ
よ
う
な
状
況
の
中
、
日
本
よ
り
も
出
生

率
が
低
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
、
韓
国
な

ど
は
、
日
中
の
動
き
を
注
視
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
両
国
が
中
心
と
な
っ
た
ア
ジ
ア

独
自
の
新
し
い
モ
デ
ル
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
交
わ
さ
れ
た
報
告
や

議
論
が
そ
の
契
機
と
な
れ
ば
、
と
願
っ
て
い

ま
す
」（
小
塩
所
長
）

一橋大学・中国人民大学共催　第7回アジア政策フォーラム
「高齢化時代への対応」Tackling the Challenges of Population Aging: Japan and China

開会挨拶

閉会挨拶
総合司会

報告Ⅰ

報告Ⅱ

報告Ⅲ

パネル・
ディスカッション

司会
中国人民大学
一橋大学

中野　聡　　一橋大学副学長・教授
鄭　水泉　　中国人民大学校務委員会副主任

陳　建　　　中国人民大学経済学院教授
青木人志　　一橋大学中国交流センター代表・教授

「The Characteristics of China Population Aging and Policy Response」
翟　振武　　中国人民大学社会与人口学院教授

「Breastfeeding Practices and Parental Employment in Japan」
臼井恵美子　一橋大学経済研究所准教授

「Health Status of Chinese Elderly and Social Care Issues」
孫　鵑娟　　中国人民大学社会与人口学院副教授

「Pension Systems in China: Situation, Problems and Reform」
王　暁軍　　中国人民大学統計学院教授

「Pension System and Elderly Labor Participation: 
A Comparison between Japan and China」
馬　欣欣　　一橋大学経済研究所准教授

「Pension System Reform to Cope with Population Change and Social Change: 
Experience of Developed Countries and Issues of Japan and China」
金子能宏　　一橋大学経済研究所教授

翟振武教授、王暁軍教授、孫鵑娟副教授
金子能宏教授、臼井恵美子准教授、馬欣欣准教授

小塩隆士　　一橋大学経済研究所長・教授

プログラム

日時：2017年11月10日9:30～17:30
会場：一橋大学国立西キャンパス・如水会百周年記念インテリジェントホール

登
壇
者
６
人
に
よ
る

パ
ネ
ル・デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「Tackling P
opulation 

D
ecline in Japan and 

C
hina

」

ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
家
族
の
あ
り
方
」を
見
つ
め

高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
に
、

独
自
の
新
し
い
モ
デ
ル
を

金子能宏教授

馬  欣欣准教授

陳  建教授

王  暁軍教授

孫  鵑娟副教授
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私
は
国
際
政
治
学
を
専
門
と
し
、
現
代
国
際
社
会
の
諸
問
題
に
関

す
る
研
究
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
帝
国
と
従
属
の
非

対
称
性
構
造
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
獲
得
の
攻
防
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交

政
策
、
安
全
保
障
問
題
、
中
東
和
平
、
民
族
紛
争
、
軍
事
介
入
、
内
戦
、

難
民
な
ど
の
問
題
が
研
究
の
対
象
で
す
。
最
近
は
、
特
に
「
Ｇ
ゼ
ロ
」

に
お
け
る
国
際
政
治
学
、
政
治
哲
学
や
地
政
学
的
手
法
を
応
用
し
た

国
際
正
義
の
模
索
に
つ
い
て
の
研
究
に
関
心
を
抱
い
て
い
ま
す
。

　
「
Ｇ
ゼ
ロ
」
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
維
持
す
る
う
え
で

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
が
不
在
で
あ
る
と
の
認
識
を
し
め
し
た
言
葉
。
多

国
間
協
調
な
き
多
極
化
が
進
み
、
Ｇ
７
（
主
要
国
首
脳
会
議
）
や
Ｇ
20

（
金
融
・
世
界
経
済
に
関
す
る
首
脳
会
合
）
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
担
い
き
れ
な
い
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
主
導
で
築
か
れ
て
き
た

国
際
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
が
始
ま
っ
て
い
る
─
─
。
そ
れ
が

「
Ｇ
ゼ
ロ
」
と
い
う
言
葉
が
し
め
す
認
識
で
す
。

　

し
か
し
私
は
、
シ
ェ
ー
ル
革
命
に
よ
っ
て
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供

給
体
制
の
見
直
し
が
進
む
中
、「
Ｇ
ゼ
ロ
」
か
ら
「
Ｇ
３
」
へ
、グ
ロ
ー

バ
ル
ガ
ナ
バ
ン
ス
が
移
行
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
つ
目
は
ア
メ

リ
カ
を
中
心
に
カ
ナ
ダ
・
日
本
・
韓
国
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
太
平

洋
の
主
要
国
か
ら
な
る
極
。
こ
れ
ら
の
国
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
基
地
や

安
全
保
障
、
文
化
的
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
Ｅ
Ｕ

を
中
心
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
イ
ン
ド
・
南
米
・
中
東
の
極
。
こ
れ
ら
は
旧

植
民
地
な
ど
の
歴
史
的
関
係
、
移
民
な
ど
の
人
的
関
係
を
中
心
と
す

る
つ
な
が
り
で
す
。
最
後
に
、
中
国
を
中
心
に
、
国
際
連
合
安
全
保

障
理
事
会
な
ど
で
足
並
み
を
揃
え
て
き
た
ロ
シ
ア
、
そ
し
て
シ
リ
ア
、

イ
ラ
ン
の
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
に
も
Ｅ
Ｕ
に
も
接
近
で
き
な
い
新
興
国

で
構
成
さ
れ
た
極
で
す
。

　

日
本
は
ア
メ
リ
カ
極
に
属
し
て
い
る
も
の
の
、
冷
静
な
判
断
と
行

動
が
必
要
で
す
。
私
は
、
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
の
両
方
に
軸
を
置
き
な

が
ら
調
整
役
を
果
た
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
を
手
本
に
、
Ｅ
Ｕ
や
中
国

と
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
や
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
協
調
路
線
を
模
索
す

る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
提
言
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
安
全
保
障
を
考
察
す
る
一
方
で
、
私
は
中

東
各
国
に
飛
び
、
現
地
を
回
り
な
が
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
利
権

争
い
を
目
撃
し
て
き
ま
し
た
。
２
０
１
７
年
初
頭
に
は
カ
ス
ピ
海
沿

岸
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
訪
問
。
中
央
ア
ジ
ア
の
石
油
資
源
を
め

ぐ
っ
て
各
国
が
行
う
利
権
争
い
を
レ
ポ
ー
ト
。
秋
に
は
イ
ラ
ク
の
ク

ル
ド
人
自
治
区
で
行
わ
れ
た
住
民
投
票
を
取
材
。
市
民
に
も
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
い
な
が
ら
、
特
に
欧
州
向
け
石
油
輸
出
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を

持
つ
キ
ル
ク
ー
ク
油
田
地
帯
の
帰
属
問
題
を
取
り
上
げ
、
独
立
を
目

指
す
同
地
区
が
抱
え
る
問
題
点
に
つ
い
て
報
告
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
私
の
研
究
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
根
幹
に

は
「
軍
事
介
入
も
含
め
た
国
際
正
義
の
分
配
」
へ
の
関
心
が
あ
り
ま

す
。
特
に
中
東
に
ま
か
り
通
っ
て
い
る
不
正
義
へ
の
疑
問
で
す
。
中

東
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
争
も
あ
れ
ば
、
宗
教
、
民
族
、
独
裁
…
…

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
集
約
さ
れ
、「
世
界
の
縮
図
」
と
も
言
え
る
様
相

を
呈
し
て
い
ま
す
。
中
東
で
起
き
て
い
る
問
題
は
、
中
東
だ
け
の
問

題
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
中
東
を
理
解
す
れ
ば
、
今
世
界
で

起
き
て
い
る
問
題
の
多
く
を
理
解
で
き
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　

中
東
と
い
う
地
域
は
、
気
の
毒
と
表
現
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

石
油
と
い
う
資
源
を
も
と
に
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
豊
か
に
暮
ら

せ
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
二
つ
の
世
界

大
戦
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
こ
の
地
域
で
は
中
東
戦
争
が
４
回
（
１

９
４
８
年
、
１
９
５
６
年
、
１
９
６
７
年
、
１
９
７
３
年
）
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
崩
壊
後
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス

な
ど
の
列
強
国
が
中
東
を
好
き
な
よ
う
に
切
り
分
け
た
か
ら
で
す
。

　

た
と
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
１
９
２
０
年
、フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
現
シ
リ
ア
領
の
委
任
統
治
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
は
、
防
衛

体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
徴
兵
制
を
導
入
し
ま
し
た
。
徴
兵
の
対
象

と
な
り
軍
事
教
育
を
受
け
た
の
は
、
主
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ア
ラ
ウ

ィ
派
で
し
た
。
独
立
後
、
ア
ラ
ウ
ィ
派
は
実
権
を
握
り
、
多
数
派
の

ス
ン
ニ
派
を
強
権
的
に
支
配
し
ま
す
。
そ
の
指
導
部
の
中
に
、
ハ
ー

フ
ェ
ズ・ア
ル
＝
ア
サ
ド
（
１
９
３
０
～
２
０
０
０
年
）
が
い
た
の
で

す
。
シ
リ
ア
が
独
立
し
た
（
１
９
４
６
年
～
）
後
、
ア
サ
ド
は
大
統

福富満久
Mitsuhisa Fukutomi

社会学研究科教授研 究 室 訪 問
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地
球
規
模
の「
内
戦
」に
あ
る
世
界
で
正
義
を
実
現
す
る

宗
教
、民
族
、政
治
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

集
約
さ
れ
た
中
東
を
理
解
す
れ
ば

世
界
の
問
題
も
理
解
で
き
る

列
強
が
つ
く
っ
た
不
正
義
に
よ
っ
て

中
東
の
人
た
ち
は
今
も

命
を
削
り
な
が
ら
生
き
て
い
る

グ
ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
維
持
す
る
う
え
で

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
な
い

「
Ｇ
ゼ
ロ
」の
時
代
に
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領
に
就
任
（
１
９
７
１
年
～
）。
ア
サ
ド
の
独
裁
体
制
の
も
と
、
現
在

の
シ
リ
ア
で
は
47
万
人
も
の
国
民
が
亡
く
な
り
、
国
外
に
避
難
し
た

人
は
５
０
０
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
は
や
国
際
連
合
で

す
ら
正
確
な
数
字
を
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

フ
ラ
ン
ス
が
つ
く
っ
た
不
正
義
の
塊
の
よ
う
な
事
例
の
た
め
に
、

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
が
命
を
削
り
な
が
ら
一
日
一
日
を
し
の
い
で
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
答
え
を
提
示
し
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
立
場
で
す
。

　

私
は
大
学
に
入
る
前
、
中
東
で

ま
か
り
通
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
正
義

を
知
り
ま
し
た
。
困
っ
て
い
る
人

た
ち
の
た
め
に
国
際
機
関
で
働
こ

う
と
考
え
た
の
で
す
が
、
国
際
連

合
な
ど
に
勤
め
る
に
は
フ
ラ
ン
ス

語
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
必
要
に
迫

ら
れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
中
で
、

私
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
に

つ
い
て
も
知
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

当
時
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
政
策
に

関
す
る
研
究
は
、
日
本
に
お
い
て
は
比
較
的
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
理
解
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
や
外
交
に
関
す
る

研
究
は
、
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
渡
仏
し
て
研

究
を
進
め
る
こ
と
を
決
意
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
修
士
課
程
か
ら
博
士
課
程
に
進
学
す
る
時
の
こ
と
で
す
。

面
接
官
で
あ
り
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
で
の
私
の
指
導
教
授
と
な
っ
た

世
界
政
治
学
会
の
副
会
長
か
ら
「
研
究
者
の
役
割
を
答
え
て
み
な
さ

い
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
「
研
究
者
の
卵
だ
」
と
自
負
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
で
す
が
深
い
そ
の
質
問
に
す
ぐ
に
答

え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
様
子
を
見
た
恩
師
と
な
る

先
生
は
「
問
題
意
識
を
掘
り
下
げ
、
自
分
な
り
の
答
え
を
提
示
す
る

こ
と
だ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
が
、
私
の
研
究

者
と
し
て
の
立
脚
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ゼ
ミ
の
学
生
に
も
同
じ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
、
何
ら
か
の
自
分
な
り
の
答
え
を
論
文
に
ま
と
め
る

よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

　

あ
る
学
生
は
、「
各
国
間
の
相
互
依
存
は
国
際
平
和
に
資
す
る
」
と

い
う
仮
説
を
も
と
に
、
国
際
送
電
網
の
現
状
と
可
能
性
に
つ
い
て
論

文
に
ま
と
め
ま
し
た
。
地
域
で
電
気
を
融
通
し
あ
っ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
、
中

南
米
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
を
対
象
に
、
各
国
の
軍
事
費
と
人
間
開
発
指

数
、
世
界
平
和
度
指
数
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な
ど
を
調
べ
、
そ
れ
ら
の
相
関
関

係
か
ら
相
互
依
存
の
有
効
性
を
訴
え
た
の
で
す
。
そ
れ
と
は
真
逆
に
、

「
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
こ
そ
が
平
和
に
資
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら

論
文
に
取
り
組
ん
だ
学
生
も
い
ま
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
な
り
の
仮
説
を
も
と
に
、
国
際
平
和

の
た
め
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
重

要
で
す
。
私
の
ゼ
ミ
か
ら
巣
立
っ
て
い
く
学
生
に
は
、
ど
ん
な
形
で
も

い
い
か
ら
国
際
平
和
に
寄
与
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
か
ら
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
私
は
大
学
に
入
る
前
か
ら
中
東
の
不
正
義
に
疑

問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

若
者
に
は
何
に
対
し
て
も
「
本
当
に
そ
う
な
の
か
？
」
と
疑
う
こ
と

か
ら
始
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
流
れ
て
く
る
紋
切
り
型
の
情
報
を
た
だ
消
費
す
る
の
で
は
な

く
、
一
度
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

紋
切
り
型
の
情
報
と
は
、
た
と
え
ば
「
中
東
の
女
性
は
み
ん
な
長

い
布
で
身
体
を
覆
っ
て
い
る
。
あ
れ
は
人
権
侵
害
や
閉
鎖
性
の
象
徴

だ
」
と
い
う
も
の
。
そ
れ
が
大
い
な
る
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
、
住
ん

で
み
れ
ば
分
か
り
ま
す
。
照
り
つ
け
る
太
陽
で
日
中
は
気
温
が
50
℃

に
達
す
る
こ
と
も
あ
り
、
砂
漠
か
ら
は
熱
風
が
吹
き
こ
ん
で
く
る
。

そ
の
環
境
の
中
で
、
熱
や
紫
外
線
、
砂
埃
な
ど
か
ら
肌
を
守
っ
て
く

れ
る
身
体
を
覆
う
長
い
布
は
、
女
性
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
情
報
を
一
方
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
だ
け

で
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
ん
す
べ
て
の
電
源
を
切
り
、
本
を
読

み
、
可
能
で
あ
れ
ば
現
地
に
足
を
運
ん
で
自
分
の
目
で
見
て
、
自
分

な
り
の
答
え
を
つ
か
ん
で
ほ
し
い
。
そ
れ
が
私
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

で
す
。（
談
）
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上下とも2013年1月エルサレム旧市街にて

何
に
対
し
て
も「
本
当
に
そ
う
な
の
か
？
」と

疑
う
こ
と
か
ら
始
め
て
ほ
し
い

研
究
者
の
役
割
は
、

自
分
な
り
の
答
え
を

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

提
示
す
る
こ
と
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私
は
労
働
経
済
学
を
専
門
と
し
て
い
て
、
主
に
実
証
的
研

究
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
取
り
上
げ
て
い
る
ト
ピ
ッ

ク
ス
と
し
て
は
、
解
雇
法
制
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
マ
ッ
チ
ン

グ
の
効
率
性
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
か
。

　

昨
年
11
月
に
出
版
し
た
ば
か
り
の
『
正
規
の
世
界
・
非
正

規
の
世
界
─
─
現
代
日
本
労
働
経
済
学
の
基
本
問
題
』
で
は
、

日
本
の
労
働
市
場
の
成
立
に
関
わ
る
歴
史
を
題
材
に
、
労
働

市
場
に
お
け
る
仲
介
機
能
＝
職
業
紹
介
に
つ
い
て
両
大
戦
間

の
民
間
職
業
紹
介
の
あ
り
方
と
公
営
職
業
紹
介
の
発
展
の
プ

ロ
セ
ス
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
一
気
に
近
年
の
労
働
市
場
全

体
の
描
写
を
試
み
ま
し
た
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
た
か
と
い
う
と
、
私

た
ち
は
自
国
の
労
働
市
場
に
つ
い
て
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
？
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。「
働
き
方
改
革
」
が

声
高
に
叫
ば
れ
る
中
、
労
働
契
約
期
間
の
上
限
、
最
低
賃
金
、

労
働
時
間
の
最
長
時
間
な
ど
、
個
別
の
制
度
設
計
に
つ
い
て

は
、
た
く
さ
ん
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日
本

の
労
働
市
場
の
将
来
像
と
な
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

個
別
の
論
点
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
片
づ
け
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

そ
の
好
例
が
労
働
者
派
遣
法
を
め
ぐ
る
議
論
で
す
。
派
遣

法
は
、
１
９
９
６
年
以
降
の
段
階
的
な
規
制
緩
和
に
よ
り
、

か
つ
て
原
則
違
法
だ
っ
た
の
が
、
最
終
的
に
は
原
則
合
法
と

反
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
原
則
を
ひ
っ
く
り
返
す
変

更
だ
っ
た
の
で
、
労
働
市
場
に
お
け
る
規
制
緩
和
の
象
徴
と

し
て
賛
否
両
論
が
巻
き
起
こ
り
、「
派
遣
切
り
」「
派
遣
村
」

な
ど
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
葉
も
飛
び
交
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
実
際
の
派
遣
労
働
者
の
数
は
、
大
多
数
を
占
め
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
派
遣
法
が
も
っ
と
も
緩
和
さ

れ
た
２
０
０
７
年
度
で
あ
っ
て
も
約
３
８
１
万
人
で
、
現
在

で
は
半
減
し
て
い
ま
す
。
同
時
期
の
、
被
用
者
（
労
働
契
約

に
基
づ
い
て
労
働
に
従
事
し
、
雇
用
主
か
ら
賃
金
を
受
け
取

る
人
）約
６
４
０
０
万
人
の
１
割
に
も
満
た
な
い
数
字
で
す
。

少
な
く
と
も
量
的
に
は
、「
派
遣
労
働
者
が
労
働
市
場
の
問

題
を
集
約
す
る
象
徴
で
あ
る
」
と
は
、と
て
も
言
え
ま
せ
ん
。

ま
た
、
大
学
新
卒
者
、
定
年
退
職
者
、
外
国
人
労
働
者
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
す
べ
て
１
０
０
万
人

