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高エネルギー加速器研究機構
特別栄誉教授

小林 誠 先生 

次
の
時
代
を
リ
ー
ド
す
る

学
問・研
究
の

あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
え
る

1967年名古屋大学理学部物理学科卒業。1972年名古屋大学大
学院理学研究科修了（理学博士） 京都大学理学部 助手。1979
年高エネルギー物理学研究所（現・高エネルギー加速器研究機構）
助教授。1985年高エネルギー物理学研究所 教授。2003年高エネ
ルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所長。2004年高エネル
ギー加速器研究機構 理事。2007年日本学術振興会 理事。2008
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立命館大学経済学部　アブ
ダビ石油でのインターンシップ

法政大学
グローバル教養学部長
ダイアナ・コー先生

中京大学「教養探求ゼミ」
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2008年、ノーベル物理学賞を、
益川敏英先生と受賞した小林誠先生※１。
自由で伸び伸びとした高校、大学時代を送られた先生の目には、
現在の日本の大学やその研究環境はどのように映るのか。
大学入試改革、高校教育の問題点などについてもお聞きしてみました。
※１　2008年、「CP対称性の破れの起源の発見」の功績に対して与えられた。1973年、それ
までは３つとされていた素粒子の最小単位であるクォークについて、３世代６種類の存在を大
胆に予言する小林・益川理論を発表、素粒子の標準理論の完成に貢献した。1994年、アメリ
カのフェルミ国立加速器研究所でトップクォークの存在が確認され、さらに2001年、Bファクトリー
の実験で予言は実証された。また標準理論は一昨年のヒッグス粒子の発見で完結をみた。

新
し
い
発
見
は

次
の
挑
戦
の
始
ま
り

進路のヒントⅠ　
目指せ ! グローバル人材 Ⅱ
自分の枠を越え、異なるバックグランド
を持つ人と積極的にコミュニケーションを
照子　ワインバーグさん

中京地区有力大学　学長が語る

グローバル人材の基礎力
伸ばそう！英語４技能
名古屋外国語大学 外国語学部英語教育学科 教授
太田　光春先生
立教大学 経営学部  国際経営学科 教授
松本　茂先生

立命館大学と法政大学のグローバル化へ
の取組

2020に向けて❸

早稲田大学人間科学部FACT選抜始まる
京都大学特色入試１期生は語る

日
本
の
研
究
、

大
学
を
取
り
巻
く

問
題
に
つ
い
て

国
の
厳
し
い
財
政
事
情

に
よ
っ
て
、
国
立
大
学
の

運
営
の
ベ
ー
ス
と
な
る
交

付
金
が
減
り
続
け
、
日
常

的
な
研
究
基
盤
に
も
支
障

を
き
た
し
か
ね
な
い
よ
う

な
状
況
は
、
将
来
に
暗
い

影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
研
究
者
が
、
ベ
ー

シ
ッ
ク
な
部
分
の
研
究
に

お
い
て
さ
え
、
科
研
費
な

ど
の
競
争
的
資
金
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ

の
獲
得
の
た
め
に
研
究
す

る
時
間
を
取
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
な
ど
、
様
々
な
問

題
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

中
で
も
深
刻
な
の
は
博
士

課
程
へ
進
む
学
生
が
減
っ

て
い
る
こ
と
。
特
に
工
学

系
で
顕
著
な
よ
う
で
す

が
、
将
来
の
ポ
ス
ト
不
足

に
加
え
て
、
研
究
者
の
魅

力
が
薄
れ
て
き
て
い
る
の

が
大
き
な
原
因
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

研
究
資
金
の
投
資
対
象

が
応
用
に
近
い
研
究
、
つ

ま
り
投
資
を
回
収
で
き

る
可
能
性
の
高
い
も
の
に

偏
っ
て
き
て
い
る
の
も
問

題
で
す
。
こ
れ
は
、
研
究

投
資
に
力
を
入
れ
て
い
る

ア
ジ
ア
の
新
興
国
な
ど
に

も
見
ら
れ
る
世
界
的
な

傾
向
で
あ
る
と
も
言
え
ま

す
。
し
か
し
、
科
学
・
技

術
の
基
礎
を
支
え
る
の
は

基
礎
研
究
で
す
か
ら
、
そ

れ
を
育
て
な
い
限
り
将
来

の
発
展
は
望
め
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
基
礎
研
究
は

成
功
確
率
の
低
い
厳
し
い

世
界
。
し
か
も
本
当
に
斬

新
な
も
の
を
見
分
け
る
の

は
至
難
の
業
で
す
。
投
資

す
る
側
に
は
、
こ
う
し
た

基
礎
研
究
の
特
質
を
理
解

す
る
見
識
と
、
そ
れ
を
見

守
る
度
量
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
本
気
で
科
学
・
技
術

立
国
を
考
え
て
い
る
か
ど

う
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
場
合
は
、

た
ま
た
ま
、1
9
7
0
年

代
と
い
う
素
粒
子
物
理
学

の
見
方
が
大
き
く
変
わ
っ

た
時
期
に
遭
遇
し
、
自

分
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
を
試

す
こ
と
の
で
き
る
機
会
に

恵
ま
れ
ま
し
た
。
同
様

の
こ
と
は
、
ど
の
分
野
に

も
起
こ
り
う
る
と
思
い
ま

す
。
自
分
の
興
味
か
ら
研

究
し
て
い
た
こ
と
が
、
何

か
の
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
大
き

く
開
花
す
る
こ
と
は
よ
く

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
日
ご
ろ
か
ら
自
身
の

研
究
を
思
う
存
分
で
き
る

環
境
、
そ
う
い
う
ゆ
と
り

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
だ
け

が
、
そ
の
国
の
基
礎
研
究

力
の
バ
ロ
メ
ー
タ
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
の
日
本
の
よ
う
な
短

期
的
成
果
を
求
め
る
研
究

環
境
が
続
け
ば
、
そ
の
中

で
育
っ
た
研
究
者
か
ら
は

受
賞
者
が
出
に
く
く
な
る

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し

て
い
ま
す
。

大
学
ラ
ン
キ
ン
グ

日
本
の
大
学
の
国
際
競

争
力
が
少
し
ず
つ
下
が
っ

て
い
る
こ
と
も
問
題
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
使
わ
れ

て
い
る
指
標
の
ウ
ェ
ー
ト

の
か
け
方
に
よ
っ
て
も
ラ

ン
キ
ン
グ
は
変
わ
り
ま
す

か
ら
、
あ
ま
り
一
喜
一
憂

す
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。そ
れ
よ
り
も
、

問
題
と
さ
れ
て
い
る
項
目

の
中
で
、
ほ
ん
と
う
に
欠

け
て
い
る
と
こ
ろ
は
き
ち

ん
と
改
善
し
て
い
く
。
ま

た
指
標
に
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
外
形
的
な
も
の

が
多
く
、
実
際
の
教
育
の

中
身
は
見
え
て
き
ま
せ
ん

か
ら
、
教
え
る
側
が
教
育

の
内
容
に
自
信
を
持
て
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
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目
指
せ
！
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

進路の
ヒント

Ⅰ

す
。た

だ
難
し
い
の
は
、
英

語
に
よ
る
授
業
を
ど
れ

ぐ
ら
い
取
り
入
れ
る
か
で

す
。
多
く
し
た
場
合
、
学

生
の
理
解
度
が
下
が
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
す
る

現
場
の
先
生
た
ち
も
多

く
、
卒
業
時
の
水
準
が

下
が
っ
て
は
元
も
子
も
な

い
と
い
う
意
見
は
頷
け
ま

す
。
日
本
は
、
全
て
自
国

の
言
葉
で
大
学
院
ま
で
の

教
育
が
受
け
ら
れ
る
数
少

な
い
国
。
結
果
的
に
外
国

語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
が
育
た
な
い

と
い
う
面
も
な
き
に
し
も

あ
ら
ず
で
す
が
、
そ
の
プ

ラ
ス
面
は
活
か
し
て
い
く

べ
き
で
す
。
国
際
化
が
必

要
な
の
も
確
か
で
す
か

ら
、
そ
こ
を
犠
牲
に
し
て

ま
で
英
語
に
よ
る
授
業
を

増
や
す
の
か
。
考
え
ど
こ

ろ
と
い
う
か
、
ジ
レ
ン
マ

で
は
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
問
題
と
さ
れ

る
の
が
、
日
本
の
大
学
は

教
育
の
仕
方
が
、
米
国
な

ど
と
は
大
き
く
違
う
点
。

現
在
は
そ
れ
に
近
づ
け
よ

う
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
私
な
ど
は
米

国
型
だ
っ
た
ら
、
う
ま
く

つ
い
て
い
け
た
か
疑
問
で

す
。
な
か
な
か
難
し
い
こ

と
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

大
学
教
育
に
つ
い
て
も
、

研
究
資
金
の
投
資
先
を

選
ぶ
の
と
同
様
、
い
ろ
い

ろ
な
ス
タ
イ
ル
の
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
し

て
、
受
験
生
が
選
べ
る
と

い
う
の
も
い
い
と
思
い
ま

す
。大

学
入
試
改
革
、

高
校
教
育
改
革
に

つ
い
て
思
う
こ
と

直
接
的
、
間
接
的
に
か

か
わ
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
反
映
し
て
大
学
や
高

校
の
教
育
、
ま
た
そ
の
接

点
で
あ
る
大
学
入
試
の
改

革
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
大
学
入
試
改
革
に
つ

い
て
言
え
ば
、
私
は
も
っ

と
早
く
始
め
て
も
よ
か
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
学
入
試
に
は
高
校
教

