
巻頭特集

東京職工学校以来129年の伝統を誇る東京工業大学と商法講習所以来135年の歴史を有する一橋大学。

科学技術系と社会科学系とで教育研究分野は異なるが、それぞれの分野で国内トップと称され、

産業界への人的貢献や同窓会組織の充実、大胆な研究組織の再構築など、共通するところも多い。

両学長の対談から、「工」と「商」の本質は案外近いもののようにも思える。

東京工業大学の伊賀学長、一橋大学の杉山学長に、これから両大学が進む方向性について語ってもらった。

日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
語
る
世
界
競
争
力
の
あ
る
人
材
と
は
？
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伊
賀
健
一
氏

「
知
」
と
「
業
（
わ
ざ
）・
技
」
を
磨
く
原
動
力
は
「
志
」

そ
の
隠
し
味
は
「
和
」

杉
山

２
０
０
９
年
11
月
に
、
東
京
工
業
大
学
の
蔵
前
工
業

会
と
一
橋
大
学
の
如
水
会
の
主
催
で
、「
も
の
つ
く
り
と
日

本
経
済
」
を
テ
ー
マ
に
合
同
移
動
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

両
大
学
の
同
窓
会
に
よ
る
初
め
て
の
試
み
で
し
た
。
当
日
は

大
変
盛
況
で
し
た
ね
。

伊
賀

「
も
の
づ
く
り
都
市
」
の
浜
松
が
会
場
で
し
た
が
、

一
橋
大
学
と
東
京
工
業
大
学
の
同
窓
会
に
よ
る
合
同
主
催
で

し
た
の
で
、
お
互
い
に
負
け
て
は
な
ら
じ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ル
ー
ト
を
使
っ
て
宣
伝
し
た
結
果
、
７
０
０
人
を
超
え
る

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
元
の
ス

ズ
キ
株
式
会
社
の
鈴
木
修
会
長
兼
社
長
に
も
来
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
あ
れ
だ
け
の
こ
と
を
す
る
の
は
、
な
か
な
か
大

変
な
こ
と
で
し
た
。

杉
山
「
も
の
つ
く
り
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
立

場
か
ら
話
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
一
橋
大
学
は
「
も
の
つ
く

り
」
と
い
う
よ
り
、
そ
の
仕
組
み
や
サ
ー
ビ
ス
を
扱
う
社
会

科
学
系
の
大
学
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
話
を
す
れ
ば
わ
か
り

や
す
い
の
か
に
つ
い
て
悩
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は

物
流
関
係
が
専
門
で
す
の
で
、
具
体
的
な
事
例
を
含
め
な
が

ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

伊
賀

私
の
専
門
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
分
野
で
、
レ
ー
ザ

ー
や
半
導
体
と
い
っ
た
も
の
つ
く
り
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
と
も
の
つ
く
り
に
つ
い

て
話
を
し
て
か
ら
、
大
学
の
在
り
方
な
ど
の
話
を
し
ま
し
た

が
、
実
は
私
も
困
っ
て
い
た
の
で
す
。「
も
の
つ
く
り
」
と

い
っ
て
も
基
本
的
に
は
大
学
で
研
究
し
て
い
る
範
囲
し
か
わ

か
り
ま
せ
ん
の
で
、
産
業
界
の

人
を
前
に
し
て
「
も
の
つ
く
り
」

に
つ
い
て
話
す
の
は
、
多
少
躊

躇
が
あ
り
ま
し
た
（
笑
）。
そ

れ
に
し
て
も
、
両
大
学
の
同
窓

会
は
非
常
に
い
い
意
味
で
競
争
し
て
お
り
、
大
学
が
こ
の
よ

う
な
強
固
な
同
窓
会
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
珍
し
い

こ
と
で
す
し
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

杉
山

さ
て
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
現
在
、
第
２
期
の
中
期

目
標
・
中
期
計
画
に
基
づ
い
て
教
育
研
究
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
第
１
期
を
振
り
返
っ
て
み
て
の
感