単
位
の
集
団
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
労
働
研
究
は
、
こ
う

し
た
少
数
派
を
個
別
に
扱
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

そ
う
な
る
と
、
山
積
す
る
少
数
派
の
問
題
が
、
ど
う
全
体

を
構
成
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、

特
に
１
９
９
０
年
代
以
降
の
労
働
市
場
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

部
分
と
全
体
が
整
理
さ
れ
ず
に
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
私
た
ち
は
、
日
本
の
労
働
市
場
に
つ
い
て
「
実
は

あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
」
と
い
う
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
っ

た
、
そ
れ
が
、
私
が
本
で
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
理
由
で
す
。

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
特
に
力
を
発
揮
し
た
の
が
、
非
正
社

員
の
増
加
の
背
景
を
探
っ
た
場
面
で
し
た
。「
非
正
規
社
員

の
増
加
」
と
い
う
現
象
は
、
日
本
的
雇
用
慣
行
の
崩
壊
の
裏

返
し
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
正
規
と
非
正
規

は
ネ
ガ
・
ポ
ジ
の
関
係
と
し
て
、
表
裏
一
体
で
揺
れ
動
い
て

き
た
と
一
般
的
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

１
９
８
０
年
代
か
ら
日
本
の
労
働
市
場
の
統
計
を
使
っ
て
全

体
的
に
観
察
し
、
分
け
て
も
長
期
雇
用
慣
行
の
推
移
を
概
観

し
て
み
る
と
、
そ
の
一
般
的
な
感
覚
と
は
異
な
る
結
果
が
得

ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
正
社
員
の
長
期
雇
用
慣
行
は
、
少
な
く
と
も
分

析
の
対
象
と
し
た
２
０
０
０
年
代
初
頭
ま
で
は
温
存
さ
れ
て

い
た
、
と
い
う
結
果
で
す
。
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
正
社

員
の
シ
ェ
ア
も
減
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
非
正
社
員
の
人

数
は
増
え
ま
し
た
が
、
そ
の
ぶ
ん
シ
ェ
ア
を
減
ら
し
た
の
は

正
社
員
で
は
な
く
自
営
業
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で

す
。
自
営
業
者
の
シ
ェ
ア
が
減
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
残
念

な
が
ら
不
明
で
す
。
が
、
１
９
８
０
年
代
以
降
、
日
本
の
労

働
市
場
で
は
正
規
・
非
正
規
を
含
め
た
「
被
用
者
の
増
加
」

と
「
自
営
業
者
の
減
少
」
が
一
貫
し
て
進
ん
で
い
た
、
と
い

う
こ
と
は
確
実
に
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、「
労
使
自
治
の
原
則
」
と
い
う

制
度
的
規
範
の
根
強
い
存
在
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
明

治
維
新
後
の
産
業
革
命
期
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
戦
時

統
制
経
済
が
敷
か
れ
る
ま
で
の
長
い
間
、
日
本
の
労
働
市
場

は
ほ
と
ん
ど
政
府
に
よ
る
介
入
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
文
字

ど
お
り
自
由
な
労
働
市
場
だ
っ
た
の
で
す
。
政
府
に
よ
る
数

少
な
い
介
入
手
段
だ
っ
た
公
共
職
業
紹
介
も
、
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
当
時
す
で
に
民
間
で
発
達
し
て
い
た
職
業
紹
介
網

を
組
織
ご
と
吸
収
し
て
発
達
し
た
も
の
で
し
た
。
基
本
的
に

神林  龍
Ryo Kanbayashi

経済研究所教授研 究 室 訪 問
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日本の労働市場にもたらしたもの
派
遣
労
働
者
は

労
働
市
場
の

問
題
の
象
徴
と
は
言
え
な
い

私
た
ち
は
日
本
の
労
働
市
場
を

ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
る
か

日
本
的
雇
用
慣
行
を
支
え
る

「
労
使
自
治
の
原
則
」
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は
「
労
使
自
治
の
原
則
」
を
つ
ら
ぬ
き
、
膨
大
な
経
験
を
蓄

積
し
て
き
た
の
が
日
本
の
労
働
市
場
で
あ
り
、
日
本
的
雇
用

慣
行
の
コ
ア
を
支
え
て
い
ま
す
。
政
府
に
よ
る
立
法
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
る
改
革
な
ど
、
少
々
の
外
的
条
件
の
変
化
で
は
正
規

の
世
界
は
揺
る
が
な
か
っ
た
と
い
う
見
立
て
で
す
。
だ
と
す

る
と
、
１
９
９
０
年
代
以
降
の
短
期
間
で
、
こ
の
原
則
が
揺

ら
ぐ
理
由
も
そ
う
強
く
は
な
い
と
類
推
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

と
は
い
え
、変
化
の
兆
し
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
９
９
０
年
代
以
降
の
労
働
法
制
は
様
相
が
変
わ
っ
て
き
た

側
面
も
あ
る
の
で
す
。
本
の
中
で
は
、
旧
来
の
「
労
使
自
治

の
原
則
」
に
基
づ
い
た
施
策
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
と
い
う

第
三
者
に
よ
る
介
入
を
受
け
入
れ
た
施
策
─
─
た
と
え
ば
最

低
賃
金
法
な
ど
の
よ
う
に
─
─
が
同
時
に
実
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
整
理
し
て
い
ま
す
。

　

後
者
が
存
在
感
を
増
し
た
背
景
に
は
、
労
働
現
場
の
変
化

が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
労
働
供
給
が
枯
渇
し
て
き
た
こ

と
も
あ
り
、
労
働
者
一
人
ひ
と
り
の
労
働
量
が
増
え
、
か
つ

互
い
の
業
務
の
境
界
を
明
確
に
線
引
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
自
分
の
仕
事
は
こ
こ
ま
で
で
す
」「
今
ま
で
の
あ
な
た
の
や

り
方
を
変
え
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
、
少
し
異
質
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
た
め
か
、
労
使
自
治
、
あ
る
い
は
労

働
者
同
士
に
よ
っ
て
現
場
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
難
し

く
な
り
、
究
極
の
第
三
者
で
あ
る
政
府
に
ル
ー
ル
設
定
を
頼

ら
ざ
る
を
え
な
い
場
面
が
増
え
た
。
ま
だ
ま
だ
「
労
使
自
治

の
原
則
」
は
中
心
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
岐

路
に
立
っ
て
い
る
、
私
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
介
入
は
、
う
ま
く
機
能
し
な
い
ま

ま
ほ
う
っ
て
お
け
ば
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
資
源
配
分
を

累
積
的
に
歪
め
か
ね
ま
せ
ん
。
定
期
的
に
成
果
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
な
ど
、
政
策
提
言
者
の
手
腕
が
問
わ
れ
、
行
政
担
当
者

の
新
し
い
仕
事
が
増
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
労
働
市
場
の
研
究
を
今
後

も
さ
ら
に
進
め
る
と
な
れ
ば
、
時
間
を
か
け
て
デ
ー
タ
を
収

集
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
日
本
的
雇
用
慣
行
の
存
在

を
直
接
計
量
化
す
る
た
め
に
は
、
数
十
年
と
い
う
時
間
の
経

過
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
営
業
者
の
減
少
な
ど

に
関
す
る
研
究
も
含
め
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
取
り
組
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ

め
、
新
し
い
試
み
と
し
て
「
仲
介
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
経
済

研
究
所
の
専
門
家
の
方
々
を
中
心
に
共
同
研
究
を
進
め
て
い

ま
す
。
労
働
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
結
婚
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
養

子
、
不
動
産
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
、
仲
介
に
通
底

す
る
一
般
理
論
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
研
究
で
す
。

　

も
と
も
と
、
仲
介
＝「
情
報
の
橋
渡
し
」
だ
と
す
れ
ば
、
規

模
の
経
済
性
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
仲

介
者
の
持
つ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、

適
職
や
理
想
の
結
婚
相
手
が
見
つ
か
り
や
す
く
な
る
わ
け
で

す
。
Ｉ
Ｔ
が
発
展
す
れ
ば
、
デ
ー
タ
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
コ
ス

ト
、
サ
ー
チ
す
る
コ
ス
ト
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
マ
ッ
チ
ン
グ

は
さ
ら
に
早
ま
る
。
そ
う
な
れ
ば
仲
介
業
は
限
ら
れ
た
企
業

の
独
壇
場
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
20
年
前
か
ら
言
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど

の
業
界
に
も
ガ
リ
バ
ー
的
存
在
の
企
業
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
下
に
無
数
の
零
細
企
業
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。
仲
介
の
マ

ー
ケ
ッ
ト
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
、
規
模
の
経
済
性
云
々
と
い

う
シ
ン
プ
ル
な
理
論
で
は
説
明
で
き
な
い
別
の
理
論
が
働
い

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
論
を
見
出
し
、
提
言

に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
当
面
の
目
標
で
す
。
今
後
は
こ
の

よ
う
な
共
同
研
究
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。（
談
）
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「労使自治の原則」が
仲
介
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に

新
し
い
理
論
を
見
出
し

提
言
に
つ
な
げ
る
た
め
に

労
働
現
場
に
変
化
が
訪
れ

究
極
の
第
三
者
で
あ
る

政
府
の
介
入
が
始
ま
っ
た
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イノベーションの
担い手としての
科学的高度人材

ク
レ
ー
は
、
後
の
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
セ
ミ
コ
ン

ダ
ク
タ
ー
社
と
イ
ン
テ
ル
社
の
創
業
者
で
あ
る
ロ

バ
ー
ト・ノ
イ
ス
と
ゴ
ー
ド
ン・ム
ー
ア
を
シ
ョ
ッ

ク
レ
ー
半
導
体
研
究
所
に
招
い
て
、
半
導
体
を
研

究
し
て
い
ま
し
た
。
ノ
イ
ス
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
工
科
大
学
で
物
理
学
の
博
士
号
を
、
ム
ー
ア
は

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
工
科
大
学
で
化
学
の
博
士
号
を

取
得
し
ま
し
た
。
シ
ョ
ッ
ク
レ
ー
の
研
究
所
が
事

業
的
に
失
敗
す
る
一
方
で
、
ノ
イ
ス
と
ム
ー
ア
は

フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
社
と
イ

ン
テ
ル
社
で
次
々
に
集
積
回
路
や
マ
イ
ク
ロ
プ
ロ

セ
ッ
サ
を
開
発
し
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
リ
コ
ン
バ

レ
ー
の
発
展
だ
け
で
な
く
、
現
代
の
デ
ジ
タ
ル
社

会
の
発
展
に
も
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
両
社
で

は
、
科
学
的
知
識
や
最
新
技
術
を
有
す
る
多
く
の

人
材
を
雇
い
、
科
学
的
知
見
を
も
と
に
製
品
の
開

発
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
科
学
的
な
発
見
を
行

う
者
と
そ
れ
を
社
会
に
役
に
立
つ
も
の
へ
と
変
換

す
る
者
が
、
重
要
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手

で
あ
り
、
ノ
イ
ス
と
ム
ー
ア
は
そ
の
典
型
的
な
人

と
言
え
ま
す
。

　

ノ
イ
ス
と
ム
ー
ア
の
話
は
興
味
深
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
例
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。高
度
な
科
学
的
知
識
を
取
得
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
す
べ
て
の
人
が
研
究
開
発
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
活
動
に
従
事
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
か

の
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
般
的
に
、
科
学
的
高
度
人
材
は
ど
の
よ
う
に
経

　

経
済
成
長
理
論
で
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
経

済
成
長
の
主
な
源
泉
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
、
そ
の

こ
と
は
厳
密
な
経
済
モ
デ
ル
で
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
科
学
的
な
発
見
な
ど
に

基
づ
き
、
新
し
い
製
品
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
生
産
プ
ロ
セ
ス
を
確
立

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
成
長
に
貢
献
し
ま

す
。
初
代iPhone

が
ア
メ
リ
カ
で
発
売
さ
れ
た

の
が
２
０
０
７
年
の
６
月
29
日
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
は
世
界
中
の
ど
の
よ
う
な
大
金
持
ち
で
も

iPhone

の
利
便
性
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
現
在
で
は
、
多
く
の
人
がiPhone

を
利
用
し
、
そ
の
利
便
性
を
享
受
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
我
々
の
生
活

を
豊
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
経
済
や
社
会
の
発
展
で
重
要
な
役

割
を
果
た
す
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
は
誰
な

の
で
し
ょ
う
か
。
例
外
も
存
在
し
ま
す
が
、
現
代

の
多
く
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
科
学
的
な
知
見
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

高
度
な
科
学
的
知
識
を
有
し
て
い
る
人
材
（
以

下
、
科
学
的
高
度
人
材
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
推
察
で
き
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
半
導
体
産
業
の
成
り
立
ち
は
、
科

学
的
高
度
人
材
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
で

あ
る
こ
と
を
的
確
に
表
し
て
い
ま
す
。
ノ
ー
ベ
ル

物
理
学
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム・
シ
ョ
ッ

イノベーション研究センター　准教授

大山　睦

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
に
つ
い
て
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い
て
行
っ
た
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
科
学

者
の
行
動
に
つ
い
て
の
実
証
分
析
の
結
果
を
紹
介

し
ま
す
。

　

ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
（
起
業
家
）
と
い
う
言
葉

か
ら
は
、
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ

ズ
、
ジ
ェ
フ
・
ベ
ゾ
ス
の
よ
う
に
ビ
ジ
ネ
ス
で
成

功
し
、
名
声
や
巨
富
を
築
き
上
げ
る
だ
け
で
な

く
、
社
会
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
人
々

を
想
像
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
結

果
で
な
く
、
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
た
人
や

ビ
ジ
ネ
ス
オ
ー
ナ
ー
を
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
と
と

ら
え
る
と
、
全
く
違
っ
た
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
像

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
を
対
象

に
し
た
実
証
分
析
で
は
、
新
規
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
始

め
る
人
の
平
均
的
特
徴
と
し
て
、
低
賃
金
労
働
者

や
失
業
や
転
職
の
経
験
者
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。（Evans and Leighton, 1989

）。
ま
た
、

済
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
科
学
的
高
度

人
材
に
関
す
る
大
規
模
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
実
証

分
析
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。
ア
メ
リ
カ
国

立
科
学
財
団（National Science Foundation

）

は
、
広
義
の
意
味
で
の
科
学
技
術
分
野
で
学
士

号
、
修
士
号
、
ま
た
は
博
士
号
を
取
得
し
た
人
を

対
象
に
サ
ー
ベ
イ
調
査
を
行
い
、
在
学
中
の
学
業

状
況
と
学
位
取
得
後
の
雇
用
状
況
や
生
活
状
況 

に
つ
い
て
詳
細
な
情
報
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
、Scientists and 

Engineers Statistical D
ata System

（
Ｓ
Ｅ

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
）
と
い
う
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
ど
の
分
野
で
学
位
を
取

得
し
た
の
か
、在
学
中
の
Ｇ
Ｐ
Ａ
は
い
く
つ
で
あ
っ

た
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
学
費
を
調
達
し
た
か
、

ど
の
よ
う
な
職
業
に
つ
い
て
い
る
の
か
、
ど
れ
く

ら
い
所
得
を
得
て
い
る
の
か
、
結
婚
を
し
て
い
る

の
か
な
ど
、
広
範
囲
に
わ
た
り
、
科
学
的
高
度
人

材
の
情
報
が
収
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
９
９
３
年

か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
が
開
始
さ
れ
、
２
年

か
ら
３
年
の
サ
イ
ク
ル
で
サ
ー
ベ
イ
調
査
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
サ
ン
プ
ル
数
は
各
年
10
万
人
程
度

で
あ
り
、
一
部
の
科
学
的
高
度
人
材
は
追
跡
調
査

の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
科
学
的
高
度
人
材
に
関
す
る
詳
細

な
デ
ー
タ
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
ら

の
行
動
の
分
析
が
可
能
に
な
り
、
証
拠
に
基
づ
く

科
学
政
策
の
提
案
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
近
年
、

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
研
究
所
が

「
博
士
人
材
追
跡
調
査
」
な
ど
を
行
い
一
定
の
成

果
を
得
て
い
ま
す
が
、
日
本
に
お
い
て
さ
ら
な
る

デ
ー
タ
の
蓄
積
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
下
で
は
筆
者
が
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
デ
ー
タ
を
用

同
様
に
労
働
賃
金
か
ら
得
ら
れ
る
生
涯
所
得
と
比

較
し
て
、
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
生
涯
所

得
は
35
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
低
い
と
い
う
推
定
結
果

（H
am

ilton, 2000

）や
、
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
の
約
３

分
の
１
は
数
年
で
廃
業
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ア

メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
観
察
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
実
証
研
究
に
お

け
る
難
し
さ
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
ア
ン
ト
レ
プ

レ
ナ
ー
の
異
質
性
に
あ
り
ま
す
。
新
規
開
業
と
い

う
幅
広
い
定
義
を
用
い
る
と
経
済
発
展
に
寄
与
し

な
い
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
を
多
く
含
む
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
一
方
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
成
功
者
と
と

ら
え
て
し
ま
う
と
成
功
と
失
敗
の
要
因
が
明
確
に

理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

Ａ
Ｔ
を
使
っ
た
研
究
で
は
、
完
璧
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
し
よ
う
と
試
み
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ

た
時
、
科
学
的
高
度
人
材
は
経
済
発
展
に
寄
与
す

る
よ
う
な
経
済
活
動
を
行
う
可
能
性
が
高
い
が
、

そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
す
る
人
も
い
れ
ば
、
失
敗

す
る
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
実
証
分

析
を
行
い
ま
し
た
。

　

科
学
的
高
度
人
材
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
Ｓ

Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
を
使
っ
た
実
証
分
析
か
ら
は
、
専
門

知
識
と
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
関
係
性
が
新
規
ビ
ジ
ネ

ス
の
成
功
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
専
門
知
識
と
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
関
係
性
は
、

学
業
を
通
じ
て
得
た
専
門
分
野
の
知
識
を
ビ
ジ
ネ

ス
の
分
野
で
ど
の
程
度
活
用
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
人
は
、
専