育
全
体
を
縛
っ
て
い
る
と

い
う
面
が
あ
り
、
高
校
で

何
か
を
し
よ
う
と
す
る
と

必
ず「
入
試
が
あ
る
か
ら
」

と
い
う
議
論
に
遮
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
大
学

側
も
入
試
問
題
を
高
校
の

履
修
範
囲
か
ら
し
か
出
題

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
ひ

ね
っ
た
問
題
を
出
さ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。そ
こ
で
、

伸
び
盛
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
限
ら
れ
た
枠
の
中
で
の

受
験
対
策
に
費
や
す
の

は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う

議
論
が
出
て
く
る
わ
け
で

す
。
ま
た
理
系
、
文
系
に

分
け
る
こ
と
の
問
題
は
さ

て
お
い
て
も
、
同
じ
理
系

で
も
、
サ
イ
エ
ン
ス
と
エ

ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
で
は
求

め
ら
れ
る
資
質
は
異
な
り

ま
す
。
大
学
の
ア
ド
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
と
も
関

連
し
ま
す
が
、
決
ま
っ
た

枠
の
中
か
ら
の
出
題
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
適
性
を
見
極

め
る
の
は
難
し
い
と
思
い

ま
す
。

そ
も
そ
も
、
入
学
者
の

基
礎
学
力
不
足
を
嘆
く

先
生
も
多
い
わ
け
で
す
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方

が
、
入
試
本
来
の
目
的
で

あ
る
入
学
者
の
学
力
を
保

証
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
す

で
に
京
都
大
学
は
特
色
入

試
を
始
め
て
い
ま
す
し
、

名
古
屋
大
学
の
理
学
部
で

も
、
来
年
度
入
学
者
対
象

の
推
薦
入
試
に
、
提
出
書

類
だ
け
で
選
考
す
る
方
法

を
導
入
し
ま
す
。
新
し
い

や
り
方
に
挑
戦
し
、
追
跡

調
査
を
し
て
検
証
し
な
が

ら
進
め
て
い
く
必
要
は
あ

る
と
思
い
ま
す
。

高
校
教
育
に
つ
い
て

は
、
か
ね
が
ね
学
習
指
導

要
領
の
あ
り
方
が
問
題
だ

と
感
じ
て
き
ま
し
た
。
ミ

ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と

い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い

ま
す
が
、
教
科
書
は
書

き
方
ま
で
縛
ら
れ
て
い
る

せ
い
か
魅
力
的
な
表
現
が

少
な
い
。
ま
た
理
系
の
場

合
、
20
世
紀
後
半
か
ら
は

新
し
い
知
見
が
爆
発
的
に

増
え
、
高
校
ま
で
に
学
ん

で
お
い
て
ほ
し
い
こ
と
は

増
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
内
容
が
厳
密
に
限

定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に

追
い
つ
け
て
い
な
い
と
い

う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

教
え
る
時
間
が
足
り
な

い
と
い
う
議
論
に
な
る
で

し
ょ
う
が
、
何
か
を
カ
ッ

ト
し
て
い
く
だ
け
で
な

く
、
少
し
高
い
視
点
か
ら

概
念
を
整
理
す
る
よ
う
な

方
法
を
模
索
し
て
は
ど
う

か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

教
育
現
場
で
は
、
一
旦
で

き
上
が
っ
た
も
の
を
変
え

る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
今
は
思
い

切
っ
て
考
え
直
す
必
要
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
学
習
指

導
要
領
に
示
さ
れ
る
こ
と

が
、
将
来
、
役
に
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
知
識
の
幅

が
広
い
こ
と
は
大
学
や
社

会
に
お
い
て
力
と
な
り
ま

す
。
た
だ
私
は
、
そ
れ
を

超
え
て
自
分
の
興
味
の
あ

る
こ
と
を
見
つ
け
、
そ
れ

を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
は

な
お
大
事
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、
自

分
が
将
来
や
り
た
い
こ
と

が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、
試
験
の
点
数
だ

け
で
何
と
な
く
進
路
を
決

め
る
よ
う
な
状
況
か
ら
脱

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
す
。

こ
の
世
界
に
は
ま
だ
ま

だ
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

私
の
専
門
で
あ
る
素
粒
子

物
理
学
や
、
近
接
す
る
宇

宙
物
理
学
で
は
、
最
近
に

な
っ
て
重
力
波
が
検
出
さ

れ
、
こ
こ
K
E
K
※
２
で

は
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
で
も

C
P
の
破
れ
※
３
が
あ
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
兆

候
ら
し
き
も
の
を
捕
え
ま

し
た
。
来
年
か
ら
は
、
こ

れ
ま
で
の
K
E
K
B
※

４
を
改
良
し
た
ス
ー
パ
ー

K
E
K
B
に
よ
る
実
験

が
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
新
た
な
現
象
の
発
見

も
期
待
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
私
た
ち
理
論
に
携
わ

る
も
の
に
と
っ
て
は
、
ど

ん
な
発
見
も
新
し
い
始

ま
り
を
意
味
す
る
も
の
で

す
。
そ
う
し
た
発
見
を
手

掛
か
り
に
し
て
、
未
知
の

世
界
を
解
明
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
世
界

が
急
速
に
狭
ま
り
、
国
際

的
な
競
争
が
加
速
す
る

こ
と
で
、
私
た
ち
を
取
り

巻
く
制
度
や
仕
組
み
は
窮

屈
に
な
る
一
方
、
知
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
は
あ
い

変
わ
ら
ず
無
限
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。
ど
ん
な
小
さ

な
発
見
で
も
、
そ
の
瞬
間

の
嬉
し
さ
は
な
に
も
の
に

も
替
え
が
た
い
と
思
い
ま

す
。
次
は
そ
れ
を
さ
ら

に
追
求
し
、
一
つ
ず
つ
解

明
し
て
い
く
、
理
解
し
て

進
ん
で
い
く
面
白
さ
を
味

わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
弛
ま
ぬ
積
み

重
ね
、
そ
し
て
そ
れ
を
持

続
さ
せ
て
く
れ
る
熱
意
や

情
熱
こ
そ
、
次
の
時
代
を

牽
引
す
る
新
し
い
発
明
・

発
見
の
原
動
力
に
な
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

※
２　

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
高

エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
。略
称

K
E
K（
ケ
イ
・
イ
ー
・
ケ
イ
、ま
た
は
、

ケ
ッ
ク
）
は
機
構
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記 

K
ou Enerugi K

asokuki K
enkyuu 

K
ikou

の
略
。

※
３　

C
P
対
称
性
が
あ
る
と
は
、
粒

子
と
反
粒
子
を
い
れ
か
え
、
鏡
映
し
に

し
た
世
界
で
物
理
現
象
の
発
生
確
率

が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。

※
４　

K
E
K
B
（
ケ
ッ
ク
ビ
ー
）
と

は
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構

(

K
E
K)

に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
子
・
陽

電
子
衝
突
加
速
器
。衝
突
部
に
は
ベ
ル

測
定
器
が
置
か
れ
、
C
P
対
称
性
の
破

れ
の
研
究
が
行
わ
れ
た
。
B
中
間
子
が

大
量
に
生
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
B
フ
ァ

ク
ト
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
。現
在
は
、性

能
を
増
強
し
た
ス
ー
パ
ー
K
E
K
B

の
稼
働
が
始
ま
っ
て
い
る
。

新
し
い
こ
と
へ
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う

私
の
考
え
る
「
グ
ロ
ー

バ
ル
な
人
材
」
と
は
、
語

学
に
堪
能
で
あ
る
か
ど
う

か
以
前
に
、
自
分
の
枠
を

越
え
て
異
な
る
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
人
々
と

積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
は
か
れ
る
人
で

す
。た

と
え
英
語
が
話
せ

て
も
、
そ
の
人
が
グ
ロ
ー

バ
ル
な
人
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
私
自
身
、
1
9
7
0

年
代
に
渡
米
し
ま
し
た

が
、
い
ま
だ
に
英
語
が
完

璧
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の

不
足
は
相
手
を
知
り
た

い
と
い
う
好
奇
心
や
パ
ッ

シ
ョ
ン
（
情
熱
）
で
補
っ

て
い
ま
す
。
慣
習
に
固
執

せ
ず
、
新
し
い
こ
と
に
目

を
向
け
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

る
こ
と
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
人
材
に
と
っ
て
不
可
欠

な
要
素
で
す
。

私
は
愛
知
県
一
宮
市
の

出
身
で
す
。
親
が
会
社

を
経
営
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
多
数
の
従
業
員
や
取

引
先
が
絶
え
ず
出
入
り
す

る
開
放
的
な
環
境
に
育
ち

ま
し
た
。
そ
し
て
、
幼
い

頃
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
憧
れ

て
い
た
私
は
、
20
代
で
一

度
ユ
タ
州
に
渡
り
、
い
っ

た
ん
日
本
に
戻
り
ま
し
た

が
、
前
の
夫
ワ
イ
ン
バ
ー

グ
と
出
会
い
、
結
婚
す
る

た
め
に
あ
ら
た
め
て
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
に
渡
っ
て
来
ま

し
た
。
し
か
し
、
結
婚
４

年
で
夫
が
病
死
、
そ
こ
で

カ
レ
ッ
ジ
で
専
攻
し
た
コ

情報学部

　情報文化学部のこれまでの成果を継承するとともに、ビッグデータ、人工
知能、IoTなどを活用する新しい情報学の創出を目指すとして開設されるのが
情報学部です。
　学科は自然情報学科、人間・社会情報学科、コンピュータ科学科の３学
科。定員は、135名。前期で113名を、推薦で22名を募集する。学科の
内訳は、自然情報学科、人間・社会情報学科がそれぞれ38名、コンピュー
タ科学科が59名。
　自然情報学科は、自然現象や社会現象のデータ分析とその数理モデル
化などを学ぶ数理情報系と、スーパーコンピュータを使ってシミュレーションや
デザインを学ぶ複雑システム系の２つの教育系で構成される。
　人間・社会情報学科は、情報倫理と法、マネジメント力、コミュニケーション
力等、社会における情報学を扱う社会情報系と、心理・認知科学系の２つ
の教育系で構成。人間の心理や知覚・感覚、コミュニティやマーケットを情
報学を駆使して解明できる人材を育成する。
　コンピュータ科学科は、コンピュータやネットワーク、人工知能や音声画像
処理などの情報科学技術を専門的に学びながら、社会や自然に対する理解
力も持つことで、情報科学技術を活用した新しい機器、システム、サービスな
どの創出や、社会課題の解決に貢献できる人材を養成する。ソフトウェアな
どを扱う情報システム系と、自然、人間、社会などをつなぐ情報学を扱う知能
システム系の2つの教育系で構成される。
　3学科とも人類の直面する諸問題や社会課題の解決をはかり、社会の持
続的発展に貢献するとともに、新たな価値を創造する人材の養成を目指す。
　カリキュラムの特長は、「学科横断の専門基礎教育」と「専門性と総合性
を加味した専門教育」、「柔軟なカリキュラム編成とクォーター制の導入」の３
点。専門基礎教育は『情報科学技術の基礎』、『自然と社会をシステムとし
て理解するための基礎』、『論理的に考えるための基礎』の３つで構成され、

文系・理系の境界を超
えた立場から情報学を
幅広く学ぶ。
　専門教育では、各学
科毎に専門性を深める
と同時に、情報倫理と
法律、マネジメントなどの科目を学ぶことで、異なる専門領域とつなげて考察し
発想する総合性と、社会との関係性を学ぶ。
　柔軟なカリキュラム編成とクォーター制の導入は、３年次進級時の転学科
を容易にするのと、海外留学やインターンシップに参加しやすいカリキュラム
編成を狙いとしている。

大きく変わる工学部・工学研究科（大学院）

　青色発光ダイオードの研究でノーベル賞を受賞した赤﨑勇先生と天野
浩先生の研究の舞台となった工学部・工学研究科。≪ノーベル賞受賞者
を生み出した自由闊達な学風の下で実施するBasics ‒ Specialization - 
Innovation 教育≫によって≪より良い工学系人材、勇気ある知識人≫を
育成するとして、現在の５学科13コース、研究科20専攻を、それぞれ７学
科、17専攻に一体的に再編する。学部の履修コースをわかりやすい学科
に再編するだけでなく、基礎教育３年、専門教育３年、高度専門教育３年の

「３＋３＋３教育システム」で学部・大学院をシームレスにつなぐ。基礎教育
を重視し、専門性と総合性を備えた人材、さらには資源の少ない日本に求め
られる技術革新を牽引する研究者の育成に力を入れる。また、共同研究奨
励制度（仮称）を導入することで、専攻をまたいで幅広い研究を行うことが可
能になり、未来材料・システム研究所（天野センター）との共同研究や、工
学関連センター等の協力によって最先端教育プログラムを開講する。研究
科では社会人の受け入れを推進し、社会人向けの「リーダー養成講座」も
開設する予定。