想
は
い
か
が
で
し
た
か
。
私
が
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
日
本

経
済
新
聞
に
黒
木
登
志
夫
前
岐
阜
大
学
長
の
国
立
大
学
法
人

化
第
１
期
を
振
り
返
っ
て
の
記
事
が
載
っ
て
い
て
、
そ
の
見

出
し
が
「
活
性
化
と
疲
弊
の
６
年
」
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

「
活
性
」
と
「
疲
弊
」
と
い
う
と
相
矛
盾
す
る
よ
う
で
す
が
、

多
く
の
大
学
が
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

東
京
工
業
大
学
長杉

山
武
彦

一
橋
大
学
長

×

合
同
移
動
講
座
で

「
も
の
つ
く
り
」
を
語
る

第
１
期
中
期
目
標
期
間
は
、

活
性
化
と
疲
弊
の
６
年
間
だ
っ
た
か
？
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日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

伊
賀

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
で
は
、
そ
の
「
活
性
」
で
す
ね
。

国
立
大
学
時
代
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
運
営
面
で
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
東
京
工
業
大
学
と
そ

の
同
窓
会
で
あ
る
蔵
前
工
業
会
が
資
金
を
積
み
立
て
て
一
緒

に
会
館
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
研
究
面
で
も
、
研

究
費
な
ど
の
経
費
の
枠
組
を
大
学
の
裁
量
で
組
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
柔
軟
に
運
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
大
学
に
と
っ
て
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
、
発
展

の
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
り
ま
し
た
。

「
疲
弊
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
疲
」
れ
て
は
い
ま

す
が
、「
弊
」
で
は
な
い
、
つ
ま
り
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
運
営
費
交
付
金
が
毎
年
度
減
額

さ
れ
る
の
は
ど
こ
の
大
学
に
と
っ
て
も
大
変
で
す
。
し
か
し

一
方
で
は
競
争
的
資
金
が
増
え
て
い
る
の
で
、
大
学
全
体
と

し
て
の
予
算
は
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
長
自
ら
が
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
臨
み
話
を
す
る
よ
う
な
機
会
も
多
く
な
っ
て
お

り
、
こ
の
こ
と
も
大
学
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
る
と
い
う
意

味
で
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

東
京
工
業
大
学
の
教
員
に
、
な
ぜ
疲
れ
て
い
る
の
か
聞
い

て
み
る
と
、
か
な
り
の
労
力
が
学
会
な
ど
の
世
話
に
費
や
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ま
す
。
学
術
・
研
究
に
お
け
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
組
織
を
維
持
す
る
た
め
の
学
会
運
営
は
不
可
欠
で

す
し
、
若
手
研
究
者
の
育
成
も
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
大
学
の
研
究
が
大
規
模
化
し
て
い
る
こ
と
も

一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
工
業
大
学
で
は
、
現
在
グ
ロ

ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
＊
１

を
９
件
獲
得
し
、
学
内
の
ほ
と
ん
ど
の
研

究
分
野
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
人
ほ
ど
忙
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。「
忙
し
い
」
と
い
う
漢
字
は
、「
心
」
を

「
亡
く
す
」
と
書
き
ま
す
が
、
私
は
常
日
ご
ろ
か
ら
多
用
で
あ

っ
て
も
多
忙
で
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
研
究
は
楽

し
く
や
る
も
の
で
す
。

杉
山

一
橋
大
学
で
も
同
じ
よ
う
に
、
忙
し
い
人
が
よ
り
忙

し
く
な
る
と
い
っ
た
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
競
争
的
資
金

の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
な
っ
て
き
て
か
ら
な
お
さ
ら
で
す
。
ま