門
分
野
の
知
識
を
ビ
ジ
ネ
ス
で
密
接
に
活
用
し
て

い
る
タ
イ
プ
と
、
専
門
知
識
を
全
く
活
用
し
て
い

な
い
タ
イ
プ
の
両
端
に
分
か
れ
る
の
に
対
し
て
、

賃
金
労
働
者
は
専
門
知
識
を
程
々
に
活
用
し
て
い

る
傾
向
が
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
は
専
門
性

を
よ
り
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
え
、
そ
の
増

え
方
は
賃
金
労
働
者
の
所
得
と
比
較
し
て
大
き
い

こ
と
も
デ
ー
タ
で
示
さ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

博
士
号
の
保
持
者
で
専
門
性
を
ビ
ジ
ネ
ス
で
密
接

に
活
用
し
て
い
る
場
合
と
全
く
活
用
し
て
い
な
い

場
合
を
比
較
す
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
得
ら
れ
る

前
者
の
年
間
収
入
は
後
者
の
年
間
収
入
を
約
40

パ
ー
セ
ン
ト
上
回
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
ま

す
。
賃
金
労
働
者
の
場
合
、
そ
の
違
い
は
僅
か
９

パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の
生
涯
収
入
と
賃
金
労
働
か
ら

の
生
涯
収
入
を
比
較
し
た
場
合
も
、
専
門
知
識
と

ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
関
係
性
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
ま
す
。
専
門
性
と
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
関
係
性
を

考
慮
せ
ず
に
比
較
し
た
場
合
、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の

生
涯
収
入
が
賃
金
労
働
か
ら
の
生
涯
収
入
を
下
回

り
、
既
存
の
実
証
研
究
と
同
様
の
結
果
を
得
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
高
度
な
専
門
知
識
を

科
学
的
高
度
人
材
に
よ
る

ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
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活
用
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
場
合
、
平
均
で
５

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
23
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
（
年
齢
に

依
存
）、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の
生
涯
収
入
が
賃
金
労

働
か
ら
の
所
得
を
上
回
る
と
い
う
推
定
結
果
を
得

ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
高
度
な
専
門
知
識
を
活

用
し
な
い
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
場
合
、
ビ
ジ
ネ
ス

か
ら
の
生
涯
収
入
が
賃
金
労
働
か
ら
の
所
得
を
大

き
く
下
回
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
を
使
っ
た
実
証
分
析
の
結
果
は
、

教
育
水
準
が
高
い
だ
け
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
す

る
と
は
限
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
す
る
難
し
さ

を
改
め
て
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
難
し
い

状
況
に
お
い
て
、
教
育
を
通
じ
て
得
た
高
度
な
専

門
知
識
を
創
造
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
成
功
の
鍵

と
な
り
、
そ
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
人
材
が
社
会

に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
担
い
手
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と

を
デ
ー
タ
が
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
が
科
学
的
発
見
を
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
な
げ
る
存
在
な
ら
ば
、
科
学
者
は
そ

の
科
学
的
発
見
、
科
学
的
発
見
の
応
用
や
開
発
を

担
う
存
在
と
な
り
ま
す
。
科
学
的
な
方
法
を
用
い

て
研
究
や
開
発
を
行
う
人
を
科
学
者
と
し
て
定
義

す
る
と
、
科
学
者
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
働
き
方
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
一
個
人
の
経
験
に
基
づ
く
意
見
で

は
な
く
、
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
規
模
な
デ
ー
タ
か
ら
見
え
て
く
る
科
学
者

の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
科

絞
り
、
約
３
万
４
千
人
の
科
学
者
、
１
９
９
５
年

か
ら
２
０
０
６
年
ま
で
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
ま
し

た
。
以
下
で
紹
介
す
る
分
析
結
果
は
、
ア
メ
リ
カ

の
デ
ー
タ
か
ら
の
結
果
で
あ
っ
て
、
日
本
の
状
況

に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　

図
表
１
は
キ
ャ
リ
ア
選
択
別
の
科
学
者
に
関
す

る
記
述
統
計
で
す
。
大
学
は
基
礎
科
学
者
が
多

く
、
産
業
界
は
応
用
科
学
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
産
業
界
に
も
基
礎
研
究
を
し
て
い
る
科
学

者
が
多
数
存
在
し
ま
す
。
研
究
開
発
費
の
配
分
も

人
的
資
源
と
同
様
で
あ
り
、
大
学
は
基
礎
研
究

に
、
産
業
界
は
応
用
研
究
に
よ
り
多
く
の
資
金
が

注
が
れ
て
い
ま
す
。
大
学
は
基
礎
研
究
を
、
産
業

界
は
応
用
研
究
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
ま
す
。

　

科
学
者
の
特
徴
は
大
学
と
産
業
界
と
い
う
働
く

場
所
で
異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。大
学
の
特
徴
は
、

営
利
目
的
で
は
な
く
、
産
業
界
と
比
較
し
て
、
研

究
ト
ピ
ッ
ク
の
選
択
な
ど
自
由
度
が
高
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
科
学
者
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
環
境

が
非
常
に
魅
力
的
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

大
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
金
銭
的
な
魅
力
で
優

れ
た
科
学
者
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、

研
究
の
自
由
や
社
会
貢
献
と
い
っ
た
非
金
銭
的
な

魅
力
を
増
す
よ
う
に
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
非
金
銭
的
な
こ
と
を
優
先

す
る
科
学
者
が
大
学
で
働
く
傾
向
が
強
く
な
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
、
科
学
者
は
そ
も
そ
も
金
銭
的
に

も
非
金
銭
的
に
も
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
反
応
し
な

い
人
た
ち
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場

合
、
大
学
と
産
業
界
で
科
学
者
の
特
徴
の
違
い
が

観
察
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
の
仮

説
が
正
し
い
か
は
、
科
学
政
策
で
も
重
要
な
意
味

が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
も
し
非
金
銭
的
な
こ

と
を
重
要
視
す
る
科
学
者
が
大
学
で
働
い
て
い
る

な
ら
ば
、
大
学
に
優
秀
な
研
究
者
を
所
属
さ
せ
た

い
場
合
、
報
酬
な
ど
の
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
与
え
る
よ
り
、
大
学
の
非
金
銭
的
な
魅
力
、

研
究
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
有
効
に
な
り
ま
す
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
大
学
で
働

く
科
学
者
と
産
業
界
で
働
く
科
学
者
の
比
較
結
果

を
図
表
２
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
産
業
界
の
科

学
者
と
比
較
し
て
、
大
学
で
働
く
科
学
者
は
金
銭

的
要
因
を
重
視
し
な
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
大
学
の
給
与
と
産
業
界
の
給
与
に
差

が
あ
る
こ
と
と
整
合
し
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
う

学
者
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
考
え
た
時
に
は
、

ま
ず
ど
こ
で
働
こ
う
か
、
大
学
な
の
か
産
業
界
な

の
か
、
そ
し
て
基
礎
科
学
を
選
ぶ
の
か
、
応
用
科

学
を
選
ぶ
の
か
を
考
え
る
と
思
い
ま
す
。
現
実
は

も
う
少
し
複
雑
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う

な
キ
ャ
リ
ア
選
択
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
、

そ
の
要
因
が
何
で
あ
る
か
、
デ
ー
タ
を
用
い
て
調

べ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
報
酬
な
ど
金
銭
的
な

要
因
が
重
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
や
り
が
い
、
社

会
的
な
貢
献
、
学
問
の
自
由
な
ど
非
金
銭
的
な
要

因
が
重
要
な
の
か
、
ま
た
研
究
能
力
が
ど
の
よ
う

に
影
響
し
て
い
る
の
か
を
中
心
に
考
察
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
分
析
で
は
、
博
士
号
取
得
者
に
対
象
を

図表1：キャリア別の特徴

　
大学の研究機関 産業界の研究機関

基礎科学 応用科学 基礎科学 応用科学
研究機関の特徴 　 　 　 　
人数 204,542 167,865 104,393 310,569
研究開発費（100万ドル） 27,956 9,721 6,525 30,883
科学者の特徴 　 　 　 　
平均年齢 41.4 43.2 40.5 42.0
男性の割合（%） 67 67 75 80
既婚者の割合（%） 75 76 74 80
米国国籍の割合（%） 85 86 80 85
平均給与（ドル） 55,258 59,236 74,365 78,632

SESTATをもとに筆者が作成。

図表2：大学の科学者と産業界の科学者の比較
大学の科学者 産業界の科学者

給料
職場の福利厚生
職の安定
職場の所在地
昇進の機会や可能性
職における知的チャレンジ
職における責任
職における独立性
社会貢献

注： は相対的に重要であることを示す。SESTATをもとに筆者が作成。
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金
銭
的
な
こ
と
を
重
視
す
る
傾
向
が
、
賃
金
カ
ー

ブ
か
ら
も
確
認
で
き
ま
す
。
次
に
、
大
学
の
基
礎

科
学
者
と
応
用
科
学
者
を
比
較
す
る
と
、
若
い
時

の
給
料
は
、
基
礎
科
学
者
の
ほ
う
が
応
用
科
学
者

よ
り
も
低
い
で
す
が
、
勤
務
年
数
が
増
え
る
と
そ

の
関
係
は
逆
転
し
ま
す
。
一
つ
の
解
釈
と
し
て
は
、

大
学
の
基
礎
科
学
者
は
、
若
い
時
に
人
的
投
資
を

盛
ん
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
研
究
能
力
が
高

い
人
ほ
ど
人
的
資
本
投
資
か
ら
の
リ
タ
ー
ン
は
高

く
な
る
た
め
よ
り
多
く
の
人
的
投
資
を
行
う
よ
う

と
、
科
学
者
の
労
働
市
場
で
も
、
お
金
の
あ
る
と

こ
ろ
が
多
く
の
給
与
を
出
し
、
給
与
を
重
視
し
て

い
る
人
が
そ
の
職
場
で
働
く
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

高
い
給
料
で
も
働
き
た
く
な
い
と
思
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
し
、
安
い
給
料
で
も
働
き
た
い
と
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
非
金
銭
的
な
利
益

を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
度
を
高
め
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
大
学
の
科
学
者
が
得

て
い
る
非
金
銭
的
な
利
益
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
と
、大
学
に
所
属
し
て
い
る

科
学
者
は
、
知
的
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
独
立
性
、
社
会
貢

献
な
ど
に
価
値
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
基
礎
科

学
者
と
応
用
科
学
者
を
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
大
学
に
関
し
て
は
、
基
礎
研
究
を
行
う
科
学

者
の
ほ
う
が
応
用
科
学
を
行
う
科
学
者
よ
り
も
平

均
的
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
能
力
が
高
い
と
い
う
分

析
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
学
で
基
礎
研
究
に

従
事
し
て
い
る
科
学
者
は
、
学
士
号
取
得
ま
で
の

年
数
は
短
く
、外
部
資
金
の
獲
得（
博
士
課
程
在

籍
時
）の
確
率
が
高
く
、
大
学
院
ラ
ン
キ
ン
グ
の

高
い
博
士
過
程
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
出
身
者
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。一
方
、
産
業
界
に
従
事
し
て
い

る
科
学
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
差
異
は
見

ら
れ
ず
、
産
業
界
で
は
研
究
能
力
に
お
い
て
似
た

よ
う
な
基
礎
科
学
者
と
応
用
科
学
者
が
雇
用
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

図
表
３
は
科
学
者
の
キ
ャ
リ
ア
選
択
別
賃
金

カ
ー
ブ
を
推
定
結
果
を
も
と
に
描
い
て
い
ま
す
。

大
学
と
産
業
界
を
比
べ
る
と
、
産
業
界
の
賃
金

カ
ー
ブ
が
上
方
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
産
業
界
の

科
学
者
は
金
銭
を
重
視
し
、
大
学
の
科
学
者
は
非

に
な
り
、
基
礎
研
究
を
行
う
科
学
者
の
ほ
う
の
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
能
力
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
も
整

合
的
で
す
。
最
後
に
産
業
界
の
基
礎
科
学
者
と
応

用
科
学
者
を
比
較
す
る
と
、
賃
金
カ
ー
ブ
に
あ
ま

り
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
礎
科
学
と
応
用
科
学
の

両
分
野
で
共
同
し
て
研
究
を
行
う
こ
と
、
似
た
よ

う
な
人
材
が
雇
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
原
因

と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

デ
ー
タ
分
析
の
結
果
は
科
学
者
固
有
の
特
徴
も

と
ら
え
ま
し
た
が
、通
常
の
労
働
市
場
と
同
様
に
、

科
学
者
も
金
銭
的
・
非
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
に
反
応
し
な
が
ら
、
キ
ャ
リ
ア
選
択
や
行
動
を

決
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
を
使
用
し
た
研
究
結
果
は
、
驚

く
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
な
が
ら
、
大
規
模
な
デ
ー
タ
分
析
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
高
度
人
材
に
よ
る
ア
ン
ト

レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
科
学
者
の
キ
ャ
リ
ア
選
択
を

客
観
的
に
デ
ー
タ
で
裏
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
現

象
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
の
特
徴
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
の
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。科
学
者

に
関
す
る
デ
ー
タ
を
整
備
し
て
実
証
分
析
す
る
こ

と
は
、
適
切
な
科
学
技
術
政
策
を
設
計
す
る
う
え

で
重
要
な
第
一
歩
に
な
り
ま
す
。
科
学
技
術
政
策

は
、
科
学
者
だ
け
で
な
く
、
経
済
の
つ
な
が
り
を

考
慮
す
る
と
、
社
会
も
豊
か
に
す
る
政
策
で
あ

り
、
証
拠
を
も
と
に
し
た
政
策
の
立
案
と
実
施
が

重
要
と
な
り
ま
す
。
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analysis of the returns to self-employment.  
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２
０
１
５
年
１
月
に
出
版
さ
れ
た
『【
五
味
版
】

学
習
者
用
ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
』（
武
蔵
野
大
学
出

版
会　

※
以
下
・
五
味
版
）
が
、
話
題
を
集
め

て
い
る
。
見
出
し
語
約
８
０
０
０
、
例
文
約
１

万
４
０
０
、
句
例
約
１
万
６
０
０
と
、
用
例
重

視
の
辞
書
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
だ
（
全

１
１
４
４
頁
）。

　

著
者
は
一
橋
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
名
誉

教
授
・
特
任
教
授
の
五
味
政
信
氏
。
五
味
教
授
は

実
に
17
年
も
の
歳
月
を
か
け
、
１
人
で
こ
の
辞

典
を
執
筆
し
て
い
る
。
出
版
か
ら
３
年
が
経
過

し
、
実
売
部
数
は
２
５
０
０
部
に
の
ぼ
る
と
い

う
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
言
語
の
辞
書
と
し
て
は
異

例
の
数
字
だ
。

　
「
武
蔵
野
大
学
出
版
会
が
辞
典
の
出
版
を
決
断

し
た
２
０
０
５
年
当
時
は
、
ま
だ
ベ
ト
ナ
ム
に

進
出
す
る
日
系
企
業
も
現
在
ほ
ど
で
は
な
い
状

況
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
紙
質
や
辞
書
製
本
の

面
で
コ
ス
ト
が
か
か
る
辞
典
を
出
版
す
る
こ
と

は
、
出
版
社
に
と
っ
て
大
き
な
リ
ス
ク
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
３
年
経
っ
て
損
益
分
岐
点
が

見
え
て
き
た
よ
う
で
、
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す
」

　

紙
媒
体
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
『
五
味
版
』

は
カ
シ
オ
の
電
子
辞
書
に
も
搭
載
さ
れ
る
と
い

う
。
現
在
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
文
字
入
力
・
検
索

面
で
今
後
さ
ら
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図

る
べ
く
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
日
本
語
学
習
者
が
現

地
で
試
行
運
用
中
で
、
年
内
に
販
売
が
拡
大
展

開
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
だ
。
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム

両
国
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る

こ
の
『
五
味
版
』。
執
筆
の
経
緯
や
今
後
の
展
開

に
つ
い
て
、
五
味
教
授
に
伺
っ
た
。

『
五
味
版
』ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
の
存
在
感

五味政信名誉教授

実
売
部
数
２
５
０
０
、

電
子
辞
書
に
も
採
用
さ
れ
た

『【
五
味
版
】学
習
者
用

ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
』
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改
め
て
『
五
味
版
』
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
て

み
よ
う
。
何
と
い
っ
て
も
最
大
の
特
徴
は
、
前
述

の
通
り
例
文
約
１
万
４
０
０
、
句
例
約
１
万
６

０
０
と
い
う
用
例
重
視
の
つ
く
り
だ
。「
学
習
者

が
必
要
と
す
る
情
報
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
っ
た

結
果
」
で
、
例
文
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
オ

リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
こ
に
は

自
身
が
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ん
で
き
た
経
験
と
、

日
本
語
の
教
師
と
し
て
学
生
に
と
っ
て
分
か
り

や
す
い
例
文
を
模
索
し
つ
づ
け
た
訓
練
が
活
か

さ
れ
て
い
る
、
と
五
味
教
授
は
語
る
。

　

な
お
、
試
行
錯
誤
し
て
つ
く
り
上
げ
た
例
文

は
く
り
返
し
複
数
名
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
チ
ェ
ッ

ク
を
受
け
て
い
る
。
日
本
人
、
ベ
ト
ナ
ム
人
両

者
が
共
有
で
き
る
普
遍
的
な
内
容
を
例
文
で
表

現
し
た
い
。
そ
ん
な
五
味
教
授
の
こ
だ
わ
り
が

に
じ
み
出
る
プ
ロ
セ
ス
だ
。
現
地
の
ベ
ト
ナ
ム

語
の
辞
書
で
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
記
述
の
例

と
し
て
は
「
子
ど
も
」
を
表
す
言
葉
に
関
す
る

語
釈
だ
。
ベ
ト
ナ
ム
語
で
「
子
ど
も
」
に
該
当

す
る
言
葉
は
少
な
く
と
も
５
個
、
広
く
数
え
れ

ば
10
個
ほ
ど
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
「
用
例
を
集
め
て
分
類
す
る
と
、
特
定
の
子
ど

も
を
指
す
場
合
、
不
特
定
多
数
の
子
ど
も
を
指

す
場
合
、
不
特
定
多
数
の
子
ど
も
を
父
母
と
の

関
係
の
中
で
指
す
場
合
…
…
な
ど
、
言
葉
の
背

景
に
あ
る
規
則
性
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
ベ
ト

ナ
ム
人
で
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
規
則
性
を
記

述
し
て
伝
え
る
と
い
う
点
に
力
を
入
れ
ま
し

に
長
期
出
張
ま
た
は
駐
在
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー

ソ
ン
だ
。
現
在
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
と
ハ
ノ
イ
に
は
、

数
万
人
も
の
日
系
企
業
の
社
員
及
び
そ
の
家

族
、
教
育
機
関
の
教
職
員
、
国
際
機
関
の
職
員

が
暮
ら
し
て
い
る
。
今
後
も
経
済
交
流
が
見
込

ま
れ
る
中
、
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ぶ
必
要
に
迫
ら

れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
ら
が
『
五
味
版
』
に
興

味
を
持
ち
、
レ
ジ
に
並
ん
だ
可
能
性
は
高
い
。

　