デキル！学部 2017年度　名古屋大学が情報学部を新設
工学部・工学研究科も改組

Ⅱ



3 vol.121 2016年（平成28年）9月15日 大学ジャーナル3

こ
か
ら
、
名

古
屋
市
と
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス

市
の
姉
妹
都

市
委
員
会
と

も
ご
縁
が
で

き
、
３
年
前

に
そ
の
委
員

長
に
就
任
し

ま
し
た
。
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
名
古

屋
市
と
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市

は
、
お
互
い
に
最
初
に
姉

妹
都
市
を
締
結
し
た
市

で
す
。
２
年
前
に
は
締
結

55
周
年
を
記
念
し
て
、
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
市
内
に
あ
る

大
人
気
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
、
ザ
・
グ
ロ
ー
ブ

を
会
場
に
、
姉
妹
都
市
委

員
会
主
催
で
「
名
古
屋

デ
ー
」を
初
め
て
開
催
し
、

４
万
人
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

市
民
に
名
古
屋
の
伝
統

文
化
や
名
古
屋
飯
（
な
ご

や
め
し
）
を
楽
し
ん
で
い

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
の
技
術
を
頼
り
に

就
職
活
動
を
始
め
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
当
時
は
、

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
転
換
期

で
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
大
勢
必

要
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
仕
事
探
し
に
は

非
常
に
苦
労
し
ま
し
た
。

最
終
的
に
は
、
日
系
の
大

手
人
材
派
遣
会
社
に
採
用

さ
れ
、
正
社
員
に
な
っ
て

か
ら
、
そ
の
会
社
の
米
国

側
の
社
長
に
な
る
ま
で
頑

張
り
、
そ
の
後
、
独
立
し

ま
し
た
。

今
の
会
社
は
23
年
目
、

ア
メ
リ
カ
の
人
材
派
遣
業

界
で
の
経
験
は
30
数
年
に

た
だ
き
ま
し
た
。、
自
分

の
枠
を
越
え
積
極
的
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
こ
と
に
加
え
て
、
私
が

グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
の
条

件
と
し
て
考
え
る
の
が
、

自
分
の
出
身
国
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
し
っ
か

り
と
確
立
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
根
無
し
草
で
は
い

け
ま
せ
ん
。
私
は
長
年
ア

メ
リ
カ
で
暮
ら
し
て
い
ま

す
が
、
心
は
永
遠
に
日
本

人
で
す
。
そ
し
て
出
身
国

と
出
身
地
の
良
い
と
こ
ろ

を
、
ア
メ
リ
カ
で
積
極
的

に
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
思

う
気
持
ち
を
具
現
化
し
た

も
の
が
名
古
屋
デ
ー
だ
っ

た
わ
け
で
す
。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
は
ま
さ

に
人
種
の
る
つ
ぼ
。
一
口

に
ア
メ
リ
カ
人
と
言
っ
て

も
、
日
系
人
も
い
れ
ば
、

他
の
ア
ジ
ア
系
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
系
、
南
米
出
身
者

も
大
勢
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
人
々
と
積
極
的
に
出

会
え
る
の
が
姉
妹
都
市
委

員
会
の
活
動
の
場
で
す
。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
は
、
名

古
屋
市
以
外
に
世
界
各
地

の
24
の
都
市
と
姉
妹
都
市

を
締
結
し
て
い
ま
す
。
私

に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
委

員
長
や
メ
ン
バ
ー
の
方
々

と
の
出
会
い
も
大
き
な

喜
び
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

仕
事
以
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
も
年
々
広
が
っ
て
い
ま

す
。

で
き
る
だ
け
早
い

時
期
に
海
外
留
学
を

10
年
前
か
ら
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
日
本
の
大
学
生

が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
ビ
ジ

ネ
ス
研
修
に
参
加
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
も
始
め
て
い
ま

す
。
異
な
る
大
学
か
ら
来

た
学
生
同
士
が
、
１
ヶ
月

間
、
共
同
生
活
を
し
な
が

ら
、
現
地
企
業
を
見
学
し

た
り
、
私
た
ち
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
で
企
業
を
経
営

し
て
い
る
起
業
家
や
米
国

企
業
で
働
く
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
の
話
を
聞
い
た

り
し
た
後
、
最
後
に
英
語

で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
行
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

感
心
す
る
の
は
、
決
し
て

英
語
が
得
意
で
は
な
か
っ

た
学
生
も
、
し
っ
か
り

準
備
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
終
了
さ
せ
る
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
り
た
い
と
い
う
意
欲

が
あ
れ
ば
、
語
学
力
は
努

力
次
第
で
向
上
す
る
の
で

す
。最

近
の
人
は
S
N
S

を
は
じ
め
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ

P r o f i l e

愛知県出身。結婚を機に渡米後、コン
ピュータサイエンス専攻でロサンゼルス
のバレーカレッジを修了。その後、日本の
大手人材派遣会社の米国法人に入
社。同社の社長を経て1994年に人材
会社Teruko Weinberg,Inc.を設立。人
材派遣ビジネスに取り組む一方で、日本
人子女の現地での教育環境整備に携
わるJBA教育部会、日米女性経営者の
会、日米交流に取り組む日米協会などの
ボランティア活動に参加。愛知県出身者
を集めたカリフォルニア愛知会の創設者
の一人。ロサンゼルス名古屋姉妹都市
委員会委員長に就任し、現在4期目。

Teruko Weinberg,Inc.代表
ロサンゼルス名古屋姉妹都市
委員会　委員長
照子 ワインバーグさん

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
偏
っ
て

い
る
よ
う
で
す
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
広
げ

る
に
は
直
接
自
分
の
目
で

見
て
、
人
と
出
会
う
こ
と

が
重
要
で
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
情
報
で
世
界
が

わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い

て
も
、そ
れ
は
所
詮
、バ
ー

チ
ャ
ル
な
情
報
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
私
が
携
わ
っ
て
い

る
日
本
の
大
学
生
の
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
そ
う
い

う
意
味
か
ら
彼
ら
の
人
生

の
大
き
な
転
機
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

世
界
に
羽
ば
た
き
た

い
と
願
う
今
の
日
本
の
若

い
方
々
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
海
外
生
活
を

体
験
し
て
ほ
し
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
い
く
ら
、
日

本
の
中
で
外
国
人
と
触
れ

合
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

人
の
向
こ
う
側
に
あ
る
実

際
の
現
場
に
は
、
も
っ
と

多
様
な
人
々
、
多
様
な
生

活
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

日
本
政
府
も
、
外
国
人
留

学
生
の
受
け
入
れ
を
増
や

す
だ
け
で
な
く
、
日
本
の

青
少
年
の
た
め
の
海
外
留

学
制
度
の
さ
ら
な
る
充
実

に
努
め
て
ほ
し
い
と
強
く

願
い
ま
す
。

自分の枠を越え、
異なるバックグランドを持つ人と
積極的にコミュニケーションを

　今年で3回目となるこのコンテストは、プレゼンテーションやディスカ

ッションを通じて世界の中高生が専門家や研究者らと交流を行い、グ

ローバル社会で生き抜く力を養うことを目的としている。アジア太平洋

を中心に、各国から27校・82名の中高生が参加し、英語を用いて

科学や国際的な社会課題に関する考えや研究成果を発表した。

　昨年までは科学技術をテーマとする「Global Science Link」部

門のみだったが、今年からは、環境や経済といった社会問題を取り上

げる「Global Issue Link」部門

が設置された。各部門でプレゼ

ンテーションやポスター発表が行

われ、開催国であるシンガポール

の研究者による審査や参加者

による投票の結果、日本は両部

門ともで受賞者を出した。

　コンテストの翌日は、東南アジ

ア経済の中心地として世界をリー

ドするシンガポールの名門大学や企業、研究施設の見学ツアーが行

われるが、本年の視察先は、世界中の研究機関や研究者が集う職・

住・遊・学習機能が一体化した研究開発拠点であるフュージョンポリ

スと、日本の研究機関・企業もオフィスを構える国際的バイオメディカ

ル分野の拠点であるバイオポリス。とくに前者には日本を代表する建

築家である黒川紀章氏が設計した棟があり、科学技術のみならず、日

本人の優れた芸術性を目にすることもできる。さらにグローバルに活

躍する3名の研究者による特別レクチャーも開催された。

　日本の参加者からは「他の国の生徒が、英語が母国語でないにも

関わらず、堂 と々話していたのが印象的だった」「英語力だけではなく、

発表の内容が重要なのだと気づかされた」といった声が寄せられ、英

語力を身につける中で得られるものや、語学力と並んで重要なことへ

の気づきを得られたことがうかがえる。また、「アジアの高校生のレベ

ルが高いことがわかり、その中で競争できるような力を身につけたいと

思った」という頼もしい感想も聞かれた。

第3回「アジア・太平洋地域における中高生のアイデアコンテストGlobal Link Singapore 2016」
が、7月23～25日にシンガポール国立大学（NUS）で開催される

【2016日本人受賞者】
オーラルセッション部門
GSL Best Presentation Award
宮城県仙台第三高等学校　岩間公希
Development of re-solidification concrete―A new life in 
the rubble be discarded
GSL Futuristic Award
福岡県立香住丘高等学校　坂本茜、荻本成基
Decreasing air resistance using a wind lens and dimples
―Application for wind turbine generator
GSL Special Award
愛媛県立長浜高等学校　重松 夏帆 、山本 美歩
Mg ions block nematocyst discharge and are involved in 
learning in Cnidaria
GIL Best Presentation Award
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校　中野 裕夏、武
藤 実緒
The suggestion of maintaining the precious traditions by 
using today’s developed information technology

ポスターセッション部門
GSL 1st Prize
池田高等学校　中村 美月、サン・ルイシン、藤田 祥帆
Regional comparison of ants and ports in southern Japan 
‒ Monitoring of alien ant species
GIL 1st Prize
富士見丘高等学校　春日 明日香、長尾 真実
To aim for a sustainable society within our school

な
り
ま
す
。
弊
社
で
は
ア

メ
リ
カ
に
暮
ら
す
日
本
人

を
含
む
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の

人
材
を
地
元
企
業
や
日
系

企
業
に
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
ア
メ
リ
カ
で
ビ
ジ
ネ

ス
を
展
開
し
て
い
る
日
系

企
業
に
、
日
本
に
関
心
の

あ
る
ア
メ
リ
カ
人
の
人
材

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

出
身
国
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

の
確
立
を

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
特
に

力
を
入
れ
て
い
る
の
は
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
名
古
屋
姉

妹
都
市
委
員
会
の
委
員

長
と
し
て
の
活
動
で
す
。

1
9
9
9
年
、
南
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
に
暮
ら
す
留

学
生
を
含
む
愛
知
県
出
身

者
と
、
愛
知
か
ら
進
出
し

て
い
る
企
業
関
係
者
を
つ

な
ぐ
愛
知
会
を
設
立
。
そ

現地の大学で日本語を学ぶ学生たちに特別講義を行うことも。写真はUCLA（カリフォルニア大学ロサン
ゼルス校）の講義の後に一部の学生たちと共に撮影。
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人
生
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
く
の