た
、
伊
賀
学
長
が
言
わ
れ
る
と
お
り
、
力
の
あ
る
大
学
は
運
営

費
交
付
金
が
減
っ
て
も
競
争
的
資
金
が
獲
得
で
き
る
の
で
、
総

額
で
い
え
ば
以
前
よ
り
予
算
は
多
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
競
争
的
資
金
は
基
本
的
に
研
究
等
の
た
め
に
使
う
わ

け
で
す
か
ら
、
大
学
運
営
の
基
本
的
な
部
分
で
必
要
な
経
費
の

杉山武彦（すぎやま・たけひこ）
1968年一橋大学商学部卒業、1970年同大

学大学院商学研究科修士課程修了、1974

年同大学大学院商学研究科博士課程単位

修得退学。1974年成城大学経済学部専任

講師、1977年一橋大学商学部専任講師、

1980年同大学商学部助教授、1986年同大

学商学部教授。その後、商学部長、副学

長を歴任し、2004年12月一橋大学長（現

在に至る）。専門は交通経済。

伊賀健一（いが・けんいち）
1963年東京工業大学理工学部電気工学課

程卒業、1965年同大学大学院理工学研究

科電気工学専攻修士課程修了、1968年同

大学大学院理工学研究科電気工学専攻博

士課程修了。1968年東京工業大学助手、

1974年同助教授、1984年同教授。1979年

～1980年ベル研究所客員研究員兼務。そ

の後、同大学精密工学研究所長、附属図

書館長、2001年～2007年日本学術振興会

理事を歴任し、2007年東京工業大学長

（現在に至る）。専門は電子工学、特に光エ

レクトロニクス。

＊1  文部科学省の研究拠点形成費等補助金事業

伊賀学長自ら学内を案内してくださいました。
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や
り
く
り
は
大
変
で
す
。
そ
こ
が
辛
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

先
日
、
如
水
会
で
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
６

年
間
を
振
り
返
っ
て
「
競
争
と
評
価
」
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
如
水
会
の
会
合
に
集
ま
る
の
は

私
よ
り
も
先
輩
の
方
々
が
多
く
、
私
な
ど
は
本
当
に
若
い
ほ

う
で
す
。
終
わ
っ
て
か
ら
あ
る
大
先
輩
に
、「
い
ろ
い
ろ
や
っ

て
き
た
と
言
っ
て
い
た
が
、
正
確
に
は
や
ら
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
確
か
に
や
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
も

事
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
大
学
の
研
究
や
教
育

に
良
い
方
向
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
き
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
か

ら
、
被
害
者
意
識
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
賀

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
一
時
期
、「
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
し
た
が
、「
さ
せ

ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉
の
裏
返
し
だ
と
思
い
ま
す
。
教
育
や

研
究
は
強
制
的
に
「
さ
せ
ら
れ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
社
会

や
国
民
の
た
め
に
「
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」
も
の
で
す
。

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
、
国
民
の
た
め
に
こ
の
よ
う

な
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
も
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

杉
山

国
立
大
学
法
人
化
で
、
事
務
職
員

の
仕
事
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。
積
極
的
に
動
こ
う
と
い
う
気
運

が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、

法
人
化
の
大
き
な
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。

伊
賀

そ
う
で
す
ね
。
大
学
院
大
学
化
を

推
進
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
東
京
工
業

大
学
は
国
立
大
学
法
人
化
す
る
少
し
前
か

ら
事
務
組
織
改
編
の
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
研
究
科
ご
と

に
独
立
し
て
い
た
事
務
局
を
改
編
し
て
、
集
中
的
に
事
務
を

や
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
研
究
戦
略
室
を
立
ち

上
げ
て
、
競
争
的
資
金
へ
の
応
募
な
ど
の
際
に
、
各
研
究
科

の
教
員
と
職
員
が
集
団
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

広
報
室
も
同
様
で
、
教
員
と
職
員
が
い
っ
し
ょ
に
議
論
す
る

場
を
つ
く
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
事
務
組
織
改
編
に
つ
い
て