も
う
一
つ
の
ニ
ー
ズ
は
、
留
学
な
ど
で
日
本

に
来
た
ベ
ト
ナ
ム
人
が
、
母
語
を
日
本
語
で
表

現
す
る
時
に
使
う
、
い
わ
ゆ
る
「
逆
引
き
」
の

ニ
ー
ズ
だ
。
こ
れ
も
後
述
す
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム

人
留
学
生
は
近
年
急
増
中
で
、
１
位
の
中
国
に

迫
る
勢
い
で
伸
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
２
種

類
の
ニ
ー
ズ
が
実
売
を
押
し
上
げ
た
結
果
、
１

１
４
４
頁
も
の
大
著
で
あ
り
な
が
ら
、
豊
富
な

用
例
、
コ
ラ
ム
記
事
な
ど
に
よ
っ
て
「
読
ん
で

楽
し
い
辞
典
」
と
い
う
評
判
に
つ
な
が
っ
て
い

た
。
あ
る
部
分
は
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
」

　

そ
し
て
冒
頭
で
ふ
れ
た
２
５
０
０
部
と
い
う

実
売
部
数
（
２
０
１
８
年
１
月
時
点
）。
五
味
教

授
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
ベ
ト
ナ
ム
語
の
学
科
（
相

当
）
を
持
つ
大
学
は
３
大
学
の
み
で
、
ベ
ト
ナ

ム
語
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
大
学
も
一
橋
大
学

を
含
め
多
く
は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ぶ
学

生
数
は
す
べ
て
合
わ
せ
て
も
数
百
名
程
度
で
、

２
５
０
０
部
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。

　

で
は
誰
が
購
入
し
て
い
る
の
か
。
五
味
教
授

は
２
種
類
の
ニ
ー
ズ
が
結
び
つ
い
た
も
の
と
分

析
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
日
本
か
ら
ベ
ト
ナ
ム

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
五
味
版
』
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
は
、
一
橋

大
学
で
「
ベ
ト
ナ
ム
語
入
門
」
と
い
う
授
業
を

担
当
し
た
こ
と
に
あ
る
。
五
味
教
授
は
１
９
９

６
年
10
月
に
一
橋
大
学
に
赴
任
。
翌
１
９
９
７

年
４
月
か
ら
同
授
業
を
始
め
た
。
そ
の
際
、
学

生
か
ら
「
ベ
ト
ナ
ム
語
の
辞
典
は
あ
り
ま
す

か
？
」
と
質
問
さ
れ
、
返
答
に
窮
し
た
と
振
り

返
る
。

　
「
日
本
で
最
も
古
い
ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
は
１

９
６
４
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
１

９
８
０
年
、
１
９
８
６
年
と
新
し
い
辞
書
が
出

版
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
特
に
前
者
は
単
語
リ

ス
ト
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
。
後
者
に
は
用
例

も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
よ
り
日
常
生
活
の

レ
ベ
ル
で
使
用
さ
れ
る
語
句
の
塊
や
会
話
例
が

乏
し
く
、
な
か
な
か
学
生
に
は
薦
め
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
何
よ
り
私
自
身
が
、
類
義
語
の
説

明
や
言
葉
の
使
い
方
が
載
っ
て
い
る
『
辞
書
が

欲
し
い
』
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

　

語
学
教
育
に
は
、
教
科
書
・
辞
書
・
文
法
書
と

い
う
「
三
種
の
神
器
」
が
必
要
と
な
る
。
辞
書

の
不
在
を
解
消
し
、
ベ
ト
ナ
ム
語
教
育
の
基
礎

を
築
く
た
め
、
五
味
教
授
は
少
し
ず
つ
辞
書
執

筆
の
作
業
を
始
め
た
。

　
「
自
分
用
に
基
本
動
詞
の
辞
書
を
つ
く
り
た

く
て
、
個
人
的
に
書
き
留
め
て
い
た
素
材
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
素
材
を
使
っ
て
、『
基
本
動
詞

日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
と

ベ
ト
ナ
ム
人
双
方
の
ニ
ー
ズ
が

結
び
つ
い
た
？

ベ
ト
ナ
ム
人
が
気
づ
い
て
い
な
い

ベ
ト
ナ
ム
語
の
規
則
性
を

記
述
し
て
伝
え
る

一
橋
大
学
の

「
ベ
ト
ナ
ム
語
入
門
」で

学
生
か
ら
受
け
た
質
問
が

執
筆
の
き
っ
か
け
に
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さ
を
高
く
評
価
し
て
く
れ
た
編
集
者
か
ら
「
総

合
的
な
辞
書
に
し
て
は
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス

を
受
け
、
用
例
・
句
例
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
こ

ま
れ
た
、
学
習
者
に
寄
り
添
う
辞
書
づ
く
り
へ

と
シ
フ
ト
。
日
本
語
教
師
と
し
て
の
経
験
を
活

か
し
な
が
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
例
文
を
つ
く
り
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、
何
年
に
も
わ

た
っ
て
言
葉
と
格
闘
し
つ
づ
け
た
。「『
分
か
ら

な
い
』
と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
私
に
、『
先
生
、
分

か
ら
な
く
て
当
然
で
す
よ
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
が
分

か
っ
て
な
い
ん
で
す
か
ら
』
と
励
ま
さ
れ
、
日

本
人
だ
か
ら
書
け
る
辞
書
を
、
と
力
を
入
れ
直

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。『
格
闘
』
と
は
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
い
つ
し
か
生
活
の
一
部
と
な
り
、

５
０
０
』
の
よ
う
な
辞
書
が
つ
く
れ
た
ら
い
い

な
と
思
い
、
少
し
ず
つ
原
稿
に
ま
と
め
て
い
っ

た
の
で
す
」

　

特
に
出
版
の
あ
て
も
な
く
原
稿
に
ま
と
め
て

い
た
時
、
武
蔵
野
大
学
出
版
会
の
素
晴
し
い
編

集
者
と
出
会
う
。
２
０
０
６
年
の
こ
と
だ
。
当

初
、
五
味
教
授
は
ベ
ト
ナ
ム
語
を
あ
る
程
度
習

得
し
て
い
る
学
習
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
『
動
詞

辞
典
』
の
出
版
を
考
え
て
い
た
。
内
容
の
豊
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
生
活
の
楽
し
み
と
も
な
り

ま
し
た
。
辞
書
づ
く
り
と
の
相
性
が
良
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
五
味
教
授
は
語
る
。

　
「
先
ほ
ど
ふ
れ
た
『
子
ど
も
』
の
よ
う
に
、
自

分
が
編
み
出
し
た
分
類
は
現
地
に
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
独
自
の
分
類
を
編
み
出
し
た
と
い
う
気

概
と
、
自
分
で
責
任
を
と
る
と
い
う
意
味
を
こ

め
て
『
五
味
版
』
と
名
付
け
ま
し
た
」

　

な
お
、『
五
味
版
』
が
出
版
さ
れ
る
前
の
２
０

１
１
年
の
段
階
で
、『
五
味
版
』
は
５
番
目
の
辞

書
と
な
る
。
２
０
１
７
年
に
も
初
級
者
用
と
銘

打
ち
、
例
文
が
盛
り
こ
ま
れ
た
辞
書
が
出
版
さ

れ
た
。

　
「
ベ
ト
ナ
ム
語
学
習
者
に
と
っ
て
の
環
境
は
改

善
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
び
た
い
日
本
人
、
逆
引

き
で
日
本
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
充
実

さ
せ
た
い
ベ
ト
ナ
ム
人
、
双
方
の
ニ
ー
ズ
が
さ

ら
に
高
ま
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

　

こ
こ
で
五
味
教
授
の
経
歴
を
ひ
も
と
い
て
み

よ
う
。
１
９
５
２
年
に
東
京
で
生
ま
れ
た
五
味

教
授
は
、
１
９
７
２
年
、
東
京
外
国
語
大
学
外

国
語
学
部
イ
ン
ド
シ
ナ
語
学
科
に
入
学
す
る
。

自
身
は
別
の
大
学
へ
の
入
学
を
希
望
し
て
い
た

が
、
両
親
・
兄
弟
の
説
得
に
よ
っ
て
「
や
む
を
え

ず
外
語
大
に
入
学
し
ま
し
た
（
苦
笑
）」。
あ
ま

り
深
い
動
機
づ
け
が
な
い
ま
ま
ベ
ト
ナ
ム
語
を

学
ぶ
中
で
、
２
年
次
の
終
わ
り
頃
、
ハ
ノ
イ
総

合
大
学
か
ら
招
聘
さ
れ
た
グ
エ
ン
・
カ
オ
・
ダ
ム

教
授
と
出
会
い
、
そ
の
人
柄
に
ほ
れ
こ
む
こ
と

に
な
る
。
研
究
室
や
自
宅
に
お
し
か
け
、
半
分

書
生
の
よ
う
な
形
で
行
動
を
と
も
に
し
た
そ
う

だ
。
教
授
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ベ
ト
ナ
ム
人

と
の
接
点
が
増
え
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
う
国
に
興

味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
大
学
を
卒
業
し
て

か
ら
は
、
１
９
７
９
年
～
１
９
８
１
年
ま
で
日

本
語
教
師
と
し
て
ハ
ノ
イ
に
滞
在
。
帰
国
後
、

１
９
８
３
年
に
東
京
外
国
語
大
学
の
日
本
語
教

師
に
就
任
す
る
。
10
年
の
教
師
生
活
を
経
て
１

９
９
３
年
に
東
京
工
業
大
学
に
移
る
と
、
数
学

の
歴
史
が
あ
り
、
伝
統
的
に
理
工
系
に
強
い
ベ

ト
ナ
ム
の
留
学
生
と
交
流
。
そ
し
て
１
９
９
６

年
、
一
橋
大
学
に
移
っ
て
き
た
。

　
「
彼
ら
は
交
渉
で
は
勝
て
そ
う
も
な
い
手
ご
わ

い
人
た
ち
で
す
が
、
懐
に
入
る
と
と
て
も
あ
た

た
か
く
、
し
な
や
か
で
す
。
そ
ん
な
ベ
ト
ナ
ム

人
の
魅
力
の
お
か
げ
で
、
40
年
以
上
も
関
係
が

つ
づ
い
て
い
ま
す
」

　

五
味
教
授
が
東
京
外
国
語
大
学
に
在
学
中
の

１
９
７
３
年
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
は
外
交
関
係

を
樹
立
し
た
。
２
０
１
８
年
は
外
交
関
係
樹
立

45
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
と
な
る
。
経
済
、

文
化
な
ど
各
方
面
で
の
人
的
交
流
は
さ
ら
に
増

し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に

ベ
ト
ナ
ム
の
主
要
都
市
に
は
日
系
企
業
が
多
数

進
出
し
、
数
万
人
も
の
社
員・家
族
が
暮
ら
し
て

ベトナム中部ダナン市の知人宅にて

手
ご
わ
い
け
れ
ど
、

あ
た
た
か
く
、し
な
や
か

そ
ん
な
ベ
ト
ナ
ム
人
と
の
関
係
が

40
年
間
つ
づ
い
て
い
る

漢
語
由
来
、孤
立
語
…
…

日
本
人
に
と
っ
て

ベ
ト
ナ
ム
語
は

入
っ
て
い
き
や
す
い
要
素
が
多
い

独
自
の
分
類
を
編
み
出
し
た
気
概
と

自
分
で
責
任
を
と
る
意
味
を
こ
め
て

『
五
味
版
』と
命
名
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い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
。

　

五
味
教
授
に
よ
れ
ば
、
あ
る
大
手
商
社
は
ベ

ト
ナ
ム
語
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
進
め
る
た
め
、

駐
在
す
る
社
員
に
対
し
、
派
遣
の
前
後
合
わ
せ

て
１
年
半
も
の
研
修
期
間
を
設
け
て
い
る
そ
う

だ
。
ベ
ト
ナ
ム
語
を
学
ぶ
ニ
ー
ズ
の
裾
野
は
、

こ
れ
か
ら
も
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
「
日
本
人
に
と
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
語
は
入
っ
て

い
き
や
す
い
語
学
で
す
。
長
ら
く
中
国
に
統
治

さ
れ
て
い
た
歴
史
が
あ
る
の
で
、
漢
語
由
来
の

語
が
現
代
ベ
ト
ナ
ム
語
の
７
割
を
占
め
る
と
も

言
わ
れ
ま
す
。
表
記
文
字
は
ロ
ー
マ
字
で
す
の

で
、
字
面
と
し
て
親
し
み
や
す
い
で
す
が
、
音

読
み
で
も
日
本
語
と
共
通
し
て
い
る
言
葉
が
多

い
の
で
、
学
び
や
す
い
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
、

『
哲
学
』
は
〈
チ
ェ
ッ
ト
ホ
ッ
ク
〉
と
発
音
し
ま

す
。
英
語
で
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
と
表
現
す
る
よ

り
は
る
か
に
分
か
り
や
す
い
。『
注
意
』
に
い

た
っ
て
は
声
調
が
あ
り
ま
す
が
〈
チ
ュ
ー
イ
ー
〉

で
す
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
。
典
型
的
な
孤
立
語

（
子
音
＋
母
音
で
一
語
を
構
成
）
な
の
で
、
フ
ラ

ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
の
よ
う
な
語
形
変
化
が
な

い
こ
と
も
、
学
び
や
す
い
要
素
で
す
」

　

日
本
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
へ
と
い
う
流
れ
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
日
本
へ
と
い
う

流
れ
は
そ
れ
以
上
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
は

世
界
で
も
有
数
の
親
日
国
で
、
日
本
に
好
感
を

持
つ
人
が
97
～
98
％
と
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
も

あ
る
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
に
は
生
徒
数
６
０
０
０

名
規
模
の
日
本
語
学
校
が
存
在
し
、
毎
年
７
月
・

12
月
に
は
「
日
本
語
能
力
試
験
」
が
複
数
都
市

で
実
施
さ
れ
る
。
受
験
者
数
は
前
年
比
数
十
％

の
ペ
ー
ス
で
増
え
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。

　

ベ
ト
ナ
ム
人
留
学
生
も
増
え
て
い
る
。
国
全

体
が
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、

か
つ
て
は
国
費
の
奨
学
金
を
支
給
さ
れ
た
、
限
ら

れ
た
人
数
の
留
学
生
し
か
来
日
し
て
い
な
か
っ
た

が
、
現
在
で
は
私
費
留
学
も
珍
し
く
な
い
。
日

本
で
も
、
政
府
が
掲
げ
た
「
２
０
２
０
年
・
留
学

生
30
万
人
計
画
」
に
よ
っ
て
、
受
け
入
れ
体
制

の
整
備
に
強
い
追
い
風
が
吹
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

　
「
一
橋
大
学
は
２
０
１
６
年
に
ハ
ノ
イ
貿
易
大

学
と
学
生
交
流
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
一
橋
大

学
か
ら
は
毎
年
2
名
の
交
換
留
学
生
が
ハ
ノ
イ

に
留
学
し
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
何
よ
り
も

嬉
し
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
毎

年
20
～
25
名
の
ベ
ト
ナ
ム
人
留
学

生
が
、
一
橋
大
学
で
学
ん
で
い
ま

す
。
日
本
全
体
で
見
る
と
、ベ
ト
ナ

ム
人
留
学
生
の
数
は
５
万
７
０
０

０
人
。
数
年
前
は
１
万
人
程
度
で

し
た
か
ら
、
一
気
に
急
増
し
て
い
ま

す
。
留
学
生
数
１
位
は
中
国
で
す

が
、
早
晩
追
い
つ
き
、
追
い
越
す
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な

留
学
生
た
ち
に
、
逆
引
き
と
し
て

『
五
味
版
』
を
活
用
し
て
も
ら
え
た

ら
嬉
し
い
で
す
ね
」

　

今
後
『
五
味
版
』
は
ど
の
よ
う

に
発
展
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
上
級
者
向
け
に
、
改
訂
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
『
五
味
版
』
に
は
見
出

し
語
を
約
８
０
０
０
収
録
し
て
い
ま
す
が
、
上

級
者
に
は
や
や
足
り
な
い
の
で
す
。
１
万
語
は

入
れ
た
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
実
際
に
現
地
の
雑

誌
や
新
聞
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、『
五
味

版
』
で
は
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
語
が
記
事
の
中

に
10
～
20
％
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
こ
の
差
を
埋
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
級
者
が
現
地
の
雑
誌
や

新
聞
を
読
め
る
状
態
に
も
っ
て
い
く
、
そ
れ
が

当
面
の
目
標
で
す
。

　

ち
な
み
に
ベ
ト
ナ
ム
人
な
ど
の
外
国
人
が
受

け
る
日
本
語
能
力
試
験
で
は
、
最
上
級
の
『
Ｎ

１
』
で
１
万
語
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
１
万
語
の

日
本
語
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、
日
本
の
高
等
教

育
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
ベ
ト
ナ
ム
語
も
同
じ
で
す
ね
。

　

こ
う
し
て
ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
で
『
三
種
の
神
器
』
の
質
が
さ
ら
に
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
れ
ば
、
学
習
者
に
対
す
る
責

任
を
多
少
な
り
と
も
果
た
せ
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
は
他
の
著
者
に
よ
る
『
○
○

版
』
も
た
く
さ
ん
出
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
辞

典
を
選
ぶ
楽
し
み
が
増
え
る
と
良
い
で
す
ね
。

『
五
味
版
』
と
い
う
名
前
に
は
、
実
は
そ
ん
な
期

待
も
こ
め
て
い
ま
す
」

１
万
人
か
ら
５
万
７
０
０
０
人
へ

ベ
ト
ナ
ム
人
留
学
生
数
は

中
国
に
急
接
近

ベ
ト
ナ
ム
語
辞
典
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
で

学
習
者
に

辞
典
を
選
ぶ
楽
し
み
を

提
供
し
た
い
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午
後
７
時
か
ら
の
講
演
会
に
は
、
О
Ｂ
・
О
Ｇ
、

在
校
生
な
ど
幅
広
い
年
代
の
方
々
が
参
加
し
た
。

商
学
研
究
科
・
山
下
裕
子
教
授
は
、
出
口
氏
に
講
演

を
依
頼
し
た
経
緯
と
意
図
を
次
の
よ
う
に
語
っ

た
。

　
「
私
た
ち
の
活
動
は
、
事
実
を
確
認
す
る
、
何
が

問
題
な
の
か
理
由
を
探
る
と
い
う
過
程
を
経
て
、

一
橋
の
女
性
卒
業
生
た
ち
の
知
恵
を
社
会
の
た
め

に
活
か
し
た
い
、
社
会
の
た
め
の
知
恵
を
考
え
よ

う
と
願
う
段
階
に
差
し
掛
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
２
０
１
８
年
は
初
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
１
年
を
そ