か
に
つ
い
て
、
ゼ
ミ
形
式
で
考
え
を
深

め
て
も
ら
い
ま
す
。大
学
で
の
学
び
を
、

生
き
る
力
に
ど
う
結
び
付
け
て
い
く

の
か
、
い
わ
ば
教
養
の
根
幹
に
迫
る
の

で
す
。

探
究
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
学
生

自
身
で
す
か
ら
、
私
は
関
心
の
あ
る
分

野
か
ら
そ
の
き
っ
か
け
や
ヒ
ン
ト
と
な

る
素
材
を
選
び
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ

け
簡
潔
に
、
し
か
も
生
涯
心
に
残
る

よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
造
語
や
フ
レ
ー

ズ
に
し
て
問
い
か
け
る
だ
け
。
ハ
リ
キ

ツ
ネ
も
そ
の
一
つ
で
す
。

※　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古
の
総
合
大
学
、ボ

ロ
ー
ニ
ャ
大
学
で
は
、神
学
、医
学
、法
学

が
専
門
で
、学
生
は
そ
の
前
に
７
つ
の
科

目
を
学
ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
。言
語
能
力
に

係
わ
る
文
法
学
、
修
辞
学
、
弁
証
法
（
論

理
学
）の
３
科
と
、算
術
・
幾
何
、天
文
、音

楽
の
４
科
。大
ま
か
に
い
う
と
前
者
が
今

の
文
系
、後
者
が
今
の
理
系
に
当
た
る
。

『
教
養
探
究
ゼ
ミ
』を

始
め
た
背
景
と
そ
の
狙
い

近
年
、
多
く
の
大
学
で
は
大
学
進

学
率
の
高
ま
り
や
学
生
の
質
の
変
化

に
対
応
し
て
、
初
年
次
教
育
や
導
入

教
育
、
あ
る
い
は
自
校
教
育
な
ど
、
新

入
生
を
対
象
に
き
め
細
か
な
対
応
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
就
職
指
導
を

含
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
力
を
入
れ
る
一

方
、
学
問
・
研
究
の
極
端
な
細
分
化

や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
を
背
景
に
、

《
ハ
リ
キ
ツ
ネ
》
の

五
文
字
か
ら
始
ま
る

大
学
と
は
何
か
、
そ
し
て
教
養
と

は
―
―
大
学
進
学
を
目
指
す
高
校
生

や
保
護
者
だ
け
で
な
く
、
学
生
も
卒

業
生
も
一
度
な
ら
ず
考
え
る
こ
の
問
題

に
対
し
て
、
私
は
よ
く
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
と

キ
ツ
ネ
の
譬た

と
え
を
引
き
合
い
に
出
し

ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
の
こ
と

ば
を
援
用
し
、
キ
ツ
ネ
は
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
、
つ
ま
り
教
養

溢
れ
る
人
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
は
と
が
っ
た

針
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
一
つ
だ
け
大
き

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
、
つ
ま
り
専

門
に
長
け
た
人
と
い
う
こ
と
に
た
と

え
ま
す
。
大
学
と
は
教
養
教
育
と
専

門
教
育
に
よ
っ
て
こ
の
両
面
を
身
に
つ

け
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
、
学
生
に

《
ハ
リ
キ
ツ
ネ
》
を
目
指
す
よ
う
話
し

て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
教
養
と
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
語
で
は
パ
イ
デ
イ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
で
は
自
由
７
科
、
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
※
の
こ
と
で
、
元
々
は
《
自
ら

を
自
由
に
す
る
、
つ
ま
り
自
ら
の
職
業

か
ら
自
由
に
な
る
た
め
の
知
識
や
技

芸
》の
こ
と
。
英
語
で
は
カ
ル
チ
ャ
ー

で
、カ
ル
テ
ィ
ベ
ー
ト（cultivate

）「
耕

す
」
を
語
源
と
す
る
こ
と
か
ら
、
頭
と

心
を
耕
す
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
譬
え
も
織
り
交
ぜ
な

が
ら
行
わ
れ
る
の
が
、
私
が
提
案
し
て

始
ま
っ
た
『
教
養
探
究
ゼ
ミ
』。
数
年

前
か
ら
、
一
部
、
就
活
に
臨
む
３
年
生

も
交
え
て
前
期
に
講
義
形
式
で
行
っ

て
い
た
内
容
を
、《
卒
業
前
に
大
学
で

の
学
び
を
締
め
く
く
り
、い
ざ
社
会
へ
》

の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
４
年
次

の
最
終
セ
メ
ス
タ
ー
に
ゼ
ミ
形
式
で
行

い
ま
す
。
ま
た
所
属
学
部
を
問
わ
な

い
た
め
、
様
々
な
学
生
が
集
ま
り
、
多

種
多
様
な
意
見
が
飛
び
交
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
大
学
と
教
養
の
ほ

か
、人
間
と
は
何
か
に
つ
い
て
も
考
え
、

そ
の
上
で
自
ら
が
4
年
間
で
学
ん
だ

こ
と
を
集
約
し
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
の

教
養
教
育
の
再
評
価
も
進
ん
で
い
ま

す
。
た
だ
、キ
ャ
リ
ア
教
育
を
除
け
ば
、

多
く
は
１
、
２
年
生
が
対
象
で
、
講
義

形
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。

そ
の
点
、『
教
養
探
究
ゼ
ミ
』
で
は
、

学
生
は
４
年
間
を
振
り
返
っ
て
、
大
学

で
身
に
付
け
る
べ
き
力
が
自
分
に
備

わ
っ
た
の
か
、
専
門
性
と
い
う
針
を
十

分
に
磨
け
た
の
か
を
あ
ら
た
め
て
振

り
返
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
就
職
の
決

ま
っ
た
学
生
に
は
、
社
会
へ
出
る
た
め

の
心
構
え
を
、
卒
論
に
取
り
組
む
学

生
に
は
、
専
門
性
を
磨
く
意
義
に
気

づ
き
意
欲
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。
ま
た
高
齢
化
社
会
に
お

い
て
は
、
生
涯
に
亘
っ
て
学
び
続
け
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、『
教
養
探

究
ゼ
ミ
』
で
の
学
び
は
そ
の
た
め
の
起

点
、
原
点
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
大
学
で
は
、
３
年
、
４

年
と
学
年
が
進
む
に
つ
れ
、
ほ
か
の
専

門
や
学
部
、
学
科
に
進
ん
だ
仲
間
と

の
交
流
は
部
活
や
サ
ー
ク
ル
を
除
け

ば
少
な
く
な
っ
て
い
き
が
ち
で
す
。
し

か
し
学
部
横
断
型
の
こ
の
ゼ
ミ
で
は
、

共
通
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
異
な
る
視
野

を
持
つ
仲
間
と
意
見
を
交
わ
す
こ
と

が
で
き
ま
す
か
ら
、
自
己
本
位
に
陥

る
こ
と
な
く
広
い
視
野
と
総
合
的
に

考
え
る
力
を
養
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ゼ
ミ
の
最
後
の
部
分
で
は
、
ラ
テ

ン
語
で
ア
ル
マ·

マ
ー
テ
ル
（Alma 

Mater

：「
学
び
の
母
」）
と
い
わ
れ
る

母
校
と
、
自
分
が
そ
こ
で
得
た
も
の
を

振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら
船
出
す
る
厳

し
い
社
会
の
荒
波
の
中
で
の
拠
り
所
、

自
信
を
育
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

昨
年
か
ら
趣
旨
に
賛
同
す
る
国
際

教
養
学
部
の
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
、
持
ち
味
を
活
か
し
て
、
ユ
ニ
ー
ク

な
形
で
『
教
養
探
究
ゼ
ミ
』
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。《
始
ま
り
が
あ
る
な
ら
、

締
め
く
く
り
も
あ
る
べ
き
だ
》
と
の

考
え
が
、
大
学
全
体
に
広
が
っ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

受
験
生
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
地
下
鉄
内
ド
ア
横
ポ
ス

タ
ー
で
教
養
講
座
も
開
始

今
春
か
ら
は
、
中
京
大
学
受
験
生

向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ネ
ッ
ト
キ
ャ
ン

パ
ス
」
で
、
11
学
部
を
代
表
す
る
教

員
が
、
毎
月
、
専
門
の
一
端
を
紹
介
し
、

大
学
で
学
ぶ
意
義
や
面
白
さ
に
つ
い
て

P r o f i l e

2015年4月から中京大学
学長に就任。国際教養学
部教授。専攻分野はロシア
正教史、東方正教会神学。
著書には『ロシア世界』（共
著、世界思想社）、『ヨーロッ
パ・キリスト教美術案内』（共
著、日本基督教団出版局）
等があり、『宣教師ニコライ
の全日記』（共訳、教文館）
は2007年度日本翻訳出版
文化賞を受賞している。私大
連教育研究委員会委員等
の公職を歴任する一方、日本
トルストイ協会（副会長）、日
本ロシア文学会（元理事・中
部支部長）等の学会活動に
も積極的に取り組んでいる。

中京大学　学長
国際教養学部　教授
安村　仁志先生

語
る
教
養
講
座
を
掲
出
し
て
い
ま
す
。

第
１
回
目
を
担
当
し
た
私
は
、
こ

こ
で
は
「
バ
カ
に
で
き
な
い
『
イ
ワ
ン

の
ば
か
』」
と
題
し
て
、
50
歳
を
過
ぎ

た
ト
ル
ス
ト
イ
が
民
話
の
形
を
借
り

て
創
作
し
た
教
訓
的
な
短
編
の
一
つ

『
イ
ワ
ン
の
ば
か
』
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
譲
り
ま

す
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
本
当
の
豊
か

さ
、
本
当
の
知
恵
と
は
何
か
、
そ
し
て

生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い

て
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
こ
の
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
ま
た
、
私
自
身
の
学
問

的
な
体
験
か
ら
、
ど
ん
な
マ
イ
ナ
ー
な

テ
ー
マ
で
も
、
興
味
を
も
っ
て
目
を
凝

ら
し
て
探
究
を
続
け
て
い
く
と
、
求
め

る
も
の
の
方
が
向
こ
う
か
ら
「
私
を
見

つ
け
て
‼
」
と
叫
ん
で
く
る
よ
う
な
こ

と
に
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
と
話
し
て
い

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
私
は
近
年
、
若

者
の
知
識
が
と
て
も
断
片
的
に
な
り
、

お
ま
け
に
そ
の
量
も
少
な
い
こ
と
に
危

機
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
知
識

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
教
養
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
知
識

を
伴
わ
な
い
教
養
と
い
う
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
教
養
を
身
に
付
け

る
上
で
必
要
な
の
は
、
好
奇
心
と
目
に

見
え
な
い
こ
と
を
探
っ
て
い
こ
う
と
い

う
探
究
心
で
す
。

こ
の
教
養
講
座
、
私
の
後
に
は
、

経
営
学
部
永
石
信
教
授
の
「
傘
を
持

た
な
い
、
雨
の
日
」、
経
済
学
部
近
藤

健
児
学
部
長
に
よ
る
「
20
人
の
戦
う

博
士
た
ち
」、
文
学
部
酒
井
敏
学
部
長

の
「
読
解
力
が
世
界
を
救
う
」、ス
ポ
ー

ツ
科
学
部
髙
橋
繁
浩
学
部
長
の
「『
限

界
』
の
文
字
を
消
す
」、
現
代
社
会
学

部
松
田
茂
樹
教
授
の
「
少
子
化
問
題

を
解
く
鍵
、実
は
愛
知
県
に
あ
る
」
と
、

現
在
第
6
回
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
あ
る
い
は

学
部
教
育
の
特
徴
を
、
高
校
生
の
み

な
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
と

同
時
に
、
大
学
で
触
れ
る
学
問
や
教

養
へ
の
期
待
、
探
究
す
る
こ
と
の
面
白

さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
に
も

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
度
中

に
は
、
残
り
の
5
学
部
の
教
授
陣
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
魅
力
を
紹
介
し