は
陰
の
部
分
も
あ
っ
て
、
現
場
が
多
少
手
薄
に
な

っ
て
い
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
少
し
ず

つ
変
え
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

杉
山

大
学
の
使
命
は
教
育
と
研
究
で
す
が
、
特

に
「
教
育
が
責
務
で
あ
る
」
と
い
う
期
待
が
、
法

人
化
以
降
、
一
段
と
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
一
橋
大
学
に
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
ー
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
。
い

ま
で
は
こ
れ
に
、「
知
と
業
（
わ
ざ
）
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と

い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
加
え
て
使
っ
て
い
ま
す
。
東
京

工
業
大
学
で
は
「
時
代
を
創
る
知ち

・
技わ
ざ

・
志
・
和わ

の
理
工
人
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
人
材
を
世
の
中
に
送
り

出
し
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
お
考
え
で
す
か
。

伊
賀

東
京
工
業
大
学
は
１
８
８
１
年
の
建
学
で
、
も
の
つ

く
り
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
が
建
学
の
精
神
で
す
。

壁
に
掛
か
っ
て
い
る
歴
代
学
長
の
肖
像
画
の
左
か
ら
２
番
目

が
手
島
精
一
校
長
で
、
日
本
の
工
業
の
祖
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
同
様
に
、「
産
業
の

す
す
め
」
を
説
い
た
人
物
で
す
。
そ
の
考
え
方
は
現
在
ま
で

脈
々
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
第
一
次
産
業
の
農
林

水
産
業
か
ら
第
二
次
産
業
の
鉱
工
業
に
産
業
の
重
点
が
移
っ

た
こ
ろ
か
ら
、
東
京
工
業
大
学
の
卒
業
生
が
工
業
を
担
う
人

材
と
し
て
活
躍
し
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
第
三
次
産
業
と

し
て
情
報
化
の
分
野
に
も
活
躍
の
場
が
広
が
っ
て
い
ま
す

が
、
も
の
つ
く
り
を
中
心
に
置
く
と
い
う
東
京
工
業
大
学
の

精
神
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

学
内
で
い
ろ
い
ろ
と
議
論
し
て
、「
も
の
つ
く
り
の
未
来
に

向
け
る
使
命
感
」
こ
そ
が
東
京
工
業
大
学
の
根
元
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
た
う
え
で
、
昨
年
、
東
京
工
業
大
学
将
来
構
想
「
東

工
大
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
０
９
」
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
今
で
は
、

情
報
や
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
ま
た
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
新

し
い
無
形
の
も
の
を
含
め
て
も
の
つ
く
り
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
杉
山
学
長
の
ご
専
門
で
あ
る
流
通
や
交
通
な
ど

も
対
象
で
す
。
ま
た
、
東
京
工
業
大
学
で
は
、
早
い
時
期
か
ら

経
営
工
学
や
金
融
工
学
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

杉
山

私
が
一
橋
大
学
の
大
学
院
生
の
こ
ろ
、
東
京
工
業
大

学
の
松
田
武
彦
先
生
（
元
学
長
）
の
研
究
室
の
大
学
院
生
の

方
々
と
交
流
し
ま
し
た
が
、
経
営
学
の
勉
強
を
私
た
ち
以
上

に
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
紹
介
す

る
際
に
、「
も
の
つ
く
り
」
は
英
語
で
何
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
か
。