の
ジ
ャ
ン
プ
の
た
め
の
準
備
期
間
と
位
置
づ
け
、

今
回
は
援
軍
を
お
願
い
し
て
知
恵
を
広
げ
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
誰
の
お
話
を
聞
き
た

い
か
、
若
い
世
代
の
人
た
ち
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
お

名
前
が
挙
が
っ
た
の
が
、
出
口
さ
ん
で
し
た
。
今

回
の
講
演
を
通
じ
て
、
ぜ
ひ
エ
ル
メ
ス
に
翼
を
授
け

て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」（
山
下
教
授
）

　

保
険
業
界
に
革
命
を
起
こ
し
た
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト

生
命
保
険
の
創
業
者
・
出
口
氏
は
、
幅
広
い
視
野

と
経
営
哲
学
を
持
つ
経
営
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
日
の
講
演
テ
ー
マ
は
、「
働
き
方
に
教
科

書
な
ん
て
い
ら
な
い
！
」。
講
演
は
、
思
い
込
み

出口治明氏（でぐち・はるあき）
1948（昭和23）年三重県美杉村（現・津市）生まれ。ライフネット生
命保険株式会社創業者。京都大学法学部卒業後、1972年に日本生命
保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロ
ンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、
ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008
年4月、生命保険業免許取得に伴い現社名に変更。2018年1月立命館
アジア太平洋大学学長、学校法人立命館副総長に就任、現在に至る。
著書は『人生を面白くする 本物の教養』（幻冬舎、2015年）、『「働き方」
の教科書―人生と仕事とお金の基本―』（新潮社、2017年）など多数。

『
Ｈ
Ｑ
』
の
連
載
企
画
「
一
橋
の
女
性
た
ち
」
か
ら
芽
吹
い
た
一
橋
大
学
女
性
卒
業
生
の
有
志
の
会
「
エ
ル
メ
ス
」。

対
談
に
ご
登
場
い
た
だ
い
た
女
性
卒
業
生
を
中
心
に
自
然
に
生
ま
れ
た
タ
テ
・
ヨ
コ
・
ナ
ナ
メ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、
規
模
も
活
動
内
容
も
広
が
り
続
け
て
い
る
。

２
０
１
３
年
の
第
１
回
か
ら
今
年
で
６
年
目
を
迎
え
、
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
・
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
な
ど
問
題
を
提
起
し
論
議
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

学
生
参
加
の
公
開
対
談
、
商
学
部
の
授
業
と
の
連
動
、
如
水
会
と
連
携
し
て
の
講
演
会
な
ど
、
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。

２
０
１
７
年
11
月
30
日
、
東
京
都
千
代
田
区
の
一
橋
講
堂
で
開
か
れ
た
第
６
回
エ
ル
メ
ス
の
会
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
。

出
口
治
明
氏
を
招
い
て
の
講
演
会
は
、
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
の
ジ
ャ
ン
プ
を
期
す
も
の
で
あ
っ
た
。

出口治明氏講演会

エルメスの会

立命館アジア太平洋大学学長
学校法人立命館副総長

ライフネット生命保険創業者

連　載
　企　画

第56回

一橋の
女性たち

働
き
方
に

教
科
書
な
ん
て
い
ら
な
い
！

異
形
の
翼
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「
働
き
方
」と「
生
き
方
」の
知
恵
を

社
会
の
た
め
に
活
か
そ
う



や
先
入
観
を
廃
し
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
素
直
に

見
る
「
タ
テ
・
ヨ
コ
思
考
」
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
な

く
エ
ビ
デ
ン
ス
で
議
論
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、

ユ
ー
モ
ア
と
具
体
例
を
交
え
て
説
く
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。

　
「
夫
婦
別
姓
問
題
に
つ
い
て
、
タ
テ
で
考
え
る
、

す
な
わ
ち
歴
史
軸
で
み
れ
ば
、
源
頼
朝
・
北
条
政

子
の
例
か
ら
も
、
日
本
は
も
と
も
と
夫
婦
別
姓
の

国
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
で
は
夫
婦
別
姓
な

ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
日
本
の
伝
統
に
合
わ
な
い
、

と
い
う
議
論
に
は
そ
れ
ほ
ど
根
拠
が
な
い
。
ま
た
、

ヨ
コ
で
考
え
る
、
す
な
わ
ち
国
際
比
較
の
観
点
か

ら
み
る
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
中
で
、
法
律
婚
を
前
提

と
し
て
同
姓
を
強
制
し
て
い
る
国
は
皆
無
で
す
。

報
道
は
さ
れ
な
い
が
、
日
本
は
国
連
か
ら
何
度
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
」

　
「
若
い
皆
さ
ん
に
日
本
の
将
来
は
明
る
い
か
暗

い
か
聞
く
と
、
あ
ま
り
明
る
く
な
い
と
言
い
ま
す

ね
。
昔
は
若
者
10
人
で
高
齢
者
１
人
の
面
倒
を
み

て
い
た
の
が
、
１
人
が
１
人
を
背
負
う
よ
う
に
な

る
。
肩
車
は
し
ん
ど
い
で
す
ね
。
こ
の
状
況
の
何

が
間
違
い
か
と
い
う
と
、
若
者
が
高
齢
者
の
面
倒

を
み
る
こ
と
。
人
間
は
動
物
で
す
が
、
高
齢
者
の

面
倒
を
み
る
動
物
は
ほ
か
に
い
ま
せ
ん
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
年
齢
以
外
の
要
素
で
困
っ

て
い
る
人
に
給
付
金
を
出
し
ま
す
。
日
本
で
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
を
助
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
を
整
備
す
る
し
か
な
い
。
少
子
高
齢
化

を
一
言
で
言
え
ば
、
所
得
税
と
住
民
票
で
回
っ
て

い
た
社
会
か
ら
、
消
費
税
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
イ

ン
フ
ラ
に
な
ら
な
け
れ
ば
社
会
が
回
ら
な
い
と
い

う
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
な
の
で
す
」

　
「
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
れ
ば
、
介

護
は
さ
ら
に
増
大
し
ま
す
。
介
護
を
減
ら
そ
う
と

思
っ
た
ら
健
康
寿
命
を
延
ば
す
以
外
に
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
う
す
れ
ば
健
康
で
い
ら
れ
る
か
数
十
人
の

医
者
に
尋
ね
て
歩
い
た
ら
、
全
員
答
え
は
一
緒
で

『
働
く
こ
と
』。
日
本
が
や
る
べ
き
政
策
は
、
定
年

の
廃
止
で
す
。
定
年
を
廃
止
す
れ
ば
、
健
康
に
な

る
。
介
護
が
減
る
。
医
療
年
金
財
政
が
も
ら
う
ほ

う
か
ら
払
う
ほ
う
に
変
わ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ダ

ブ
ル
で
効
果
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
功
序
列
が
消

え
る
。
そ
し
て
、
労
働
力
不
足
が
解
消
す
る
。
最

後
に
、
中
高
年
の
モ
ラ
ル
が
向
上
す
る
。
一
石
何

鳥
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
笑
）」

　
「
先
進
国
は
、
仕
事
と
育
児
を
両
立
し
て
い
ま

す
。
そ
の
典
型
例
が
フ
ラ
ン
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
は

『
シ
ラ
ク
３
原
則
』で
出
生
率
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

シ
ラ
ク
３
原
則
は
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
ま
ず

第
１
原
則
は
『
産
み
た
い
時
に
産
む
』。
男
性
の
意

見
な
ど
聞
か
な
く
て
よ
い
の
で
す
。
女
性
が
産
み

た
い
時
と
経
済
力
が
一
致
し
な
け
れ
ば
そ
の
差
は

政
府
が
埋
め
る
。
無
職
で
あ
っ
て
も
貧
し
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
第
２
は
『
待
機
児
童
ゼ
ロ
』。
フ
ラ
ン

ス
に
言
わ
せ
た
ら
、
日
本
ほ
ど
待
機
児
童
ゼ
ロ
に

し
や
す
い
国
は
な
い
。
小
学
校
を
統
廃
合
し
て
い

る
か
ら
、
空
い
た
教
室
を
使
え
ば
す
ぐ
で
き
る
、

と
。
第
３
は
『
育
児
は
仕
事
に
役
に
立
つ
』。
育

児
を
す
れ
ば
賢
く
な
り
ま
す
か
ら
、
少
な
く
と
も

キ
ャ
リ
ア
の
中
断
や
ラ
ン
ク
ダ
ウ
ン
は
許
さ
れ
な

い
の
で
す
。
世
の
オ
ジ
サ
ン
た
ち
は
『
フ
ラ
ン
ス

と
日
本
は
違
う
』
と
言
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な

い
で
す
よ
ね
。
全
世
界
で
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
い

る
女
性
に
言
う
言
葉
は
共
通
で
す
。『
可
愛
い
赤

ち
ゃ
ん
で
す
ね
。
産
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

皆
で
応
援
す
る
か
ら
ね
』。
必
要
十
分
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
女
性
は
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
で
パ
ー

ト
ナ
ー
が
ち
ゃ
ん
と
ケ
ア
す
る
と
確
認
す
る
ま
で

は
、
籍
を
入
れ
な
い
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
世
界
の

姿
で
す
。
こ
れ
で
な
け
れ
ば
話
に
な
り
ま
せ
ん
」

　
「
日
本
は
世
界
一
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
何

に
も
し
な
く
て
も
、
貧
し
く
な
る
。
日
本
の
選
択

肢
は
二
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
で
貧
し
く
な
る

か
、
経
済
を
成
長
さ
せ
て
そ
の
分
を
取
り
戻
す
か
。

ざ
っ
く
り
と
言
え
ば
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
生
産
性
×
労
働

人
口
で
す
か
ら
、
生
産
性
を
上
げ
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。

　

少
し
頑
張
れ
ば

生
産
性
は
上
が
る

の
に
、
問
題
は
な

ぜ
下
が
っ
た
か
。

女
性
と
男
性
を
比

較
し
た
ら
、
男
性

は
筋
力
以
外
に
何

一
つ
良
い
と
こ
ろ

は
な
い
と
私
は
思

い
ま
す
。
力
の
強

い
男
性
が
頑
張
れ

ば
生
産
性
が
上
が

る
と
い
う
の
は
、
高
度
成
長
期
の
工
業
モ
デ
ル
で
、

そ
の
時
女
性
は
家
庭
で
『
メ
シ
・
フ
ロ
・
ネ
ル
』
を

し
て
い
れ
ば
、
う
ま
く
い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
４
分
の
３

を
占
め
る
時
代
に
『
メ
シ
・
フ
ロ
・
ネ
ル
』
で
は
生

産
性
は
上
が
り
ま
せ
ん
。
人
に
会
う
、
本
を
読
む
、

旅
を
す
る
。
あ
る
い
は
現
場
へ
行
っ
て
体
験
し
な

い
と
賢
く
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
言
う
と
オ
ジ
サ
ン

た
ち
は
『
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
若
い
時
は

徹
夜
す
る
ぐ
ら
い
の
長
時
間
労
働
で
仕
事
を
覚
え
、

達
成
感
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
達
成
感
は
悪
い
こ
と

商学研究科教授　山下裕子

出
口
氏
講
演
会〈
要
旨
の
ご
紹
介
〉

シ
ン
プ
ル
な
「
シ
ラ
ク
３
原
則
」

少
子
高
齢
化
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

定
年
を
廃
止
せ
よ

生
産
性
を
上
げ
る
に
は
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で
し
ょ
う
か
』
と
言
う
。
私
は
、
こ
う
言
い
ま
す
。

『
き
っ
と
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
講
演
で
も
そ
う

言
い
ま
し
ょ
う
。
後
で
名
刺
交
換
を
し
ま
す
か
ら
、

労
働
生
産
性
が
上
が
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ
を
送
っ

て
く
だ
さ
い
』。
そ
う
言
い
始
め
て
５
年
ぐ
ら
い
に

な
り
ま
す
が
、
１
件
も
送
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
ね
」

た
め
と
か
、
人
を
最
優
先

し
た
働
き
方
を
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
っ

と
自
分
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な

る
よ
う
働
い
て
い
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」

出
口
「
人
を
最
優
先
と
い

う
の
は
、
ほ
ん
ま
か
い
な

と
思
い
ま
す
ね
。
先
進
28

か
国
の
調
査
デ
ー
タ
で
す

が
、
組
織
を
信
頼
し
て
い

る
と
い
う
人
の
割
合
は
、

先
進
国
平
均
の
65
％
に
対

し
て
日
本
は
40
％
、
リ
ー

ダ
ー
に
求
め
る
資
質
と
し

て
正
直
で
あ
る
こ
と
で
は
、

先
進
国
平
均
が
60
％
で
日

本
は
断
ト
ツ
最
下
位
の
20

数
％
で
す
。
本
音
と
建
て
前
と
い
い
ま
す
が
、
日

本
人
が
特
徴
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
に
歴

史
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
多
く
は
高
度
成
長
期

モ
デ
ル
の
社
会
的
な
対
応
で
す
」

参
加
者
「
皆
が
出
口
さ
ん
の
よ
う
な
オ
ジ
サ
ン

だ
っ
た
ら
日
本
は
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
今
の
よ

　
「
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
働
い
て
い
る
人
は
、
６
～
７

割
が
女
性
で
す
。
百
貨
店
で
も
良
い
場
所
は
全
部

レ
デ
ィ
ー
ス
の
売
り
場
で
す
ね
。
日
本
経
済
を
支

え
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
オ
ジ
サ
ン
た
ち
は
、

女
性
の
好
き
な
も
の
が
分
か
ら
な
い
。
私
の
家
族

は
私
以
外
全
員
女
性
で
す
が
、
記
念
日
に
思
い
立
っ

て
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
買
っ
て
帰
る
と
、
こ
う
言
わ
れ

ま
す
。『
気
持
ち
は
嬉
し
い
け
れ
ど
、
こ
ん
な
も
の

要
ら
な
い
』。

　

つ
ま
り
、
需
給
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
し
な
い
と
経

済
は
伸
び
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
女
性
経
営
者
の

比
率
を
４
割
に
し
よ
う
と
か
。
先
進
国
は
ク
ォ
ー

タ
ー
制
を
導
入
し
て
マ
ッ
チ
ン
グ
を
し
て
い
ま
す

が
、
日
本
政
府
は
そ
こ
ま
で
の
こ
と
は
せ
ず
『
女

性
が
輝
く
社
会
に
』
な
ど
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
女
性
の
た
め
に
も
長
時
間
労
働
を
減
ら
し
、

男
性
の
家
事
や
育
児
参
加
を
増
や
さ
な
い
と
ダ
メ

で
す
。
残
業
を
減
ら
す
一
番
簡
単
な
方
法
は
、
朝

８
時
か
ら
夜
８
時
ま
で
は
働
く
と
決
め
、
そ
れ
以

外
は
職
場
の
電
源
を
切
る
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
こ

と
を
す
る
と
仕
事
を
家
に
持
ち
帰
る
だ
け
だ
と
い

う
話
が
出
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
長
く
続
か
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
「
上
司
が
無
限
大
の
幻
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
う
ケ
ー
ス
は
多
い
。
根
を
詰
め
れ
ば
詰
め
る
ほ

ど
よ
い
も
の
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
、
時
間
も
経

営
資
源
も
無
尽
蔵
に
あ
る
と
い
う
幻
想
で
す
。

　

無
限
大
に
は
『
無
減
代
』
で
対
抗
す
る
こ
と
で

す
。
ま
ず
、
上
司
の
言
っ
た
こ
と
を
『
無
』
視
す

れ
ば
い
い
。
何
で
も
無
視
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
無
視
す
る
た
め
に
は
、
考
え
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。『
減
』
は
情
報
を
減
ら
す
こ
と
。
ど

ん
な
資
料
で
も
紙
１
枚
に
す
る
。
何
で
も
か
ん
で

も
書
く
ほ
う
が
実
は
考
え
な
い
で
ラ
ク
な
の
で

す
。『
代
』
は
使
い
回
し
。
グ
ラ
フ
資
料
を
持
っ
て

こ
い
と
言
わ
れ
た
ら
、
い
い
返
事
を
し
て
、
十
分

役
に
立
つ
１
か
月
前
の
グ
ラ
フ
資
料
を
持
っ
て
い

く
。『
無
減
代
』
と
は
、
考
え
る
こ
と
。
そ
う
す
れ

ば
、
仕
事
は
減
ら
せ
ま
す
」

　

参
加
者
の
笑
い
と
深
い
頷
き
の
中
、
１
時
間
強

の
講
演
は
終
了
。
次
い
で
行
わ
れ
た
質
疑
応
答
も

打
ち
解
け
た
空
気
の
ま
ま
、
参
加
者
か
ら
次
々
と

手
が
挙
が
っ
た
。

参
加
者
「
頑
張
っ
て
も
で
き
な
い
人
は
ど
う
し

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

出
口
「
で
き
る
、
で
き
な
い
と
、
い
く
つ
か
の
判

断
基
準
で
決
め
て
は
ダ
メ
で
す
。
人
間
は
一
人
ひ

と
り
違
う
の
で
す
か
ら
、
で
き
な
い
人
は
い
な
い
。

人
と
比
べ
た
ら
あ
か
ん
、
と
い
う
わ
け
で
す
」

参
加
者
「
日
本
人
は
、
会
社
の
た
め
と
か
同
僚
の

参加者の悩みや思いを共有し、ともに考えるため、質疑
応答の時間が長めに設けられた出口氏の計らいにより、当日は講

演会の写真撮影が承諾された

需
給
の
マ
ッ
チ
ン
グ

無
限
大
と
無
減
代

34

質
疑
応
答〈
要
旨
の
ご
紹
介
〉



う
に
な
ら
れ
た
の
は
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？
」

出
口
「
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
で
、
人
間
の
考
え
や
能

力
は
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
強
く
な
る
も
の
で
は

な
い
。
考
え
る
こ
と
が
大
事
。
勉
強
し
な
い
と
あ

か
ん
、
で
す
ね
」

　

出
口
氏
は
時
間
い
っ
ぱ
い
ま
で
一
人
ひ
と
り
の

質
問
に
丁
寧
に
答
え
、
盛
況
の
ま
ま
講
演
会
は
終

了
し
た
。

　