て
下
さ
る
予
定
で
す
か
ら
、
総
合
大

学
と
し
て
の
本
学
の
魅
力
を
十
分
感

じ
て
も
ら
え
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」の建学
の精神で、全国でも18校しかない、10学部以
上を擁する私立大学の一つである中京大学。
国際英語、国際教養の２学部はもちろん、全学
部の学生が利用できる国際センターによるサ
ポート体制も充実し、大学全体でグローバル
人材育成に力を入れています。
２０１４年の６０周年を期に策定された「中京大
学長期計画　NEXT10」の5つの骨子の一つ
が教育で、そこでは「自ら考え、行動することの
できるしなやかな知識人を育成する」ことを掲
げています。卒業年度でのユニークな『教養探
究ゼミ』を自ら担当し、牽引役を務める安村仁
志学長に、今、なぜ教養なのか、またゼミの狙
いや背景について、国際教養学部の取組の一
端についてもお聞きしました。

卒業前の「教養探究ゼミ」で
グローバル、グローカルに活躍する
しなやかな知識人を育成

目
指
せ
！
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

進路の
ヒント

Ⅰ

　　
国際教養学部の特徴と、他学部のグローバル人材育成

　国際教養学部では、第二外国語(もう一つの言語)としてドイツ語、フ
ランス語、ロシア語、スペイン語、中国語の５言語から一つを自由に選
び、英語に加えて外国語をもう一つ身に付けトライリンガルを目指すこと
ができます。第二外国語の授業は、１年次が週４回、２年次が週３回で、
発音クラスはすべて15名以下の少人数クラスです。英語圏以外の国
の大学との留学協定も整っていて、学生の多くが、２年次の後期から選
択言語圏の大学へ半年間（１セメスター）留学しています。その上、言語
文化系、歴史文化系、思想文化系、国際社会系の４つの科目群を用
意して、言語能力に加えて世界理解を目指す深い教養が身につけられ
るようになっています。国際教養の所以です。
　中京大学では、国際教養学部、あるいは国際英語学部のような国際
系の学部以外でも、留学プログラムを軸にグローバル人材育成に力を
いれています。各学部毎の留学プログラムは表で示してあります。中京
大学では、どんな学部を選んでもらっても、幅広い教養を身に付け、世界
で活躍できる外国語力、異文化理解の力を必ず身に付けてもらえます。

中
京
地
区
の
有
力
大
学
の
取
組

国際英語学部

◦短期留学（2 〜6週間）　　
　国際英語キャリア専攻…シンガポール、オーストラリア、アメリカ
　英語圏文化専攻…イギリス、アメリカ、カナダ
　国際学専攻…ニュージーランド、韓国、シンガポール、インド、アメリカ
◦中期、長期留学（交換留学：約1年間・約半年間／セメスター留学：約半年間）

国際教養学部

◦海外課題研究（2・3年次：約4ヵ月）
　フランス（レンヌ第2大学）　ロシア（サンクト・ペテルブルグ大学）
　スペイン（パブロ・デ・オラビデ大学）　中国（上海大学、蘇州大学）
　ドイツ（IIK、デュッセルドルフ大学）

現代社会学部

◦海外短期研修（1年次：約2週間）
　国際文化専攻…マレーシア
◦海外博物館研修（3年次：約2週間）
　アメリカ、イギリス、南アフリカなど

経 営 学 部 ◦海外ビジネス研修（1年次：約2週間）
　オーストラリア（南クイーンズランド大学）

総合政策学部 ◦海外インターンシップin LA（約3週間）
　アメリカ・ロサンゼルス

心 理 学 部 ◦心理学海外演習（約4週間）
　オーストラリア

スポーツ科学部

◦スポーツ健康科学科／トレーナー事例研究（1年次：約10日間）
　アメリカ・ロサンゼルス、アリゾナなど
◦競技スポーツ科学科／スポーツマネジメント事例研究（2年次：約10日間）
　アメリカ・ロサンゼルス、アリゾナなど

中京大学　各学部の留学プログラム

Ⅱ

※留学先、期間は変更になる可能性があります。
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重
視
し
よ
う
と
い
う
国
際
文
化
学
部
（
国

際
文
化
学
科
、
国
際
協
力
学
科
）
の
開
設

で
一
層
強
ま
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
チ
ェ

州
に
あ
る
ア
ル
ム
ス
リ
ム
大
学
と
い
う
イ
ス

ラ
ム
教
の
大
学
と
も
協
定
を
結
び
、
学
生

が
お
互
い
に
一
月
間
ほ
ど
行
き
来
し
て
い
ま

す
。多

様
で
特
色
あ
る

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ン
ク

　
本
学
の
国
際
人
材
教
育
の
最
大
の
特
徴

は
、
留
学
に
関
し
て
協
定
先
が
多
い
こ
と

に
加
え
て
、
教
員
自
ら
が
、
学
生
の
ニ
ー
ズ

に
き
め
細
か
く
対
応
し
て
作
り
上
げ
て
き

た
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
り
ま
す
。
大

き
く
は
、
１
年
間
（
2
セ
メ
ス
タ
ー
）
で
原

則
正
規
の
授
業
を
受
け
る
長
期
と
、
３
カ

月
か
ら
半
年
間
（
1
セ
メ
ス
タ
ー
）
で
正
規

の
授
業
お
よ
び
語
学
研
修
を
受
け
る
中
期
、

そ
れ
に
春
季
・
夏
季
休
暇
の
２
週
間
か
ら

２
カ
月
間
を
使
っ
て
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
海

外
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
、
海
外
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
、
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
行
う

短
期
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

長
期
、
中
期
は
外
国
語
学
部
、
国
際
文

化
学
部
に
加
え
て
経
済
学
部
、
商
学
部
も

対
象
。
直
接
海
外
を
学
問
の
対
象
と
し
て

い
な
い
よ
う
な
学
部
生
た
ち
に
も
、
開
学
時

の
よ
う
に
、
海
外
の
人
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン

１
９
６
０
年
代
、

ア
ラ
ス
カ
の
大
学

と
の
交
流
に
始
ま
る

本
学
の
当
初
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
他
の
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
の
学
校
同
様
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
に
基
づ
い
て
有
為
な
人
材
を
育
成
す
る

こ
と
で
す
。
人
格
を
磨
き
、
異
文
化
に
対
し

て
苦
手
意
識
を
持
た
ず
、
広
く
多
様
な
価

値
観
を
受
け
入
れ
る
国
際
人
を
育
て
、
そ

の
た
め
の
手
段
と
し
て
英
語
を
教
え
る
と
い

う
意
味
で
は
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育

成
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
建
学
の

精
神
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基
づ
く
「
敬

神
愛
人
」
で
、
外
国
に
対
し
て
は
オ
ー
プ
ン

マ
イ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

戦
後
、
1
9
6
4
年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
年
に
新
制
大
学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
が
、
創
立
期
か
ら
ア
ラ
ス
カ
・
メ
ソ

ジ
ス
ト
大
学
と
の
教
員
交
流
が
ス
タ
ー
ト

し
、
当
初
か
ら
国
際
的
な
意
識
が
強
か
っ
た

よ
う
で
す
。
数
年
後
に
は
同
大
学
へ
の
学
生

派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。
学
生
た
ち
は
日
本

で
初
め
て
ア
ラ
ス
カ
旅
行
案
内
の
冊
子
を

作
り
、
一
月
か
け
て
ア
ラ
ス
カ
を
回
り
ま
し

た
し
、
翌
年
の
グ
ル
ー
プ
は
、
た
だ
回
る
だ

け
で
な
く
、
剣
道
部
は
剣
道
を
教
え
、
自

動
車
部
は
車
で
ア
ラ
ス
カ
を
回
り
ま
し
た
。

語
学
準
備
に
も
熱
心
で
、
渡
航
前
に
は
合

宿
研
修
な
ど
も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。ま
た
、

同
大
学
か
ら
交
換
の
教
員
が
在
外
研
修
の

形
で
来
学
、
日
本
か
ら
の
教
員
派
遣
も
し

て
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
広
い
視
野
を
持
て

と
い
う
こ
と
で
、
学
生
も
目
を
海
外
に
開

き
、
世
界
市
民
を
目
指
し
て
勉
強
し
よ
う

と
い
う
熱
気
で
あ
ふ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。

外
国
語
学
部
と

国
際
文
化
学
部

　
開
学
当
初
か
ら
総
合
大
学
に
展
開
す
る

構
想
で
し
た
が
、
長
ら
く
経
済
学
部
経
済

学
科
と
商
学
科
の
２
学
科
時
代
が
続
き
ま

し
た
。
た
だ
語
学
教
育
に
関
し
て
は
Ｃ
Ａ

Ｉ
や
C
A
L
L
ラ
ボ
な
ど
、
情
報
機
器
を

使
っ
た
教
育
に
か
な
り
早
く
か
ら
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
ま
た
ア
ラ
ス
カ
・
メ
ソ
ジ
ス

ト
大
学
に
始
ま
り
、交
換
留
学
（
国
際
教
育
）

協
定
を
結
ぶ
大
学
も
増
や
し
て
き
ま
し
た
。

早
い
時
期
か
ら
、
留
学
先
で
の
成
績
を
単

位
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
、
１
年
留
学
し
て

も
４
年
間
で
卒
業
で
き
る
制
度
も
整
え
て

い
ま
す
。

国
際
化
へ
向
け
て
一
層
弾
み
が
つ
い
た
の

は
、
1
9
8
9
年
の
外
国
語
学
部
の
開
設
。

こ
れ
を
契
機
に
交
換
留
学
協
定
大
学
の
数

も
増
や
し
、
現
在
そ
の
数
は
、
豊
富
な
85

大
学
。
し
か
も
外
国
語
、
国
際
系
学
部
で

は
２
人
に
１
人
が
、
全
学
で
も
４
人
に
１
人

が
留
学
し
て
い
ま
す
。

協
定
大
学
も
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
中
心

か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
へ
、
最
近
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
タ
イ
な
ど
東

南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
東

欧
諸
国
へ
と
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
傾
向

は
、
語
学
を
専
門
に
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、

多
文
化
、
異
文
化
に
直
接
触
れ
る
こ
と
を

マ
イ
ン
ド
で
、
苦
手
意
識
を
持
つ
こ
と
が
な

い
よ
う
に
と
、
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
多

く
は
圧
倒
的
に
国
内
、
そ
れ
も
半
分
ぐ
ら

い
は
愛
知
県
内
に
就
職
し
ま
す
が
、
こ
こ
は

製
造
業
が
中
心
で
し
か
も
ほ
と
ん
ど
が
輸

出
産
業
。
か
り
に
中
小
企
業
に
勤
め
た
場

合
も
、
レ
タ
ー
オ
ブ
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
Ｌ
Ｃ
）

や
イ
ン
ボ
イ
ス
な
ど
、
英
文
で
書
か
れ
た
も

の
に
接
す
る
機
会
が
少
な
く
な
い
か
ら
で

す
。
短
期
は
全
学
部
・
全
学
科
が
対
象
で
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部
や
ス
ポ
ー
ツ
健