伊
賀

い
い
表
現
が
な
い
の
で
、「m

onotsukuri

」

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

「m
o
n
o
tsu
ku
ri

」
の

未
来
を
担
う

人
材
を
育
成
す
る

4
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ざ
し



と
そ
の
ま
ま
言
っ
て
い
ま
す
。「m

an
u
factu

rin
g

」
で
は
、

日
本
人
が
も
の
つ
く
り
に
込
め
て
い
る
深
遠
な
魂
の
よ
う
な

も
の
が
な
か
な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

杉
山

確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
情
報
な
ど
を

含
め
て
も
の
つ
く
り
を
考
え
て
い
く
と
、「m

anufacturing

」

で
は
納
ま
り
ま
せ
ん
ね
。

伊
賀

ア
メ
リ
カ
に
１
年
半
ほ
ど
い
た
と
き
、「F

rid
ay
-

aftern
oon

ex
p
erim

en
t

」
と
い
う
言
葉
を
知
り
ま
し
た
。

金
曜
日
の
午
後
５
時
に
な
る
と
、
た
と
え
仕
事
が
途
中
で
も
帰

っ
て
し
ま
う
。
月
曜
日
の
担
当
は
別
の
人
な
の
で
、
ネ
ジ
が
締

ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
車
を
つ
く
る
と
い
う

の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
い
け
な
い
。
東
京
工
業
大
学

で
は
、
根
元
的
な
も
の
つ
く
り
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

杉
山

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
こ
の
「
知ち

・
技わ
ざ

・

志
・
和わ

」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
い
。

伊
賀

「
知ち

」
は
知
識
や
知
性
で
、

「
技わ
ざ

」
は
東
京
工
業
大
学
の
本
分
で

あ
る
技
術
を
指
し
ま
す
。
そ
こ
に
は

や
は
り
高
い
「
志
」
が
必
要
で
、
こ

れ
に
日
本
古
来
の
和
の
精
神
を
示
す

「
和わ

」
を
加
え
ま
し
た
。
中
西
進
先

生
の
著
書
＊
２
に
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
す
が
、
聖
徳
太
子
は

十
七
条
の
憲
法
の
中
で
「
和
を
も
っ

て
貴
し
と
為
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
悟
り
を
開
い
て
い
な
い
者

同
士
が
言
い
争
う
こ
と
は
無
駄
で
あ

り
、
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
い
ろ
い
ろ
議
論
を
戦

わ
せ
て
、
最
後
に
は
和
を
も
っ
て
収
め
る
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
聞
い
た
瞬
間
に
「
こ
れ
だ
！
」
と

思
っ
た
の
で
４
つ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

学
生
に
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
こ
と
を
聞
い
て
み

る
と
、
こ
の
「
和
」
が
す
ご
く
い
い
と
言
う
の
で

す
。
付
け
加
え
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

杉
山

一
橋
大
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
も
「
知
」
と
「
業
（
わ
ざ
）」
は
含
ま
れ

て
い
ま
す
し
、「
志
」
は
そ
も
そ
も
キ
ャ
プ

テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
と
い

う
言
葉
に
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
、
19
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
思

想
家
に
し
て
歴
史
家
で
あ
る
カ
ー
ラ
イ
ル

の
本
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
産
業
革
命
後

の
営
利
に
走
る
経
営
者
の
存
在
を
見
な
が

ら
、
こ
れ
で
は
だ
め
だ
と
考
え
て
、
社
会

の
た
め
に
役
立
つ
高
い
志
や
高
貴
な
騎
士

道
精
神
を
兼
ね
備
え
た
経
営
者
や
産
業
家

を
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト

リ
ー
と
表
現
し
ま
し
た
。
し
か
し
、「
和
」
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
意
識
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
印
象
深

く
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

伊
賀

「
知ち

・
技わ
ざ

・
志
・
和わ

」
を
教
育
の
基
本
に
据
え
て
、

い
か
に
実
行
し
て
い
く
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

杉
山
「
東
工
大
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
０
９
」
の
核
に
な
る
よ
う
な

も
の
は
動
き
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
賀

組
織
に
と
ら
わ
れ
な
い
全
学
横
断
的
な
も
の
が
二
、

三
動
き
出
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
構

が
そ
れ
で
す
。
本
学
の
教
授
、
准
教
授
約
８
０
０
人
の
う
ち
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
を
研
究
し
て
い
る
２
２
０
人
が
参
加
登

録
し
て
い
る
組
織
で
、
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
に
お
い
て
大

学
と
し
て
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で
き
る
か
を
研
究
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
は
社
会
科
学
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
地
球
科
学