最
後
に
、
講
演
会
の
企
画
・
運
営
に
あ
た
っ
た

エ
ル
メ
ス
の
事
務
局
に
も
触
れ
た
い
。
今
回
は
、

若
い
世
代
が
運
営
を
担
当
し
た
。
一
部
の
新
メ
ン

バ
ー
に
、
今
回
の
講
演
会
に
つ
い
て
感
想
を
聞
い

て
み
た
。

　
「
講
演
会
の
準
備
手
順
な
ど
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

さ
れ
て
お
り
、
大
変
助
か
り
ま
し
た
。
懸
案
が
発

生
し
た
時
な
ど
は
メ
ー
ル
グ
ル
ー
プ
で
先
輩
方
に

質
問
を
す
る
と
す
ぐ
に
回
答
を
い
た
だ
き
、
初
め

て
で
も
安
心
し
て
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
有
志
の
友
人
と
は
協
力
体
制
も
組
み
や
す

か
っ
た
で
す
し
、
エ
ル
メ
ス
の
先
輩
方
に
も
感
謝

で
い
っ
ぱ
い
で
す
」（
２
０
０
９
年
商
学
部
卒
）

　
「
準
備
を
す
る
中
で

出
口
氏
の
著
書
を
一

通
り
拝
読
し
ま
し

た
。
い
つ
も
論
理
が

明
快
で
、
数
字
に
強

く
曖
昧
な
主
張
が
通

じ
な
い
。
ま
さ
に
エ

ル
メ
ス
の
会
の
ゲ
ス

ト
に
ピ
ッ
タ
リ
の
方

で
、
講
演
会
が
始
ま

る
前
か
ら
と
て
も
楽

し
み
で
し
た
。
エ
ル

メ
ス
は
女
性
活
躍
を

促
進
さ
せ
る
活
動
の

一
環
で
す
が
、
自
分

た
ち
で
輝
き
行
動
を

起
こ
す
意
志
と
力
の

あ
る
人
々
の
集
ま

り
。
学
ぶ
こ
と
が
多

く
皆
さ
ん
か
ら
と
て

も
刺
激
を
受
け
て
お

り
、
機
会
が
許
す
限

り
関
わ
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」（
２
０
１
０
年
商
学
部
卒
）

　

タ
テ
・
ヨ
コ
・
ナ
ナ
メ
の
連
携
が
力
に
な
っ
た

「
エ
ル
メ
ス
」。
卒
業
生
た
ち
の
知
恵
を
社
会
の
た

め
に
活
か
し
た
い
と
い
う
、
今
後
の
活
動
に
も
期

待
し
た
い
。

一橋の女性たち

演講 会 を 終 え て

「出口の手口に出口はない」

　出口さんは危険な人である。
　昔から応援し励ましていただいてきたような、不思
議で温かい気持ちになる。そんな雰囲気に心が和ん
でしまったのか、冒頭の挨拶の最後に、つい、うっか
り、「翼を授けてください」と口走ってしまった。
　国が悪い、社会が悪い、組織が悪い、上司が悪い、
パートナーが悪い、と、文句を言ってもしょうがない。
発言していかないといけないよね、私たち。自分たち
の力で立とう、そう言った口先から出てきてしまった、

「授けてください」。情けなや。
　出口さんが危険なのは、「あなたのこと、分かって
いるよ」とタテ・ヨコ・ナナメから人間の機微に入り
込むところだ。深く理解してもらったと思った人は、
どんどん裸になっていく。その裸の心に、希望を与え
てしまうのである（セラピストの手口？）。
　あ、私たち、翼は持っているのですよね。
　翼はある、と分かりだすと、今度は使い方が分か
らなかったり、使うのを躊躇してしまったりする。あ
と一押ししてほしい。ますます頼りたくなってしまう

（教祖の手口？）。
　すると、今度は、優しそうな眼の奥がギラリと光る
のである。何でできないんですか？　そもそも何がし
たいんですか？　逆質問の攻めが続く。もう、こうな
ると、出口はない（〇〇〇の手口？）。
　出口の手口の前に、出口はない。翼を何とか羽ば
たかせて脱出しなければ！

　翼という字は、羽に異、と書く。そもそも、「異」は、
「田＋共」。この田は、鬼の頭を指すという。仮面とい
う説、人が死んだ姿を指す説もあるようだ。鬼の手
が伸びていくと羽が付き、「翼」となる。面白いこと
に、「翼」には、つばさという意味に加えて、「助ける」
という意味があるのである。翼賛、翼戴……。異形
のものが手を伸ばすと、羽が生えて、社会を助ける。
異国の知識を伝えた異邦人や技術者たちもまた鬼
だったのだろう。青銅器の時代から、ダイバーシ
ティって分かっていたのか……。
　白川静の『字通』に記された、金文の「異」の象
形文字。両手を広げて立っている大きな顔の鬼、出口
さんに見えてしょうがないんですよね。　（山下裕子）

講演会の準備や運営を担当した事務局メンバー

タ
テ
・
ヨ
コ
・
ナ
ナ
メ
の
連
携
が

次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
後
押
し
に
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第2回

2017年度のデータによると、一橋大学学部入学者の約３分の２が１都３県（千葉・埼玉・神奈川）の出身者で
占められている。しかし一橋大学は“首都圏の国立大学”を目指しているわけではない。なぜこのような事象が起
こっているのか。そして、どんな時代においても、全国から優秀な学生が集まってくる国立大学であるためには、
何が必要か。その背景を探り、同時に一橋大学を正しく認知してもらうために、本学の教員が母校を訪ね、ヒ
アリングと広報活動を行うこの「母校を訪ねて」。第２回は、経済学研究科長・経済学部長の岡室博之教授が、
京都市の私立、学校法人ヴィアトール学園 洛星中学校・高等学校を訪問した。その様子をレポートしながら、
進路指導の先生との対話や、実際の生徒たちとの議論を通して見えてきた課題について共有する。

学校法人ヴィアトール学園
洛星中学校・高等学校

左から伊藤眞一郎副校長、岡室博之教授、阿南孝也校長、子安克実主任
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か
け
は
、
一
橋
大
学
の
学
長
を
務
め
た
増
田
四

郎
に
よ
る
『
大
学
で
い
か
に
学
ぶ
か
』（
講
談
社

現
代
新
書
）
と
い
う
本
だ
っ
た
。
町
の
書
店
で

何
気
な
く
手
に
取
っ
た
そ
の
本
に
、
岡
室
教
授

は
感
銘
を
覚
え
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
の
専

門
で
あ
る
増
田
四
郎
が
一
橋
大
学
の
前
身
で
あ

る
東
京
商
科
大
学
で
学
ん
だ
の
は
昭
和
初
期
で

あ
る
が
、
当
時
、
歴
史
家
を
志
し
て
い
た
岡
室

教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
碩
学
を
育
て
た
学
風
、

特
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
伝
統
に
感
激
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
関
西
に
お
け
る
一
橋
大
学
の
知

名
度
は
高
く
な
い
た
め
、
岡
室
教
授
の
決
意
を

聞
い
た
両
親
は
驚
く
。「
な
ぜ
京
都
大
学
で
は
だ

め
な
の
か
。
同
じ
東
京
に
行
く
の
な
ら
、
東
京

大
学
は
ど
う
か
」
と
い
う
の
が
最
初
の
反
応
だ
っ

た
そ
う
だ
。

　

し
か
し
岡
室
教
授
は
自
分
の
意
志
を
貫
き
、

１
９
８
０
年
に
一
橋
大
学
経
済
学
部
に
入
学
。

卒
業
後
、
一
橋
大
学
経
済
学
研
究
科
の
修
士
及

び
博
士
課
程
に
進
み
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ・ボ
ン
大

学
に
留
学
し
て
博
士
学
位
を
取
得
し
、
１
９
９

３
年
、
一
橋
大
学
経
済
学
部
の
講
師
と
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
・
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
や
ド
イ
ツ
・
ベ

ル
リ
ン
社
会
科
学
研
究
所
（
Ｗ
Ｚ
Ｂ
）
の
客
員

研
究
員
、
文
部
科
学
省
科
学
技
術・学
術
政
策
研

究
所
の
客
員
研
究
官
な
ど
を
歴
任
し
、
２
０
１

７
年
に
現
職
に
就
任
す
る
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。

　

洛
星
中
学
校
・
高
等
学
校
は
、
京
都
市
北
区
に

あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
男
子
校
で
、
関
西
エ
リ

ア
を
代
表
す
る
進
学
校
だ
。
１
学
年
２
２
０
人

前
後
、
全
校
生
徒
１
３
２
２
人
（
２
０
１
７
年

度
）
と
い
う
小
規
模
の
中
高
一
貫
教
育
を
行
っ

て
い
る
。
創
立
は
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年
、
キ

リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
に
基
づ
く
「
全
人

教
育
」
を
教
育
方
針
に
掲
げ
、
授
業
、
ク
ラ
ブ

活
動
、
学
校
行
事
、
宗
教
行
事
な
ど
を
通
じ
て
、

心
、
頭
、
体
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
人
間
の
育

成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

教
科
指
導
の
面
で
は
、
中
高
６
年
間
を
基
礎

期
（
中
学
１
～
２
年
）・
充
実
期
（
中
学
３
年
～

高
校
１
年
）・
発
展
期
（
高
校
２
～
３
年
）
に
分

け
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
成
長
に
応
じ
た
教
育

を
行
っ
て
い
る
。
学
年
や
科
目
に
よ
っ
て
分
割

少
人
数
制
授
業
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
も
大
き

な
特
徴
だ
。
物
理
コ
ン
テ
ス
ト
、
科
学
地
理
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
、
科
学
の
甲
子
園
、
国
際
物
理
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
で
上
位
入
賞
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
興
味
の
あ
る

分
野
を
自
ら
極
め
よ
う
と
す
る
生
徒
も
多
い
。

　

全
人
教
育
を
目
指
す
同
校
で
は
ク
ラ
ブ
活
動

（
文
化
ク
ラ
ブ
21
・
体
育
ク
ラ
ブ
18
・
同
好
会
18
）

も
盛
ん
で
、
高
校
２
年
ま
で
は
参
加
が
必
須
と

な
っ
て
い
る
。
岡
室
教
授
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部

に
所
属
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
創

立
60
周
年
記
念
の
一
環
と
し
て
42
期
生
が
管
弦

楽
曲
「
翔
星
」
を
作
曲
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
視

聴
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
国
際
交
流
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
シ

ア
ト
ル
語
学
研
修（
２
週
間
／
高
校
１
年
12
人
）、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
次
世
代
リ
ー
ダ
ー
養
成

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
９
日
間
／
高
校
２
年
約
20
人
）、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
語
学
研
修
（
11
日
間
／
中
学

３
年
約
１
０
０
人
）、
カ
ナ
ダ
・
ヴ
ィ
ア
ト
ー
ル

修
道
会
と
の
交
流
（
１
週
間
／
中
学
３
年
５
人
）、

日
豪
国
際
交
流
（
15
日
間
／
中
学
２
年
～
高
校

３
年
５
人
）
な
ど
を
通
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
を
養
う
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
２
０
１

０
年
に
は
、
中
学
校・高
等
学
校
の
み
を
設
置
す

る
法
人
と
し
て
は
初
め
て
「
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル・

コ
ン
パ
ク
ト
」
に
も
正
式
参
加
し
た
。

　

今
回
取
材
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、

岡
室
教
授
の
母
校
、
京
都
市
の
私
立
、
学
校
法

人
ヴ
ィ
ア
ト
ー
ル
学
園 
洛
星
中
学
校
・
高
等
学

校
。
現
地
で
は
阿
南
孝
也
校
長
、
伊
藤
眞
一
郎

副
校
長
、
教
育
部
進
路
指
導
主
任
子
安
克
実
教

諭
が
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
同
校
は
卒
業
生

間
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
同
窓
会
が
定
期
的
に

開
催
さ
れ
る
。
岡
室
教
授
も
一
橋
大
生
の
頃
か

ら
何
度
か
母
校
を
訪
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
し

か
し
今
回
の
よ
う
に
平
日
、
生
徒
た
ち
が
勉
強

し
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
訪
問
は
卒
業
後
初

め
て
に
な
る
と
い
う
。

　

岡
室
教
授
は
大
阪
府
の
出
身
。
洛
星
中
学
校

に
は
23
期
生
と
し
て
入
学
し
、
毎
日
自
宅
か
ら

通
っ
て
い
た
。
学
校
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
に

所
属
し
、
バ
イ
オ
リ
ン
を
担
当
す
る
。
高
校
時

代
、
東
京
大
学
・
京
都
大
学
合
格
圏
と
い
う
好
成

績
を
残
し
な
が
ら
、
一
橋
大
学
へ
の
進
学
を
決

意
し
た
。「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
の
２
期
上
で
コ
ン

サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
を
し
て
い
た
先
輩
が
一
橋
大

学
に
進
学
す
る
ま
で
は
、
一
橋
大
学
を
意
識
す

る
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
話
す
。
重
要
な
き
っ

阿南孝也校長

岡室博之教授

図書館には卒業生の書籍が並ぶ

心
、頭
、体
の
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
人
間
を
育
て
る

「
全
人
教
育
」の
中
高
一
貫
校

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
で
青
春
を

過
ご
し
た
岡
室
教
授
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学
へ
の
進
学
が
多
い
。
関
西
圏
、
と

り
わ
け
京
都
大
学
へ
の
進
学
志
望
者

は
、
今
年
も
半
数
近
く
を
占
め
る
と

い
う
。
こ
の
背
景
に
つ
い
て
、
子
安

主
任
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
当
校
で
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の

志
望
を
最
優
先
す
る
こ
と
が
進
路
指

導
の
方
針
で
す
。
成
績
で
輪
切
り
に

し
て
進
学
先
を
提
示
す
る
、
と
い
う

こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
前
提

で
お
話
し
す
る
と
、
京
都
大
学
を
志

望
す
る
生
徒
が
多
い
の
は
、
卒
業
生

の
影
響
が
大
き
い
で
す
ね
。
タ
テ
の

つ
な
が
り
が
強
い
の
で
す
。
た
と
え

ば
ク
ラ
ブ
活
動
で
は
、
先
輩
た
ち
が

後
輩
の
面
倒
を
よ
く
見
て
い
ま
す
。

中
学
１
年
の
生
徒
に
し
て
み
れ
ば
、

高
校
生
の
先
輩
は
い
わ
ば
ロ
ー
ル
モ

デ
ル
で
す
か
ら
、
そ
の
先
輩
が
京
都
大
学
に
進

学
し
た
と
な
れ
ば
『
自
分
も
そ
う
な
り
た
い
』

と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
ま
た
、
５

年
前
か
ら
、
高
校
１
年
の
中
間
考
査
終
了
後
に

全
員
で
京
都
大
学
を
訪
問
し
て
い
ま
す
。
そ
の

際
、
Ｏ
Ｂ
教
員
に
よ
る
学
部
説
明
や
、
Ｏ
Ｂ
学

生
に
よ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
・
研
究
室
な
ど
の
見
学

ツ
ア
ー
が
あ
り
、
生
徒
た
ち
は
卒
業
生
を
と
て

も
身
近
に
感
じ
て
い
ま
す
。
卒
業
生
た
ち
は
、

ク
ラ
ブ
活
動
に
も
よ
く
顔
を
見
せ
ま
す
し
ね
。

仮
に
現
役
で
は
行
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
も

う
１
年
頑
張
ろ
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」

　

そ
し
て
、
学
部
別
の
進
学
者
数
で
見
る
と
、や

は
り
理
系
志
望
が
多
数
を
占
め
る
。
た
と
え
ば

２
０
１
７
年
度
の
場
合
、
国
公
立
大
学
上
位
３

校
で
は
、
医
学・理
工
系
は
京
都
大
学
32
人
（
全

合
格
者
の
70
％
）、
大
阪
大
学
10
人
（
同
77
％
）、

神
戸
大
学
５
人
（
同
50
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
男
子
校
の
中
学
受
験
に
成
功
し
た
生
徒
は
、

数
学
に
と
て
も
自
信
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

自
信
が
成
績
に
つ
な
が
り
、
実
際
の
志
望
先
の

選
択
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
最
近
で
は
文
系
よ
り
も
、
理
系
の
大
学
・
学
部

を
卒
業
し
た
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
注
目
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
生
徒
本
人
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
保
護
者
の
ほ
う
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
お
金

の
問
題
も
絡
ん
で
き
ま
す
の
で
、
自
宅
か
ら
通

え
る
国
公
立
大
学
の
理
系
学
部
と
言
え
ば
…
…

と
絞
り
込
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」（
子
安
主
任
）

　

少
人
数
教
育
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
国
際
交

流
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
。
一
橋
大
学
と
の
共
通

点
は
非
常
に
多
い
と
言
え
る
。

　

進
路
指
導
の
子
安
主
任
に
実
際
の
進
路
状
況

を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
７
割
の
生
徒
が
理
系
を
志

望
し
、
医
学
部
、
理
工
系
の
学
部
を
目
指
し
て

い
る
」
と
の
こ
と
。
ま
ず
大
学
別
の
進
学
先
と

し
て
、
国
公
立
で
は
京
都
大
学
が
ト
ッ
プ
だ
。

創
立
以
来
１
万
２
６
４
８
人
の
卒
業
生
を
送
り

出
し
て
い
る
が
、
国
公
立
大
学
合
格
者
数
は
１

万
５
３
８
人
、
う
ち
京
都
大
学
の
合
格
者
数
は

４
１
９
９
人
と
４
割
近
い
。
過
去
４
年
間
の
大

学
別
の
入
試
合
格
者
数
と
し
て
は
、
国
公
立
大

学
で
は
京
都
大
学
の
２
２
４
人
が
ト
ッ
プ
。
２

位
の
大
阪
大
学
70
人
の
３
倍
強
と
い
う
数
字
だ
。

以
下
、
神
戸
大
学
61
人
、
大
阪
府
立
大
学
46
人
、

京
都
工
芸
繊
維
大
学
41
人
、
６
番
目
に
よ
う
や

く
関
東
勢
の
東
京
大
学
39
人
と
な
り
、
京
都
府

立
医
科
大
学
35
人
、
大
阪
市
立
大
学
25
人
、
北

海
道
大
学
21
人
、
滋
賀
医
科
大
学
20
名
と
続
く
。

一
橋
大
学
は
７
人
で
、
圧
倒
的
に
関
西
圏
の
大

　

一
方
で
、
一
橋
大
学
へ
の
進
学
志
望
者
は
少

な
い
な
が
ら
も
毎
年
１
～
２
人
は
存
在
す
る
。

進
学
先
に
つ
い
て
は
本
人
の
自
主
性
に
委
ね
て

い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
子
安
主
任
に

よ
れ
ば
「
一
橋
大
学
を
志
望
す
る
生
徒
は
、
自

分
の
中
に
強
い
信
念
と
根
拠
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
」
そ
う
だ
。
そ
れ
は
岡
室
教
授
が
一