康
学
部
の
学
生
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
に

関
連
し
た
ツ
ア
ー
に
参
加
で
き
ま
す
。
ま
た

返
還
義
務
の
な
い
留
学
奨
励
金
も
充
実
し

て
い
て
、
そ
れ
を
使
う
学
生
の
割
合
が
高
い

の
も
本
学
の
特
徴
で
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
全
学
的
な
グ
ロ
ー

バ
ル
人
材
育
成
を
一
層
加
速
す
べ
く
、
２

年
後
の
2
0
1
8
年
に
は
新
た
に
約

1
0,
0
0
0
㎡
の
土
地
を
取
得
し
、
そ
こ

に
約
6,
0
0
0
㎡
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ン

ク
（
仮
称
）
を
建
設
す
る
予
定
で
す
。
現

在
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ラ
ウ
ン
ジ

（i-Lounge

）【
写
真
】
を
大
き
く
進
化
さ
せ

た
も
の
で
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
が
常

駐
す
る
英
語
の
み
の
ス
ペ
ー
ス
、
多
言
語
を

学
べ
る
エ
リ
ア
な
ど
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両

面
を
工
夫
し
て
、
外
国
語
漬
け
に
な
れ
る
よ

う
な
空
間
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。
語
学

を
は
じ
め
海
外
の
文

化
に
触
れ
る
な
ど
、

国
内
に
い
な
が
ら
に

海
外
体
験
・
国
際
理

解
の
で
き
る
施
設
と

な
り
ま
す
。
完
成
す

れ
ば
キ
ャ
ン
パ
ス
内

の
同
様
の
施
設
と
し

て
は
、
中
部
圏
の
み

な
ら
ず
、
国
内
の
大
学
と
し
て
は
最
大
級

と
な
る
は
ず
で
、
本
学
の
国
際
人
教
育
の

集
大
成
と
し
て
、
ま
た
次
代
を
牽
引
す
る

フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
と
し
て
活
用
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
連
携
教
育

本
学
で
は
地
域
連
携
教
育
に
も
力

を
入
れ
て
き
ま
し
た
が
、
2
0
1
3

年
、国
の「
地〈
知
〉の
拠
点
整
備
事
業
」

（
大
学
C
O
C
事
業
）
の
採
択
を
受

け
た
の
を
契
機
に
、『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

＆
N
』
の
名
称
で
全
学
的
な
展
開
へ

と
広
が
っ
て
い
ま
す
※
１
。
大
学
の
知

を
地
域
へ
還
元
し
、
地
域
の
質
を
高

め
る
と
と
も
に
地
域
と
連
携
す
る
こ

と
で
地
域
の
教
育
力
を
大
学
に
取
り

込
み
改
革
を
促
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
有

し
、
社
会
の
課
題
を
主
体
的
に
発
見
・

解
決
で
き
、
地
域
を
愛
す
る
良
き
市

民
、
良
き
職
業
人
を
育
成
す
る
こ
と

が
目
標
で
す
。
ま
た
近
年
は
、
地
域

を
深
く
知
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

の
認
識
か
ら
、
国
際
人
材
育
成
と
両

輪
を
な
す
本
学
の
特
色
あ
る
教
育
と

位
置
付
け
て
い
ま
す
。

C
O
C
事
業
で
は
、
愛
知
県
内
を

は
じ
め
、
全
国
的
に
も
優
れ
た
取
り
組

み
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
学
の

大
き
な
特
徴
は
、
全
学
的
な
広
が
り

と
、
豊
富
で
し
か
も
１
年
か
ら
４
年
ま

で
の
段
階
発
展
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
あ

り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、「
地
域
商
業
ま
ち
づ

く
り
」「
歴
史
観
光
ま
ち
づ
く
り
」「
減

災
福
祉
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
３
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
様
々
な
ま
ち
づ
く
り

事
業
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

P r o f i l e
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の
ア
プ
ロ
ー
チ
ご
と
に
、「
ま
ち
づ
く

り
提
言
コ
ン
ペ
」、「
課
題
解
決
型
授
業

（
P
B
L
）」
に
参
加
し
、あ
わ
せ
て
「
地

域
志
向
型
科
目
」
を
学
び
ま
す
。
そ

し
て
「
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
」「
地
域
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」「
地
域
課
外
活
動
」

と
い
っ
た
授
業
や
活
動
を
通
じ
て
、
実

践
的
に
、
楽
し
み
な
が
ら
地
域
と
交

流
し
ま
す
。

「
ま
ち
づ
く
り
提
言
コ
ン
ペ
」
は
全

学
部
の
１
年
を
対
象
に
し
た
参
加
型

教
育
イ
ベ
ン
ト
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る

熱
田
区
と
瀬
戸
市
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
、
ま
ち
を
回
っ
て
３
つ
の
視
点
か
ら

課
題
を
見
つ
け
、
そ
の
解
決
方
法
を

考
え
、
政
策
提
言
を
し
ま
す
。
自
分

た
ち
が
日
常
生
活
す
る
ま
ち
に
愛
着

を
抱
き
、
課
題
発
見
力
や
提
案
力
を

育
成
す
る
の
が
目
的
で
す
。
集
め
た

提
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ
熱
田
区
、
瀬
戸

市
で
選
考
さ
れ
、
最
優
秀
作
は
そ
れ

ぞ
れ
の
首
長
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
す
。

「
課
題
解
決
型
授
業
」
は
ア
プ
ロ
ー

チ
ご
と
に
「
ま
ち
づ
く
り
学
」「
ま
ち

づ
く
り
演
習
」「
上
級
ま
ち
づ
く
り
演

習
」の
３
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
構
成
さ
れ
、

現
場
で
の
調
査
、
分
析
を
経
て
最
終
的

に
は
政
策
の
提
案
を
行
い
ま
す
。
科
目

と
し
て
は
、
N
G
U
教
養
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
科
目
に
「
地
域
理
解
分
野
」
と
し

て
７
科
目
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。「
地

域
志
向
型
科
目
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
科

目
に
加
え
て
、経
済
、商
、法
、外
国
語
、

ス
ポ
ー
ツ
健
康
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
６
学
部
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
科
目

を
用
意
。
す
べ
て
課
題
解
決
型
に
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
授
業
で

も
引
き
続
き
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

「
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
学
部
で
の

教
育
・
研
究
の
成
果
を
地
域
に
還
元

す
る
全
学
生
参
加
型
イ
ベ
ン
ト
。
３
、

４
年
で
所
属
す
る
ゼ
ミ
を
ベ
ー
ス
に
、

地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
成
果
を

共
有
し
ま
す
。
2
0
1
5
年
に
一
学

部
で
試
行
し
、
今
年
度
か
ら
は
全
学

で
展
開
し
ま
す
。

他
に
は
、「
地
域
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
」、「
地
域
課
外
活
動
」
が
あ
り
、
そ

れ
ま
で
の
学
び
の
集
大
成
を
行
い
ま

す
。現

在
進
行
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
お
よ
そ
20
。
外
国
語
学
部
に
よ
る

英
語
に
よ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
制
作
や
、

商
学
部
の
『Project 758

』
の
よ
う

な
企
画
※
２
ま
で
じ
つ
に
様
々
。
ど
の

取
組
も
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
名
古

屋
市
も
行
政
と
大
学
と
の
連
携
に
よ

る
地
域
活
性
化
モ
デ
ル
と
捉
え
て
い
る

よ
う
で
す
。

今
の
若
者
た
ち
は
、
少
子
化
の
中

で
異
な
る
世
代
や
価
値
観
の
違
う
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち

の
手
で
何
か
を
成
し
遂
げ
る
中
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
だ

け
で
な
く
、
全
人
的
に
成
長
し
て
い
く

の
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。

今
後
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
科
目
、
提
携

先
と
も
に
さ
ら
に
増
や
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

※
１　

地
域
の
質
を
高
め
る「
地
」域
連

携
・「
知
」識
還
元
型
ま
ち
育
て
事
業

※
２　

名
古
屋
の
魅
力
を
再
発
見
し
て

も
ら
お
う
と
、
老
舗
や
名
所
を
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
案
内
す
る
雑
誌
（
写
真
）
を

制
作
。声
優
の
協
力
も
得
て
動
画
で
も

配
信
、全
国
か

ら
た
く
さ
ん

の
反
響
を
呼

ん
で
い
る
。

１８８７年、プロテスタント、メソジスト派のアメリカ人宣教師フレデリック・チャー
ルズ・クライン博士によって開設された名古屋英和学校に始まる名古屋学院大
学。戦後は1964年、経済学部の単科大学としてスタートしましたが、英語教育
機関としてのDNAは、《世界と響きあう》のキャッチフレーズの下、きめ細かな
留学プログラムや実践的な語学教育などに脈々と受け継がれています。２０１８
年にはそれを大きく開花させるビッグプロジェクトも予定されるなど、その動向
からは目が離せません。名古屋学院大学のグローバル人材育成と、ユニークな
グローカル人材育成の取組について、学長の木船先生にお聞きしました。

独
自
の
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
育
成
に
も
力
を
入
れ
る
。

留
学
提
携
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

豊
富
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル・リ
ン
ク
を
加
え
、

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
を
加
速
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）
や
日
本

の
ロ
ケ
ッ
ト
技
術
に
対
す
る
評
価
の
高
ま

り
を
受
け
て
、
近
年
、
宇
宙
航
空
工
学
分

野
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

分
野
は
、
最
先
端
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
で
あ

る
と
同
時
に
そ
の
裾
野
の
広
さ
に
特
徴
が

あ
り
ま
す
。
航
空
機
を
例
に
と
る
と
、
一
機

に
使
わ
れ
る
部
品
点
数
は
一
台
の
車
の
20
万

点
を
は
る
か
に
凌
ぐ
３
０
０
万
点
。
こ
れ
を

組
み
合
わ
せ
統
合
す
る
に
は
複
雑
な
系
の

制
御
と
い
う
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
は
高
度

な
能
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
各
パ
ー
ツ
に
つ

い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
生
産

管
理
や
社
会
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
な
ど
、
全

体
を
捉
え
る
思
考
回
路
も
必
要
で
す
か
ら
、

そ
れ
ら
の
育
成
を
図
る
こ
と
は
、
工
学
教
育

の
次
の
段
階
の
開
発
に
つ
な
が
る
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

21
世
紀
に
求
め
ら
れ
る

工
学
と
中
部
大
学

本
学
は
こ
れ
ま
で
、「
不
言
実
行
、
あ
て

に
な
る
人
間
」
の
建
学
の
理
念
の
下
、
時
代

と
地
域
の
要
請
に
応
え
る
工
学
の
あ
る
べ

き
姿
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
が
、
21
世
紀

に
入
り
、
そ
の
中
葉
に
お
け
る
工
学
の
あ
り

方
に
つ
い
て
考
え
る
中
で
、
私
は
本
学
の
課

題
と
し
て
以
下
の
三
つ
を
掲
げ
ま
し
た
。

一
つ
は
総
合
化
を
通
じ
て
工
学
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
。
21
世
紀
に
入
り
、
学
問
研

究
に
は
、
専
門
を
深
め
る
と
い
う
タ
テ
糸
に

加
え
、
複
雑
化
す
る
社
会
の
諸
課
題
解
決

の
た
め
に
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
、
い
わ
ば
ヨ
コ

糸
の
展
開
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
工
学
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、