と
い
っ
た
理
学
系
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
建
築
す

る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
棟
が
、
そ
の
中
核
施
設
と
な
り
ま
す
。

杉
山

一
橋
大
学
で
も
同
じ
よ
う
な
考
え
で
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
橋
大
学
に
は
、
学
士
課
程

を
有
す
る
研
究
科
と
し
て
商
経
法
社
の
４
研
究
科
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
を
横
断
す
る
研
究
体
制
作
り
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
社
会
科
学
全
般
を
対
象
と
し
て
、
縦

割
り
で
は
な
く
横
断
的
に
研
究
を
進
め
て
い
き
、
併
せ
て
大

学
の
研
究
を
可
視
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
で
す
。
現
在
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る
経
済
・
社
会
の
対
応
」、「
環
境
・

資
源
問
題
へ
の
経
済
・
社
会
の
対
応
」、「
人
口
構
成
（
年
齢
、

階
層
、
文
化
、
国
籍
等
々
）
か
ら
生
じ
る
問
題
群
へ
の
経

済
・
社
会
の
対
応
」
と
い
う
三
大
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
お
り
ま

す
。
人
口
構
成
の
問
題
で
い
え
ば
、
国
や
人
種
、
ま
た
、
宗

縦
割
り
に
横
串
を
刺
す

両
大
学
の
全
学
横
断
的
な
研
究
体
制

「
キ
ャ
プ
テ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
と

「
時
代
を
創
る
知ち

・
技わ

ざ

・
志
・
和わ

の
理
工
人
」
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＊2 中西 進『国家を築いたしなやかな日本知』ウェッジ刊　2006年発行
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6

教
な
ど
が
あ
り
ま
す
し
、
一
つ
の
国
の
中
で
も
若
年
者
層
と

高
齢
者
層
と
い
っ
た
世
代
間
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。
方
法
論

と
し
て
は
、「
高
度
な
統
計
的
実
証
分
析
」
と
「
総
合
的
地

域
研
究
」
の
２
つ
を
挙
げ
そ
れ
を
基
本
と
し
て
３
つ
の
テ
ー

マ
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
科
横
断
的
な
機

能
を
補
強
す
る
の
が
、「
一
橋
大
学
研
究
機
構
（
仮
称
）」
構

想
で
す
。
こ
の
機
構
は
、
各
研
究
科
内
で
進
め
ら
れ
て
い
る

各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
と
と
も
に
、
研
究

内
容
を
広
く
世
の
中
に
情
報
発
信
し
、「
一
橋
大
学
の
研
究
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
、

つ
ま
り
可
視
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

杉
山

大
学
改
革
の
進
展
の
中
で
、
大
学
の
個
性
化
が
問
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
大
学
に
お
け
る
７
つ
の
機

能
別
分
化
＊
３
に
関
し
て
、
そ
の
中
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
か
と
い

う
話
も
登
場
し
ま
し
た
。
一
橋
大
学
と
し
て
は
、（
１
）
世
界

的
研
究
・
教
育
拠
点
で
あ
る
と

か
、（
２
）
高
度
専
門
職
業
人
養
成

が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、

実
際
上
は
こ
の
２
つ
で
は
足
り
な

く
て
、（
４
）
総
合
的
教
養
教
育

も
必
要
だ
し
…
と
悩
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
東
京
工
業
大
学
で
は
、

ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

伊
賀

７
つ
の
機
能
別
分
化
で
い
え
ば
、
東
京
工
業
大
学
の

位
置
付
け
は
、（
１
）
世
界
的
研
究
・
教
育
拠
点
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
ま
ず
そ
の
前
に

ゼ
ロ
次
元
の
も
の
と
し
て
、「
志
」
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
実
は
学
長
に
な
る
前
、
私
は
委
員
と
し
て
こ
の
「
大

学
の
機
能
別
分
化
」
の
区
分
け
を
検
討
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
で
は
少
し
足
り
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
大
学
の
機
能