橋
大
学
へ
の
進
学
を
決
め
た
経
緯
と
も
重
な
る
。

　
「
漠
然
と
『
東
京
の
国
立
大
学
に
行
き
た
い
』

と
い
う
生
徒
は
、
そ
の
後
関
西
圏
や
早
稲
田
大

学
・
慶
應
義
塾
大
学
に
志
望
が
変
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
一
橋
大
学
に
行
き
た
い
』

と
決
め
打
ち
す
る
生
徒
の
場
合
は
、
そ
の
後
ブ

レ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
浮
動
票
が
流
れ
な
い
大
学
だ
と
言
え
ま
す
」

　

そ
し
て
子
安
主
任
は
、
一
橋
大
学
の
入
試
に

は
高
度
な
数
学
力
と
英
語
力
が
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
両
方
を
解
け
る
生
徒
に
は
一
橋
大
学
以
外

に
も
選
択
肢
が
数
多
く
あ
る
と
指
摘
す
る
。
模

擬
試
験
の
結
果
を
見
て
「
一
橋
大
学
の
入
試
に

は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
」
と
判
断
し
た
生
徒
は
、

そ
こ
で
離
れ
て
し
ま
う
そ
う
だ
。「
だ
か
ら
こ
そ
、

学
問
で
生
徒
個
々
人
を
モ
チ
ベ
ー
ト
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
」
と
語
る
。

　
「
今
高
校
生
が
学
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
科
目

が
、
一
橋
大
学
で
社
会
科
学
を
学
ぶ
時
に
ど
の

よ
う
に
活
か
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
ど
ん
な

活
躍
分
野
が
待
っ
て
い
る
か
。
こ
れ
が
提
示
で

き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
数
学
が
苦
手
で
悩
ん
で

い
る
文
系
の
生
徒
た
ち
に
光
が
差
す
と
思
い
ま

京都大学
東京大学
大阪大学
神戸大学

京都府立医科大学
滋賀医科大学
北海道大学
東北大学

東京工業大学
一橋大学

名古屋大学
滋賀大学

京都工芸繊維大学
大阪市立大学
大阪府立大学

その他の国公立大学

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度

46（24） 59（24） 56（34） 63（34）
10（6） 5（4） 11（8） 13（10）
13（7） 25（15） 21（11） 11（5）
10（2） 14（7） 21（11） 16（4）
9（6） 12（5） ７（3） 7（3）

5 3（2） 6（2） 6（3）
12（8） 2（2） 2 5（2）

1 1（1） 2 1
1（1） ─ 2 1（1）

1 1 2（1） 3（2）
─ 1 2（3） 1
1 6（5） 1（1） 2

10（4） 11（3） 13（7） 7（2）
10（5） 5（3） 4（1） 6（1）
10（1） 9（2） 16 11（1）
43（11） 31（11） 61（17） 41（12）

主な大学合格実績（国公立）2014～2017年度 ※（　）は現役合格生

子安克実主任

進
学
先
は

京
都
大
学
を
は
じ
め

関
西
圏
の
理
系
学
部
が
中
心

独
自
の
強
い
意
志
を
持
っ
た

生
徒
が
一
橋
大
学
を
志
望
す
る
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す
。
経
済
効
果
を
測
る
、
起
業
行
動
を
分
析
す

る
、
政
策
の
デ
ザ
イ
ン
や
評
価
を
行
う
…
…
こ

う
い
っ
た
こ
と
に
数
学
が
必
要
と
分
か
れ
ば
学

ぼ
う
と
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
り
ま
す
。

そ
し
て
、
社
会
科
学
を
学
ぶ
こ
と
で
身
に
つ
け

た
ス
キ
ル・ツ
ー
ル
が
自
分
の
将
来
に
も
使
え
る

と
分
か
れ
ば
、
経
済
学
な
ど
社
会
科
学
に
対
す

る
考
え
方
も
変
わ
り
、
一
橋
大
学
が
選
択
肢
に

加
わ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

こ
の
後
、
岡
室
教
授
は
阿
南
校
長
と
の
対
話

に
臨
ん
だ
。
洛
星
中
学
校・高
等
学
校
と
一
橋
大

学
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
ん
で
い
る
国
際
交
流
に

つ
い
て
情
報
交
換
を
行
い
、
お
互
い
の
共
通
点

を
改
め
て
確
認
。
ま
た
、
阿
南
校
長
は
、
岡
室

教
授
が
所
属
し
て
い
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
の
活

躍
に
も
ふ
れ
、
２
０
１
７
年
２
月
に
大
阪
城
ホ

ー
ル
で
行
わ
れ
た
「
高
山
右
近
列
福
式
」
に
、
洛

星
中
学
校・高
等
学
校
と
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
学
院

中
学
高
等
学
校
両
校
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
が
合

同
演
奏
し
た
こ
と
も
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

そ
し
て
学
校
側
の
計
ら
い
で
、
模
擬
講
義
と

い
う
形
で
同
校
の
生
徒
に
一
橋
大
学
を
紹
介
す

る
機
会
を
い
た
だ
く
。
放
課
後
の
教
室
に
集
ま
っ

た
の
は
、
高
校
１
～
３
年
生
20
人
。
特
に
最
前

列
に
陣
取
っ
た
３
年
生
は
、
議
論
す
る
気
満
々

で
臨
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。岡
室
教
授
が「
私

は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
に
い
ま
し
た
」「
今
熱
い
の

は
た
と
え
ば
医
療
経
済
で
す
」「
ゼ
ミ
で
は
泊
ま

り
込
み
の
合
宿
を
し
ま
す
」
と
話
し
か
け
る
た

び
に
、「
お
お
～
」
と
い
う
太
い
歓
声
が
上
が
る
。

一
橋
大
学
の
特
色
で
あ
る
ゼ
ミ
や
国
際
交
流
等

に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
後
、
質
疑
応
答
へ
。
あ

る
生
徒
か
ら
消
費
税
増
税
に
つ
い
て
、
岡
室
教

授
の
意
見
と
そ
の
根
拠
を
求
め
る
発
言
が
あ
り
、

議
論
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
済
政
策
の
効
果

か
ら
社
会
問
題
全
般
に
及
ん
だ
。
講
義
は
予
定

時
間
の
60
分
を
超
え
、
さ
ら
に
講
義
終
了
後
も

数
人
の
生
徒
が
先
輩
で
あ
る
岡
室
教
授
の
元
に

集
ま
り
、
一
橋
大
学
の
入
試
や
経
済
学
に
つ
い

て
の
質
問
を
ぶ
つ
け
て
い
た
。

　

最
後
に
、
洛
星
中
学
校
・
高
等
学
校
の
Ｏ
Ｂ
で

あ
り
、
か
つ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
の
Ｏ
Ｂ
で
も
あ

る
伊
藤
副
校
長
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
部
を
案
内
し

て
い
た
だ
き
、
岡
室
教
授
の
母
校
訪
問
は
終
了

し
た
。

　

岡
室
教
授
は
、
今
回
の
訪
問
の
感
想
を
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
一
橋
大
学
を
志
望
す
る
生
徒
は
、
昔
も
今
も

強
い
意
志
を
持
っ
て
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
て
安
心
し
ま
し
た
。
洛
星
高
等
学
校
か
ら

の
入
学
者
数
が
少
な
い
こ
と
は
事
実
で
す
。
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
大
量
に
宣
伝
す
れ
ば
い
い
わ

け
で
は
な
く
、
経
済
学
や
社
会
科
学
全
体
の
魅

力
を
し
っ
か
り
伝
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
も

分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
一
橋
大
学
な
ら
で
は

の
特
色
を
考
え
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
で
す
。

学
問
の
魅
力
は
当
然
と
し
て
、
社
会
科
学
の
総

合
大
学
で
あ
る
一
橋
大
学
で
は
学
部
間
の
垣
根

が
低
く
、
他
学
部
の
科
目
も
学
べ
る
こ
と
。
た

と
え
ば
、
経
済
を
学
ぶ
う
え
で
は
民
法
、
労
働

法
な
ど
の
法
律
の
知
識
、
財
務
諸
表
や
複
式
簿

記
な
ど
の
商
学
の
知
識
も
大
切
で
す
が
、
そ
の

い
ず
れ
も
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
垣
根
の
低
さ
は
卒
業
後
の

幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
も
役
立
ち
ま
す
。

模
擬
講
義
に
来
て
く
れ
た
生
徒
た
ち
を
思
い
う

か
べ
た
時
、
こ
の
よ
う
な
訴
求
は
有
効
で
は
な

い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、

如
水
会
の
強
力
な
サ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
し
た
国

際
交
流
も
、
同
じ
よ
う
に
国
際
交
流
が
盛
ん
な

洛
星
高
等
学
校
の
生
徒
た
ち
に
は
本
学
の
魅
力

と
し
て
感
じ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
一
橋
大
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
、
よ

り
早
い
段
階
で
伝
え
る
こ
と
。
し
か
も
、
可
能

で
あ
れ
ば
一
橋
大
学
に
在
学
中
の
先
輩
か
ら
伝

え
る
こ
と
が
重
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

母校を訪ねて

社
会
科
学
を
総
合
的
に
学
べ
る

大
学
と
し
て
の
魅
力
を

早
期
に
先
輩
か
ら
発
信
す
べ
き

伊藤眞一郎副校長

議
論
が
白
熱
し
た

高
校
生
20
人
と
の
模
擬
講
義
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あ
と
は
「
焼
肉
部
」
も
あ
り
ま
す
。「
お
い
し
い
焼
肉
の
お
店
に
行
っ
て

み
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
４
人
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
業
界
人
御
用
達
み

た
い
な
お
店
に
行
っ
て
み
た
り
、
焼
き
方
に
コ
ツ
が
い
る
の
で
店
員
さ
ん

が
焼
い
て
く
れ
る
肉
を
食
べ
た
り
、
食
べ
放
題
で
「
も
う
お
腹
い
っ
ぱ

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
や
ん
わ
り
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
り
、
活

発
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
お
い
し
い
焼
肉
店
の
情
報
収
集
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
「
鍋
部
」
も
や
っ
て
お
り
、

「
寄
せ
鍋
、
休
憩
（
ケ
ー
キ
な
ど
）、
キ
ム
チ
鍋
」
の
よ
う
に
休
憩
を
入
れ

て
、
鍋
を
２
種
類
楽
し
む
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

比
較
的
新
し
い
会
で
は
「
吉
田
類
が
行
っ
た
と
思
う
居
酒
屋
に
行
く

会
」
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
お
店
に
行
く
と

い
う
い
わ
ゆ
る
「
聖
地
巡
礼
」
で
は
な
く
、「
吉
田
類
が
行
っ
た
と
思
う
」

居
酒
屋
に
行
く
こ
と
が
目
的
で
す
。
メ
ン
バ
ー
は
３
人
で
す
が
、
リ
ー

ダ
ー
が
知
識
豊
富
で
日
暮
里
や
南
浦
和
な
ど
デ
ィ
ー
プ
で
上
級
者
向
け

の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
会
の
お
か
げ
で
、
敷
居

が
高
く
て
な
か
な
か
行
け
な
い
お
店
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
っ
と
も
新
し
い
会
は
、「
中
央
線
沿
線
の
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
に
行
っ

て
み
る
会
（
仮
称：勝
手
に
命
名
）」
で
す
。
メ
ン
バ
ー
は
３
人
で
、
お
誘

い
い
た
だ
き
入
会
し
ま
し
た
。
先
日
、「
味
集
中
シ
ス
テ
ム
」
で
有
名
な

ラ
ー
メ
ン
店
に
行
き
、
３
人
で
カ
ウ
ン
タ
ー
に
並
ん
で
味
に
集
中
す
る
、

と
い
う
お
も
し
ろ
い
経
験
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
だ
と
３
人
で
行
く

意
味
が
な
い
の
で
二
次
会
付
き
、
と
い
う
至
れ
り
尽
く
せ
り
に
感
動
し

ま
し
た
。
次
回
の
調
査
候
補
も
挙
が
っ
て
お
り
、
地
味
な
が
ら
お
も
し

ろ
い
活
動
の
予
感
で
す
。

　

ほ
か
に
も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
会
に

属
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
「
な
ん
と
な
く
」
集
ま
る
こ
と
が
共
通
し
て

お
り
、
私
に
と
っ
て
「
な
ん
と
な
く
」
が
心
地
良
い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
読
み
返
し
て
み
る
と
、「
〇
〇
会
（
部
）」
は
す
べ
て
「
飲

食
」
で
し
た
。
私
１
人
だ
と
自
分
の
つ
ま
ら
な
さ
が
際
立
ち
ま
す
が
、「
〇

〇
会
（
部
）」
に
な
る
と
文
化
的
な
雰
囲
気
が
出
る
ぞ
と
勝
手
に
思
い
な

が
ら
、Love of C

ulture

の
筆
を
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
Ｈ
Ｑ
に
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ

か
ら
「Love of C

ulture
」
を
選
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
で
選
択
し

な
が
ら
「
さ
て
私
のLove of C

ulture

と
は
何
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。
趣
味
、
好
き
な
も
の
、
好
き
な
こ
と
な
ど
を
考
え
て

み
て
も
、
ど
れ
も
「
飲
食
」
に
し
か
結
び
つ
か
ず
、
自
分
の
つ
ま
ら
な

さ
だ
け
が
際
立
ち
ま
し
た
。
気
を
取
り
直
し
、
私
の
交
友
関
係
や
行
動

を
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、「
〇
〇
会
」
や
「
〇
〇
部
」
が
結
構
あ
り
、
活

動
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
如
水
会
の
よ
う
に
立
派
な
組

織
で
は
な
く
、
な
ん
と
な
く
、
適
当
に
、
思
い
つ
き
で
、
と
い
う
雰
囲

気
の
規
則
も
な
い
会
で
す
。
今
回
は
（
次
回
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）、
私
の

属
す
る
「
〇
〇
会
（
部
）」
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
魚
介
の
会
」
で
す
。
メ
ン
バ
ー
は
３
人
で
、
牡
蠣
を
中
心
と

し
た
魚
介
を
食
べ
に
行
く
会
で
す
。
あ
る
オ
イ
ス
タ
ー
バ
ー
で
食
べ
ま

く
り
満
足
し
た
と
こ
ろ
、
後
日
、
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
友
人
の
元
に
お
店

か
ら
「
ぜ
ひ
ま
た
来
て
く
だ
さ
い
」（
手
書
き
）
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
入

り
の
お
葉
書
が
届
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
最
近
、
活
動
が
鈍
っ
て

い
る
の
で
反
省
で
す
。

　

次
に
「
練
馬
会
」
で
す
。
以
前
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
大
学
の
先
生

方
と
の
会
合
で
「
練
馬
周
辺
に
住
む
人
た
ち
で
練
馬
周
辺
の
お
店
に
集

ま
る
」
と
い
う
会
で
す
。
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
、
や
き
と
り
、
イ
タ
リ
ア
ン

な
ど
、
練
馬
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
楽
し
ん

で
実
感
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
厳
密

に
練
馬
で
は
な
く
そ
の
周
辺
で
す
し
、
私

は
練
馬
周
辺
に
住
ん
で
い
ま
せ
ん
が
特
別

に
会
員
に
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
、

ざ
っ
く
り
し
た
会
で
す
。

経営管理研究科准教授

鎌田裕美

「○○会」
「
〇
〇
会
」
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れ
は
ご
く
私
的
な
捉
え
方
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
で
私
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

の
は
、「
記
号
化
」、「
法
則
」、「
モ
デ
ル
」、「
検
証
と
応
用
」、
と
い
っ
た
諸

要
素
で
あ
る
。

　

叩
け
ば
必
ず
音
の
出
る
鍵
盤
は
、例
え
る
と
す
れ
ば
０
（
無
音
）と
１（
音
）

と
い
う
２
つ
の
数
字
（
記
号
）
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
12
音
階
が
ク
ロ
ス

さ
れ
る
。
楽
譜
に
は
作
曲
者
の
求
め
る
演
奏
法
が
演
奏
記
号
・
符
号
（
法
則
）

で
示
さ
れ
、
演
奏
者
は
、
そ
の
奏
法
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
作
曲
者
の
創

作
物
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
検
証
）。
や
や
抽
象
的
な
表
現
に
偏
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
楽
譜
と
は
極
め
て
明
確
な
記
号
と
法
則
の
表
示
の
集
積
で
あ

り
、
そ
れ
ら
に
忠
実
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
を
超
え
て
素
晴
ら
し
い

音
楽
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
両
者

に
は
「
創
造
」（
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
の
可
能
性
）
と
い
う
共
通
要
素
も
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。「
音
楽
と
数
学
は
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
よ
く
い
わ

れ
る
が
、
マ
レ
ッ
ト
２
本
と
12
音
階
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
記
号
（
数
字
）
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
、
無
限
の
音
の
広
が
り
（
数
式
）
が
生
ま
れ
る
マ
リ
ン
バ

は
、
数
学
好
き
の
脳
を
刺
激
す
る
要
素
が
特
に
強
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
私
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
い
る
「
行
政
法
学
」
は
法
律
学
の
一

領
域
で
あ
る
が
、
法
律
学
の
な
か
で
も
工
学
的・数
学
的
思
考
が
強
く
求
め
ら

れ
る
分
野
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
持
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
行
政
法

学
に
お
い
て
は
、「
行
政
活
動
」
と
い
う
構
成
要
素
（
記
号
）
が
存
在
し
、
こ

の
記
号
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
行
政
法
関
係
に
お
け
る
法
則
性

を
把
握
し
（
行
政
法
関
係
の
把
握
・
解
釈
）、
そ
れ
を
汎
用
的
に
還
元
・
応
用

（
政
策
的
分
析
）
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
思
考
枠
組
を
持
つ
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
行
政
法
学
者
に
は
案
外
、
数
学
的
思
考
好
き
が
少
な
く
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
が
、
自
身
の
密
か
な
推
察
で
あ
る
。

　
「
音
楽
も
、
数
学
も
、
法
律
学
も
、
思
考
法
と
い
う
観
点
か
ら
ず
い
ぶ
ん
と

重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
」
…
…
そ
ん
な
見
方
か
ら
生
ま
れ
る
新
し
い
発
見

も
あ
る
は
ず
だ
と
信
じ
な
が
ら
、
残
る
人
生
、
マ
リ
ン
バ
に
も
行
政
法
に
も
、

ま
だ
ま
だ
、
も
っ
と
、
関
わ
り
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

マ
リ
ン
バ
、
と
い
う
楽
器
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

　

マ
リ
ン
バ
（M

arim
ba

）
と
は
、
木
琴
の
一
種
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
木

の
板
（
音
板
）
が
鍵
盤
の
よ
う
に
並
ん
で
い
て
、
叩
く
と
音
が
な
る
、
木
製

の
鍵
盤
打
楽
器
で
あ
る
。
同
じ
く
木
琴
の
仲
間
で
あ
る
シ
ロ
フ
ォ
ン
と
見
た

目
は
そ
っ
く
り
だ
が
、
マ
リ
ン
バ
の
方
が
や
わ
ら
か
い
音
が
出
る
。
こ
れ
は
、

音
板
と
調
律
方
法
の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
そ
う
で
、
マ
リ
ン
バ
の
音
板
の
裏