従
来
技
術
の
継
承
、
改
善
に
加
え
て
、
縦

割
り
の
専
門
領
域
や
要
素
技
術
の
融
合
な

い
し
は
総
合
、
い
わ
ば
課
題
対
応
型
の
工
学

教
育
の
推
進
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

二
つ
目
は
、
融
合
工
学
、
統
合
工
学
を
実

践
で
き
る
《
専
門
職
業
人
》
の
育
成
で
す
。

本
学
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
か
ら
考
え
れ
ば
、

生
産
管
理
の
で
き
る
《
仕
事
人
》
と
言
っ

て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
三
つ
目
が
地
域
へ
の
貢
献
を
加
速

さ
せ
る
こ
と
。
本
学
の
入
学
者
の
90
％
近

く
は
東
海
三
県
と
静
岡
県
か
ら
で
、
卒
業

生
の
80
％
も
同
様
の
地
域
に
就
職
し
ま
す
。

そ
の
た
め
本
学
で
は
、
地
方
創
生
と
言
わ
れ

る
以
前
か
ら
、
学
生
、
教
員
に
よ
る
地
域

貢
献
に
力
を
い
れ
て
き
ま
し
た
が
※
２
、
地

方
の
高
齢
化
、
若
者
の
流
出
が
ま
す
ま
す

進
む
中
、
そ
れ
を
一
層
加
速
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

※
２　

文
部
科
学
省
に
よ
る
地
（
知
）

の
拠
点
（
C
O
C
）整
備
事
業
で
は
、
全

国
的
に
も
珍
し
い
工
学
系
を
中
心
と
す

る
長
期
に
亘
る
「
報
酬
型
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
」な
ど
を
確
立
し
て
い
る
。

な
ぜ
、

宇
宙
航
空
理
工
学
か

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
学
で
は
、

2
0
1
4
年
に
は
課
題
対
応
型
の
新
学
科
、

ロ
ボ
ッ
ト
理
工
学
科
を
開
設
し
ま
し
た
が
、

次
の
柱
に
育
て
た
い
と
考
え
た
の
が
宇
宙

航
空
工
学
分
野
で
活
躍
で
き
る
エ
ン
ジ
ニ
ア

を
育
成
す
る
宇
宙
航
空
理
工
学
科
で
す
。

M
R
J
（
三
菱
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
ジ
ェ
ッ

現
在
、
も
の
づ
く
り
大
国
日
本
の
稼
ぎ

頭
は
自
動
車
産
業
で
す
が
、
ア
ジ
ア
諸
国

の
追
い
上
げ
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
い
つ
ま

で
も
頼
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

宇
宙
航
空
産
業
は
そ
の
先
端
性
に
お
い
て
、

日
本
が
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
世
界

的
な
地
位
を
維
持
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
分

野
、
自
動
車
産
業
の
次
を
担
う
分
野
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
加
え
て

そ
の
裾
野
の
広
さ
は
、
中
堅
中
核
的
な
技

術
者
の
輩
出
に
強
み
を
持
つ
本
学
に
と
っ
て

は
、
大
き
な
魅
力
で
す
。

本
学
が
地
の
利
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と

も
、
本
構
想
の
背
景
に
あ
り
ま
す
。
本
学

の
立
地
す
る
東
海
地
域
は
、
三
菱
重
工
や

川
崎
重
工
な
ど
が
戦
前
か
ら
航
空
機
を
生

産
、
近
年
は
ロ
ケ
ッ
ト
生
産
も
加
え
、
日
本

で
唯
一
の
宇
宙
航
空
機
産
業
の
集
積
地
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
航
空
機
の
部
品

生
産
の
全
国
シ
ェ
ア
は
50
％
、機
体
は
70
％
。

M
R
J
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ー

イ
ン
グ
7
8
7
等
の
部
品
や
機
体
構
造
部

の
製
造
拠
点
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

産
官
学
連
携
教
育

を
柱
に

教
育
の
内
容
や
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
新
規
な
領
域
開
拓
に
挑
戦
し

よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
が
、

徹
底
し
た
産
官
学
連
携
教
育
で
す
。
本
学

は
、
産
官
学
連
携
教
育
は
今
後
の
大
学
教

育
の
重
要
な
要
素
と
考
え
、
こ
れ
ま
で
も

積
極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
組
織
的
な

取
組
と
い
う
点
で
は
決
し
て
十
分
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
長
ら
く
、
理
系
人
材
の
就
職

は
、
大
学
側
が
企
業
に
「
こ
う
い
う
人
材

を
育
成
し
た
か
ら
採
用
し
て
ほ
し
い
」
と
推

薦
す
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。
そ
れ
が
大
学

推
薦
な
し
の
公
募
中
心
に
な
り
、
近
年
は

ま
た
、
企
業
が
即
戦
力
を
求
め
る
よ
う
に

な
り
大
学
教
育
へ
の
要
求
が
厳
し
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
原
因
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な

ど
に
よ
っ
て
企
業
間
の
競
争
が
激
し
く
な

り
、
企
業
に
社
員
教
育
を
す
る
ゆ
と
り
が

P r o f i l e

1963年名古屋大学農学研
究科博士課程中退。（専門：農
学、資源昆虫学等）1990年名
古屋大学農学部教授、1993
年同農学部長、1998年同副
総長を経て、2005年以降中
部大学学長。日本農学賞、ル
イ・パスツール賞、中日文化賞、
紫綬褒章、国際昆虫学賞等を
受賞。学部や大学の管理職と
して20年以上大学改革に従
事し、大学を作り変えることの大
事さと難しさを体感。「大学改革
に王道はないが、社会や歴史を
冷静に観察、独自の判断をもと
に、試行錯誤の繰り返しで経験
の数を増やすことで知恵と体力
がつく」がモットー。この度の宇
宙航空理工学科の設置構想
もその産物の一つと言う。岡山
県立津山高等学校出身。

中部大学　学長
山下　興亜先生

な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
大
学

側
も
、
企
業
の
求
め
る
人
材
を
本
当
に
育

成
で
き
て
い
る
の
か
問
い
直
す
必
要
が
あ
り

ま
す
。
大
学
の
学
問
・
研
究
は
、
象
牙
の

塔
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
ま

だ
に
保
守
的
で
、
社
会
や
産
業
界
の
ニ
ー
ズ

の
変
化
に
つ
い
て
い
け
て
い
な
い
こ
と
も
多

い
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
に
は
、
現

場
に
学
生
を
連
れ
出
し
、
現
場
の
人
か
ら

生
き
た
教
育
、
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
一
番

で
す
。
大
学
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を
補
完
す

る
こ
と
で
す
。
現
場
が
必
要
と
す
る
人
材

を
育
て
育
成
す
る
に
は
、
在
学
中
に
現
場

を
知
り
、
そ
の
ニ
ー
ズ
も
知
っ
て
お
く
こ
と

が
大
事
で
す
。
特
に
本
学
の
よ
う
な
大
学

で
は
、
職
務
が
専
門
分
化
し
て
い
る
大
企
業

に
就
職
し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
多
様

な
職
能
が
求
め
ら
れ
る
中
小
企
業
へ
行
く

ケ
ー
ス
も
多
い
。
中
小
企
業
は
大
企
業
以
上

に
新
入
社
員
の
研
修
に
余
裕
が
な
い
の
が
一

般
的
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
協
力
す
る
必
要

も
あ
る
の
で
す
。

本
学
は
こ
れ
ま
で
、
不
断
に
大
学
教
育

改
革
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

入
試
改
革
か
ら
初
年
次
教
育
、
キ
ャ
リ
ア

教
育
の
導
入
な
ど
に
は
い
ち
早
く
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。
人
文
・
社
会
科
学
系
の

学
部
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
の
マ
ス
プ
ロ
教

育
か
ら
少
人
数
教
育
へ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を

一
歩
進
め
た
テ
イ
ラ
ー
メ
イ
ド
教
育
へ
の
転

換
も
図
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
地
域
と
と
も
に
歩
ん
で
き

た
本
学
に
と
っ
て
は
、
教
育
研
究
分
野
や
方

法
が
新
し
い
と
い
う
だ
け
で
は
新
た
な
教

育
研
究
組
織
を
設
け
る
理
由
と
し
て
十
分

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
に
は
、
学
生
の
将

来
の
生
活
や
働
き
方
を
総
合
的
に
考
え
る
、

確
か
な
人
間
力
を
養
う
と
い
う
役
割
も
あ

り
ま
す
。
少
子
化
の
進
む
今
日
、
他
大
学

と
の
競
争
を
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域

の
産
業
振
興
に
貢
献
し
、
地
域
の
若
者
の

雇
用
を
確
保
し
て
地
域
に
住
む
人
々
の
生

活
を
豊
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
大
学
は

ど
ん
な
分
野
で
ど
ん
な
教
育
を
す
る
こ
と

が
必
要
か
。
工
学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
ど

ん
な
専
門
技
術
、
産
業
、
生
活
環
境
が
あ

れ
ば
新
し
い
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ま
で
考
え
る
。
こ
こ

に
大
学
本
来
の
使
命
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

宇
宙
航
空
理
工
学
は
、
ま
さ
に
学
問
、

経
済
、
地
域
の
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
発
展
に
寄

与
す
る
と
い
う
意
味
で
、
本
学
に
と
っ
て
き

わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
私
た
ち
は

新
学
科
の
開
設
を
通
じ
て
、
新
し
い
大
学
、

学
問
の
一
つ
の
作
り
方
に
挑
戦
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

現在の高校生が、社会の中核として活躍する21世紀
中葉は、AIの発達等によって社会や雇用のあり方が
大きく変わると予想されています。
工学専門の大学として開設以来、52年、工学のある
べき姿を追求してきた中部大学。2018年には、国家
戦略総合特区『アジアNo.1航空宇宙産業クラスター
形成特区』※１の地の利を活かし、宇宙航空理工学科
の開設を構想しています。山下興亜学長と学長特別
顧問の後藤俊夫先生に、構想に至る経緯とその背景、
新学科の人材育成や教育システムの目指すところな
どについて語っていただきました。
※１　「総合特区（国際戦略総合特区）」は国の「新成長戦略」（平成22年6月閣議
決定）に盛り込まれた国家戦略プロジェクトの1つ。平成23年、愛知県、岐阜県、
名古屋市など12の地方公共団体が「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特
区」として共同申請し、国際戦略総合特別区域として第一次指定された産・学・
官を挙げた「航空宇宙産業フォーラム」をはじめとするこれまでの地域の取組
を基盤に、アジア等新興国の追随を許さず欧米先進地域と肩を並べるような航
空宇宙関連産業の一大集積地の形成を図る。

21世紀中葉の
社会と地域の要請に応える
工学を目指して

　　