を
分
け
て
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
並
べ
る
の
は
い
い
の
で
す
が
、

ヒ
モ
で
吊
し
て
順
番
を
付
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

杉
山

一
橋
大
学
は
、
社
会
科
学
と
い
う
領
域
に
特
化
し
て

い
る
小
規
模
な
大
学
で
す
。
し
か
し
、
社
会
科
学
を
前
面

に
出
し
な
が
ら
、
科
学
技
術
の
在
り
方
や
進
め
方
に
も
指

針
を
与
え
て
い
く
よ
う
な
意
気
込
み
を
持
っ
て
い
ま
す
。

一
橋
大
学
に
は
科
学
技
術
的
な
蓄
積
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

科
学
技
術
サ
イ
ド
か
ら
は
、
社
会
科
学
に
対
し
て
期
待
す

る
面
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の

で
、
伊
賀
学
長
が
社
会
科
学
、
あ
る
い
は
一
橋
大
学
に
期

待
す
る
こ
と
、
ま
た
要
望
な
ど
の
率
直
な
ご
意
見
を
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊
賀

理
工
系
の
大
学
で
は
、
社
会
科
学
を
違
う
面
か
ら
見

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
世
界
が
大
き
く
変
化

し
、
産
業
構
造
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会

の
変
化
を
認
識
し
て
技
術
を
学
ん
で
い
く
こ
と
は
非
常
に
重

要
で
、
ま
た
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

経
営
学
や
経
済
学
、
ま
た
、
法
学
や
歴
史
学
と
い
っ
た
学
問

を
学
び
世
界
観
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ら
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る

大
学
は
頼
り
に
な
り
ま
す
。
四
大
学
連
合
＊
４
の
お
陰
で
、
約

１
０
０
人
の
東
京
工
業
大
学
の
学
生
が
一
橋
大
学
で
講
義
を

受
け
て
い
ま
す
。

杉
山

東
工
大
の
学
生
は
か
な
り
一
橋
大
学
に
講
義
を
受
け

に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
一
橋
の
学
生
で
東
工
大
に
出
か

け
て
い
く
学
生
の
数
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り

文
系
の
学
生
が
理
工
系
の
勉
強
を
し
よ
う
と
す
る
ほ
う
が
難

し
い
と
い
う
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

伊
賀

イ
メ
ー
ジ
的
に
は
そ
う
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
、
専
門
だ
け
で
な
く
広
く
教
養
を
学
ぶ
よ
う
な
仕
組
み

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
１
年
生
向
け
の
専

門
科
目
は
非
常
に
や
さ
し
い
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
の
で
、

文
系
の
学
生
に
も
学
び
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
専
門

が
何
で
あ
れ
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
が
、
世
界
文
明
セ

ン
タ
ー
の
講
義
で
す
。
こ
こ
で
は
、
文
学
や
美
術
、
ま
た
、

音
楽
な
ど
の
講
義
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
ま
す
。

杉
山

四
大
学
連
合
の
中
核
大
学
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
共

に
刺
激
し
合
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

日本のリーダーが語る

世界競争力のある人材とは？

＊3 平成17年度の中央教育審議会答申

で示された大学の機能別分化

（１）世界的研究・教育拠点

（２）高度専門職業人養成

（３）幅広い職業人養成

（４）総合的教養教育

（５）特定の専門的分野

（芸術、体育等）の教育・研究

（６）地域の生涯学習機会の拠点

（７）社会貢献機能

（地域貢献、産学官連携、

国際交流等）

＊4 研究教育の内容に応じて連携を図

ることで、新しい人材の育成と学

際領域、複合領域の研究教育の更

なる推進を図ることを目的とし

て、2001年３月に東京医科歯科

大学、東京外国語大学、東京工業

大学及び一橋大学で結成。

理
系
と
文
系
と
で
違
う
か
ら
意
味
が
あ
る

社
会
科
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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