は
大
き
く
え
ぐ
れ
て
い
る
（
シ
ロ
フ
ォ
ン
は
波
打
っ
て
い
る
）。
マ
リ
ン
バ
は

偶
数
倍
音
で
調
律
す
る
（
シ
ロ
フ
ォ
ン
は
奇
数
倍
音
で
調
律
す
る
）。

　

私
と
マ
リ
ン
バ
の
出
会
い
は
７
年
前
。
あ
る
演
奏
会
で
マ
リ
ン
バ
の
優
し

い
音
に
ふ
れ
、
自
分
で
も
叩
い
て
み
た
く
な
り
、
半
ば
冗
談
で
、
息
子
と
一

緒
に
音
楽
教
室
を
訪
れ
て
み
た
。
体
験
レ
ッ
ス
ン
の
つ
も
り
が
そ
の
ま
ま
継

続
受
講
と
な
っ
た
。
思
い
が
け
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
「
四
十
の
手
習
い
」

で
あ
っ
た
が
、
以
来
、
親
子
で
す
っ
か
り
マ
リ
ン
バ
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ

て
い
る
。

　

ど
う
し
て
自
分
は
こ
ん
な
に
も
マ
リ
ン
バ
に
惹
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の

機
会
に
、
研
究
者
っ
ぽ
く
（
？
）
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
理
由
１
。

音
板
を
叩
け
ば
、
必
ず
い
つ
も
「
決
ま
っ
た
」
音
が
出
る
こ
と
（
私
は
弦
楽

器
を
弾
い
た
経
験
も
あ
る
が
、
弦
楽
器
で
「
決
ま
っ
た
」
音
を
出
す
こ
と
は

実
は
と
て
も
難
し
い
）。
理
由
２
。
手
に
持
つ
マ
レ
ッ
ト
（
バ
チ
）
は
２
本
、

多
く
て
も
４
本
、
つ
ま
り
、
一
度
に
叩
け
る
音
の
数
（
和
音
）
は
「
４
」
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
重
ね
方
に
よ
っ
て
実
に
多
彩

な
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
理
由
３
。
マ
リ

ン
バ
を
習
い
始
め
る
と
き
に
、
マ
リ
ン
バ
の
師
匠
か
ら
「
マ
リ
ン
バ
好
き
に

は
数
学
好
き
が
多
い
」
と
聞
い
て
興
味
を
持
っ
た
こ
と
。

　

右
記
の
理
由
１
な
い
し
３
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
内
容

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
相
関
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
通
底
す
る
も
の
を
仮
に
表

現
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
数
学
的
思
考
」
と
い
う
言

葉
に
近
い
。
も
っ
と
も
、「
数
学
的
思
考
」
と
い
っ
て
も
そ

法学研究科教授

野口貴公美

マリンバ・
数学的思考・行政法

マ
リ
ン
バ・
数
学
的
思
考
・
行
政
法
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　一橋大学基金は国立大学が法人化した平成16年に設立され、今日に至るまで個人・法人・団体の方々から多
大なるご支援をいただいておりますが、今後も社会科学における世界最高水準の教育研究拠点を目指す一橋
大学が、大学の教育・研究の水準をいっそう高め次の時代に向けて大きく飛躍するために、また大学のキャン
パス環境をさらに魅力あるものにするためにも大学基金のいっそうの充実が求められています。
　今後も引き続き皆様方からのさらなるご支援・ご協力をぜひお願い申し上げます。
　なお、ご寄付をいただく方法につきましては、大学基金のホームページ（http://www.kikin.ad.hit-u.ac.jp/）
または大学基金のパンフレットをご参照ください。

　一橋大学基金の中核資金として積み立てられ、大学の教育・研究活動の充実やキャンパス整備などに使われ
ます。これまでさまざまな奨学金制度の創設・運営、そして種々の教育・研究支援を行っております。使途を指
定せず広く大学を支援したい方向けの寄付となります。

　教育・研究・キャンパス整備など特定のプロジェクト（事業）を設定し、その目的遂行のために使われる寄付
です。具体的に支援したいプロジェクトがある方向けの寄付となります。

活用事例
・学業優秀学生奨学金制度
・海外語学研修奨学金
・グローバルリーダー育成海外留学制度
・一橋大学基金外国人留学生奨学金
・若手研究者国際学会等報告支援事業
・一橋記念講堂（現　一橋講堂）の購入

次代に飛躍するための
一橋大学基金のさらなる充実をめざして

一般（基盤事業）寄付

使途指定寄付

教育振興

研究振興

修学支援事業基金（平成28年新設）

障害学生支援基金（平成28年新設）

その他の事業支援
※上記プロジェクトよりもさらに対象を絞って支援

学生海外派遣資金、学生支援奨学金　等

研究環境の整備、研究者の活動支援、各研究科支援　等

経済的理由により修学困難な学生に対する支援

障害のある学生等への支援、バリアフリー環境の拡大　等

学生ビジネスプランコンテスト、ポーター賞運営、
寄附講義・寄附講座、ラグビー場人工芝化、陸上競技場改修　等

プロジェクト 活用事例

寄付目的別の活用事例をご紹介します

学業優秀学生表彰 一橋講堂

Topic一橋大学基金

Campus Information

42



　ご卒業生、ご卒業生のご家族、在学生、在学生のご家族、一般の方々及び企業・団体等の皆様からご寄付をいただき、本学基金の募金
総額は、2018年１月末現在で約95億円（申込分）に達しました。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、2017年11月１日から2018年１月末日ま
での間にご入金が確認できた方々を公表させていただきます。公表不可の方及び本学教職員につきましては掲載しておりません。なお、上
記期間内にご寄付いただいた方で、万が一お名前がもれている等の不備がございましたら、誠に恐縮ではございますが、基金事務局までご
連絡くださいますようお願いいたします。
　本学では、ご寄付いただいたすべての方（公表不可の方は除きます）のお名前を「一橋大学基金寄付者芳名録」
に掲載し、本学の歴史に末永く留めさせていただいております。また、高額のご寄付をくださった方のお名前を国
立キャンパス西本館１階及び如水会館14階の「一橋大学基金寄付者銘板」に記し、末永く顕彰させていただいて
おります。国立キャンパスでは個人の方で30万円以上、法人の方で100万円以上のご寄付が対象となり、如水会館
では個人の方で100万円以上のご寄付が対象となります。

卒業生

［ご寄付者ご芳名］※五十音順に掲載させていただきます。

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

【マーキュリー
（クリムゾンレッド）】
個人：1億円以上
法人：3億円以上

（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。

58名・1団体（35,580,000円）
ご寄付金額（累計）

100万円以上 50万円未満  50万円以上
100万円未満

20名 32名・1団体6名

小倉隆志　　様
斉之平伸一　様
佐藤　潤　　様
杉田光治　　様
仙波英躬　　様
髙橋　衛　　様
辻田文也　　様
津田樹己　　様
外池　徹　　様
中島敬雄　　様

仲野嘉一　　様
中山光雄　　様
廣澤昌輝　　様
古沢熙一郎　様
堀　誠　　　様
増田　宰　　様
松島知次　　様
宮脇博嗣　　様
他２名

岩城徳朗　　様
岡川　直　　様
岡本起代士　様
奥村俊彦　　様
小田　篤　　様
加藤秀夫　　様
鹿野泰孝　　様
古賀正人　　様
小林晃康　　様
佐藤真寿夫　様
髙橋　毅　　様
竹下知子　　様
谷池　淳　　様

野口晃弘　　様
野村由美　　様
長谷川昭二　様
原　俊道　　様
平原重利　　様
深谷　健　　様
増子卓爾　　様
三須和泰　　様
守矢　進　　様
森山　透　　様
渡辺哲也　　様
東京ガス有志　様
他８名

五十嵐和幸　様
坪沼一成　　様
外園克己　　様
村田大郎　　様
山田英夫　　様
他１名

企業・法人等

6団体（11,875,000円）

Vanguard Tokyo法律事務所　 様
株式会社JM　　　　　　　　 様
株式会社フォスターワン　　　様
一般財団法人ワンアジア財団　様
他２団体

●お電話、ファックスまたはメール等でお名前とご住所をお知らせください。基金事務局より、ご寄付に必要な書類をお送りいたします。
●一橋大学基金ホームページより、クレジットカード払い等の方法によるお申込みもお受けしております。ページ内の「寄付のお申込み」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/

　本学では（一社）如水会と連携し、如水会会員証カードからの定期的なお引落しによるご寄付もお受けしております。お申込みいただきますと、
如水会会員証カードからの自動払込みにてご寄付を頂戴することとなり、お振込みのお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）もしくは年２回（２月及び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ご卒
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。

ご寄付のお申込みについて

如水会会員証カードによるご寄付のご案内

［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

卒業生のご家族、在学生の保護者、一般の方

10名（740,000円）

伊藤一美　　様
浦上雄二郎　様
大野良子　　様
本田吉宏　　様

宮崎　淳　　様
森口悦子　　様
森口仁子　　様
他３名

本学教職員

17名（9,113,640円）

募金総額 2018年1月末現在　約95億円（申込分）
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　2017年12月15日（金）、兼松講
堂にて日本銀行総裁黒田東彦氏
による特別講演会が開催されま
した。平日夕方の開催でありなが
ら、会場は学生を中心に400名を
超える聴衆で溢れました。司会
進行を務めた山重慎二国際・公
共政策大学院長からプロフィー
ルの紹介を受けたあと、黒田総
裁には「財政金融政策に関する
私の経験─1967～2017年」と題
して、１時間半にわたる講演をし
ていただきました。講演では、ご
自身の50年に及ぶキャリアを辿り
ながら、ニクソン・ショック、オイ
ルショック、バブル崩壊、アジア
通貨危機、リーマン・ショックな
ど時代毎のさまざまな経済環境
の変化と、それを踏まえた財政
金融政策の変遷についてお話し
いただきました。また、旧大蔵
省在籍時代から続く石弘光元学
長（一橋大学名誉教授）や田近
栄治元副学長（一橋大学名誉教
授）との親交のほか、一橋大学
大学院経済学研究科教授（2003
～2005年）を務められた経歴な
ど、黒田総裁ご自身の一橋大学
とのつながりについても触れら
れました。講演後は、学生から
の政策やキャリアに関する質問
にも応じていただき、盛況のう
ちに幕を閉じました。

Campus Information

日本銀行総裁黒田東彦氏による、
特別講演会が開催されました

講演する日本銀行総裁黒田東彦氏

会場の様子

山重慎二国際・公共政策大学院長
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　2018年度より、弊誌『HQ』は季刊誌から年報に移行します。
また、あらたに『HQコンテンツサイト』（仮称）を構築し、ユ
ニークな大学広報誌としてのこれまでの取材力や企画を活か
しつつ、本学の社会への発信力を飛躍的に高めてまいります。
なお広報誌及びコンテンツサイトの名称には、知を探求す
る志（QUEST）、そして一橋大学とは何かを問い続ける志

（QUESTION）を表現するために、引き続き『HQ』を使用し
てまいります。あらためて読者の皆さまからのこれまでのご
支援に感謝申し上げますとともに、年報『HQ』及びウェブサ
イトへと生まれ変わる『HQ』に、よりいっそうのご支援を賜
りますよう、お願い申し上げます。

一橋大学ウェブサイト内に新規に『HQコンテンツサイト』及び『受験生向けサイ
ト』のページを構築する。両サイトとも、既存の広報誌『HQ』のコンテンツの一
部を引き継ぎつつ、それぞれ想定する読者層のニーズに応える内容とする。閲覧
デバイスの多様化にも対応し、高いユーザビリティを実現するため、レスポンシ
ブデザインとし、階層を浅めにシンプルな構造とする。

①HQコンテンツサイト
（１） 一橋大学のブランドイメージを向上させる企画内容
（２） アカデミックな水準を保持しつつ啓発的な記事のバランスよい配置
（３） これまでの冊子体『HQ』の内容を引継ぎつつも、イメージを刷新し、かつウェ

ブ化の利点、スマートフォンでの閲覧を意識した企画内容
（４） 想定するメイン読者層：一橋大学に興味を持つ一般社会人、産学連携に係る

民間企業、如水会々員（卒業生）、進学先として検討中の受験生とその保護者

②受験生向けサイト
（１） 一橋大学への志望を向上させる企画内容
（２） アカデミックな水準を保持しつつ、受験生（高校生含む）を意識した企画内容
（３） これまでの冊子体『HQ』の内容の一部、受験生向け冊子「大学案内」等の

内容を引継ぎつつも、ウェブ化の利点、スマートフォンでの閲覧を意識した
企画内容

（４） HQコンテンツサイトと連携した統一感のあるデザイン
（５） 想定するメイン読者層：進学先として検討中の受験生とその保護者

※『HQコンテンツサイト』（仮称）の詳細については、順次一橋大学ウェブサイト
（http://www.hit-u.ac.jp/）にてお知らせいたします。

一橋大学広報誌「HQ」

●広告掲載お問い合わせ先
　一橋大学総務部広報室広報係
　TEL：042-580-8032

　先号（第57号）の巻末のCampus Informationに、
肖像画の修復・保存事業に関する報告が掲載されまし
た。編集後記に目を通される方であれば、覚えておら
れるかもしれません。私自身は５年ほど前から、学内
の文化財や文化資源の保存・活用に携わっています。
当初、絵については何の対策も講じられていませんで
したので、事態は大きく変わりました。肖像画とは不
思議なもので、等身大に近い姿で像主の息遣いやおも
かげを今に伝えています。一橋大学は約40点の肖像
画を所蔵しており、ここに大学の歴史が反映されてい
ます。これまで４点の肖像画の修復が終わりましたが、
残念なことに実際に見られる機会は決して多くありま
せん。セキュリティに対応した展示ケースがないため、
展示する時には誰かの監視が必要なのです。また、温
湿度を適切に保てる収蔵庫はなく、今は倉庫などに保
管しています。こうした設備の整備も検討しながら、
学内外の方々のご支援のもとに、毎年少しずつでも修
復の営みが続いていくことを願っています。（小泉）

〈編集・発行〉
一橋大学HQ編集部

〈編集部長〉
副学長（国際交流、広報、社会連携担当）　　中野　聡

〈編集長〉
経営管理研究科教授　　　　　　　　　　　鷲田祐一

〈編集部員〉
経済学研究科教授　　　　　　　　　　　　塩路悦朗
法学研究科教授　　　　　　　　　　　　　角田美穂子
社会学研究科准教授　　　　　　　　　　　久保明教
言語社会研究科准教授　　　　　　　　　　小泉順也
経営管理研究科准教授　　　　　　　　　　古賀健太郎
経済研究所教授　　　　　　　　　　　　　後藤玲子

〈外部編集部員〉
株式会社キーコンセプト　　　　　　　　　吉田清純

〈印刷・製本〉
三浦印刷株式会社

〈お問い合わせ先〉
一橋大学総務部広報室広報係
〒186-8601　東京都国立市中2-1
Tel：042-580-8032　Fax：042-580-8889
http://www.hit-u.ac.jp/
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※ご意見をお寄せください。
一橋大学総務部広報室広報係
koho1284@dm.hit-u.ac.jp

※本誌掲載の文章・記事・写真等の無断転載はお断りします。

編 集 部 か ら
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『HQ』がウェブ発行に
生まれ変わります！
●紙媒体発行は季刊から年報になります
●受験生向けウェブサイトも大幅拡充します

事業の趣旨1

コンセプト2



《当日実施する企画》
①	ステージ企画…ステージ上でさまざまな団体によるパフォーマンスや企画を行います
②	受験生応援企画…名物の黄本配布をはじめとして、一橋大学を受験する高校生を
応援する企画を行います

③	ちびっこ企画…バルーンアートなど、子どもたちが楽しめるアトラクション等を多
数用意しています

④	講演会企画…著名な芸能人を呼んでの講演会やショーを行います
⑤	環境美化企画…一橋大学が取り組んでいるエコに関する取り組みを、クイズ形式で
紹介します

昨年の様子については公式ホームページをご覧ください。
（http://www.kodairafes.com/）
今年のホームページも、完成し次第随時公開する予定です。
また、公式Twitterも併せてぜひご覧ください（@KODAIRAfes）

《お問い合わせ先》
一橋大学KODAIRA祭実行委員会
電　話：042-571-5574
メール：22nd@kodairafes.com

H
itotsubashi Q

uarterly
春
号

「HQ」に関するみなさまのご意見・ご感想を、広報誌をよりよくするための貴重な資料として参考にさせていただきたく、ウェ
ブアンケート調査にご協力くださいますようお願いいたします。なお、アンケートにご協力いただいた方のなかから抽選で10
名様に、素敵な賞品をプレゼントいたします。
◆アンケート回答期限：2018年6月30日（土）24：00まで
◆プレゼント内容：アンケートにご協力いただいた方のなかから抽選で10名様に、

一橋大学オリジナルボールペンをプレゼント

http://www.hit-u.ac.jp/hq/enquete.html
※プレゼント当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ご提供いただいた個人情報は、プレゼント当選者への発送にのみ使用します。

　第13回となる平成30年度ホームカミングデーは、これまでの５
月ではなく、平成30（2018）年11月23日（金・祝）
に、特定年次のご卒業生だけでなく、すべてのご卒業生を
ご招待し、開催いたします。
　より多くのご卒業生のみなさまに、これまで以上に現役学生と
の交流を深めていただくことで、一橋大生の“今”を知り、ご卒業
生のみなさまがご自身の学生時代を思い返す場を提供したいと考
え、一橋祭期間中に開催することといたしました。
　詳細については、決定次第、本学ウェブサイトで随時お知らせ
します。

《本件に関するお問い合わせ先》
一橋大学総務部総務課 TEL：042-580-8011（FAX8889）

メール：gen-sh.g@dm.hit-u.ac.jp

※赤と銀の2種類があります。色の指定はできません。
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一橋大学広報誌「HQ」第58号  ウェブアンケートご協力のお願い

第22回KODAIRA祭

平成30年度ホームカミングデーの開催日について

日時：平成30（2018）年6月9日（土）・10日（日）午前10時開場
場所：一橋大学国立キャンパス

　平成30（2018）年６月９日（土）・10日（日）、第22回KODAIRA祭を開催いたします。
　新歓期の集大成という位置づけで行われる当学園祭ですが、今年で22回目を迎えることとなりました。当日は
受験生応援企画やちびっこ企画をはじめとしてさまざまな企画を開催します。