　ここ数年、日本の航空宇宙産業に対する期待は
急激に高まっています。MRJに象徴される航空機だ
けでなく、打ち上げ成功確率の高い日本のロケットも、
世界的な信頼を集めています。日本の宇宙航空産
業は、戦後長らく先進国アメリカやフランスに後れを
取ってきましたが、漸く脚光を浴びるようになり、国も日
本の未来の基幹産業と位置付け、そのための人材
養成にも注目し始めたのです。
　宇宙航空産業は自動車よりもさらに広い裾野を必
要とし、大手メーカーだけでは成り立ちませんから、地
域の中小企業の育成も急がれます。人材も、これまで
は設計や新しい技術開発にかかわる一部の研究者
で十分だったものが、今後は、製造現場のリーダー、
中小企業のリーダーなどが大量に求められるようにな
ると予想されます。
　一方、大学における航空宇宙分野の教育組織は
現在、旧帝大系のいくつかの大学と関東の私立大
学数校に置かれているだけで、中部地区においては
名古屋大学にあるだけ。しかも定員はわずか20名程
度です。そこで本学は、工学部として創設以来蓄え
た力と地の利を活かすべく、２０１８年に宇宙航空理
工学科の開設を目指すことにしました。定員は80名、
MRJの開発が予定通り進めば、卒業生はその量産
期に立ち合えるはずです。
　宇宙航空理工学は総合工学に属します。機械、
材料から電気・電子、情報まで、従来型の専門教育を
受け、要素技術を身に付けた上で、全体をシステムと
して統合できる素養が求められます。このようなエンジ
ニア育成に最も適しているのが産官学連携教育。
大学で航空機は組み立てられないように、大学内の
生産技術は限られています。教員構成も、近年の技
術革新を反映させて、これまでの機械、材料中心の
構成から、電気・電子、情報系の比重を増やしますが、
実用技術まで全てを教えられる者は少ない。そこで大
学では必要な基礎を学んだ後、２、３年次あたりから
は、実際に企業の製造現場に出向き、工場見学とと
もに工場実習を行います。また企業の担当者を客員
教授に迎えた講義を増やすなど、実用技術の教育を
大学の外のリソースで賄おうと考えています。こうする
ことで基礎力と即戦力を兼ね備えたエンジニアを養
成しやすくなりますし、就職、採用へ向けてのマッチン
グも向上し、既存の学科の教育改善への波及効果
も期待できます。
　宇宙航空理工学科の開設を機に、私たちは、21
世紀の工学の課題である総合化、統合化に挑戦す
ることで、工学部の活性化だけでなく、日本の工学教
育全体の次なる発展にも寄与したいと考えています。

学長特別顧問
後藤　俊夫先生

２０１８年開設へ向けて動き出した宇宙航空理工学科
（仮称・設置構想中）について語る

P r o f i l e
1969年名古屋大学工学
研究科博士課程修了、工
学博士。1986年名古屋
大学教授。名古屋大学工
学研究科長、副総長、高等
研究院長。2005年中部

大学教授。副学長、理事、全学共通教育部長等を経
て、現在学長特別顧問。日本学術会議会員、応用物
理学会会長、経済産業省等の審議会委員等歴任。
文部科学大臣賞、科学技術政策担当大臣賞、応用
物理学会論文賞、米国IEEEフェロー賞等を受賞。専
門分野は、現在の宇宙航空分野において不可欠な基
盤技術となっている光・電子情報分野。日本学術会議
では、宇宙航空分野を包含する総合工学委員会の委
員長を務めて、わが国の同分野の動きや発展を俯瞰し
てきた。愛知県立旭丘高等学校出身。

中
部
大
学 

宇
宙
航
空
理
工
学
科（
仮
称・設
置
構
想
中
）

デ
キ
ル
！
学
科

特別奨学生試験
4年間の授業料などを

全額免除
前期試験「合格」の権利を年内に！

※入学料及び授業料、施設設備費、教育充実費に相当する額が免除となります。
　ただし、後援会費、保険料、学科により修学諸費、海外研修日は必要になります。
※入学後も成績基準を満たしていれば、最大4年間の授業料等が免除されます。

最
大
で

成績優秀者は、前期試験の合格候補者に、一早くなれます。

特別奨学生に
選ばれなくても

■工学部　機械工学科／電気システム工学科／電子情報工学科／都市建設工学科／建築学科／応用化学科／情報工学科
／ロボット理工学科　■経営情報学部　経営総合学科　■国際関係学部　国際学科　■人文学部　日本語日本文化学科／
英語英米文化学科／コミュニケーション学科／心理学科／歴史地理学科　■応用生物学部　応用生物化学科／環境生物科
学科／食品栄養科学科（食品栄養科学専攻、管理栄養科学専攻）　■生命健康科学部　生命医科学科／保健看護学科／
理学療法学科／作業療法学科／臨床工学科／スポーツ保健医療学科　■現代教育学部　幼児教育学科／現代教育学科＊
＊2017年4月名称変更予定

※

文理融合７学部26学科、11,000人がワンキャンパスに集結する総合大学 願書受付期間　2016.11/25（金）～12/5（月）
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は
英
語
を
使
っ
て
何
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
た
教
育
課
程
の

基
準
づ
く
り
で
す
。

当
然
、
外
国
語
（
言
語
）
習
得
に
は
、

莫
大
な
時
間
と
労
力
、
日
頃
の
継
続
的
な

使
用
が
必
要
で
、
教
室
で
の
学
び
で
す
べ

て
が
完
結
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

教
室
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
学
び
方
を

教
え
る
と
同
時
に
、「
英
語
で
理
解
で
き
た
、

伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
小
さ
な

成
功
体
験
を
積
み
重
ね
て
、
学
校
の
外
で

も
進
ん
で
英
語
を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度

や
気
持
ち
を
醸
成
す
る
こ
と
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

科
学
技
術
の
目
覚
ま
し
い
進
歩
の
結
果
、

求
め
れ
ば
英
語
が
簡
単
に
手
に
入
る
時
代

に
な
り
ま
し
た
。
授
業
を
通
し
て
英
語
習

得
に
対
す
る
意
欲
や
情
熱
に
火
を
付
け
、

一
人
で
も
多
く
の
生
徒
が
英
語
を
生
活
の

一
部
に
組
み
入
れ
、生
涯
に
わ
た
り
「
聞
く
、

話
す
、
読
む
、
書
く
」
の
４
技
能
を
使
い

続
け
る
、
あ
る
い
は
自
律
し
た
学
習
者
と

し
て
学
び
続
け
る
人
に
な
る
。
そ
れ
が
実

現
で
き
れ
ば
長
年
の
課
題
だ
っ
た
日
本
人

の
英
語
力
は
世
界
水
準
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
に
達
す
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

で
き
た
こ
と
を

ほ
め
よ
う

英
語
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
満
足
で
き
る
レ

ベ
ル
は
違
い
ま
す
。
上
達
に
早
い
遅
い
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
ゆ
っ

く
り
で
も
上
達
し
な
い
人
は
い
な
い
は
ず

で
す
か
ら
、
学
び
続
け
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
人
と
の
比
較
で
一
喜
一
憂
す
る
の
で
は

な
く
、
前
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
自
分
、

粘
り
強
く
努
力
し
て
い
る
自
分
、
自
分
の

可
能
性
を
信
じ
ら
れ
る
自
分
を
褒
め
て
あ

全
て
の
児
童
・
生
徒
に
英
語

が
好
き
に
な
る
き
っ
か
け
を

私
は
、
教
科
調
査
官
と
し
て
、《
授
業
は

英
語
で
》
と
い
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
現

行
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
〈
外
国
語
）

の
作
成
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。「
文
法

は
ど
う
す
る
の
か
」、「
受
験
指
導
に
は
向

か
な
い
」
な
ど
の
批
判
も
あ
り
ま
し
た
が
、

生
徒
が
授
業
中
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
と
し
て
英
語
を
使
う
機
会
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
を
最
重
要
課
題
と
し
て
改
訂

に
臨
み
ま
し
た
。

つ
い
最
近
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
文
法
訳

読
方
式
の
授
業
で
は
、
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
身
に
付
き
ま
せ
ん
。

内
容
の
理
解
を
主
な
目
的
に
し
て
い
て
、

生
徒
が
情
報
や
考
え
、
意
見
や
気
持
ち
な

ど
を
伝
え
合
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か

ら
で
す
。
一
輪
車
に
乗
れ
る
よ
う
に
な
る

に
は
乗
っ
て
み
る
し
か
な
い
。
英
語
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
向
上
さ
せ
る

た
め
に
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
伝
え
合
う
経

験
を
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

英
語
で
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
に
授
業
を

展
開
す
る
た
め
に
も
、
生
徒
の
ロ
ー
ル
モ

デ
ル
と
し
て
も
、
教
師
が
生
徒
の
理
解
の

程
度
に
応
じ
た
英
語
を
話
す
こ
と
は
重
要

で
す
。
し
か
し
、そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、

学
習
（
授
業
）
の
主
役
で
あ
る
生
徒
が
英

語
を
使
う
こ
と
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
視
点
か
ら
も
、
生
徒
が
英
語
を
使
っ

て
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
（Learning 

Outcomes

）
を
意
識
し
た
授
業
展
開
が
求

め
ら
れ
ま
す
か
ら
、教
室
を
「
情
報
や
考
え
、

気
持
ち
な
ど
を
や
り
と
り
す
る
場
」、
す
な

わ
ち
、「
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
」、「
生
徒
が
主
役
と
な
っ
て
活
躍
す
る

場
」
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

言
語
習
得
に
語
彙
や
文
法
が
必
要
な
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
知
識

と
し
て
覚
え
る
だ
け
で
は
何
の
役
に
も
立

ち
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
活
用
で
き
て
初
め
て
意
味

を
持
ち
、
活
用
を
通
し
て
身
に
付
く
も
の

な
の
で
す
。

E
F
L
（English as a Foreign 

Language

）
の
環
境
で
あ
る
わ
が
国
で
は
、

日
常
的
に
英
語
に
接
す
る
必
要
の
あ
る
人

は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
極
論
す
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
が
英
語
に
触
れ
る
機
会
は
、

学
校
に
し
か
な
い
。
文
部
科
学
大
臣
の
諮

問
を
受
け
た
中
央
教
育
審
議
会
や
そ
の
他

の
委
員
会
に
お
い
て
、
小
学
校
で
の
英
語

の
教
科
化
、
高
等
学
校
英
語
の
高
度
化
、

そ
し
て
、
中
学
校
で
授
業
を
英
語
で
行
う

こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
な
ど
、
中
高
で

伝
え
合
う
こ
と
を
中
心
に
し
た
言
語
活
動

の
さ
ら
な
る
充
実
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
狙
い
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
手
段
と
し
て
児
童
・
生
徒
に
い
か
に

英
語
を
使
わ
せ
る
か
。
そ
の
結
果
、
彼
ら

げ
る
こ
と
で
す
。
結
果
を
焦
ら
ず
、
気
長

に
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

自
信
に
あ
ふ
れ
た
人
は
そ
う
多
く
は

い
ま
せ
ん
。
高
校
生
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら

で
す
。
自
信
を
持
つ
た
め
に
は
、
尊
敬
す

る
大
人
の
お
墨
付
き
が
必
要
で
す
。
周

囲
の
大
人
で
最
も
影
響
の
大
き
い
存
在

の
代
表
が
先
生
、
指
導
者
で
す
。
で
す

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
人
た

ち
は
、
生
徒
の
成
長
や
上
達
を
喜
び
と

し
、
そ
れ
ら
に
気
づ
く
た
び
に
、
次
の

学
習
に
つ
な
が
る
元
気
の
出
る
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
を
す
る
よ
う
心
が
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
で
き
な
い
こ
と
を
責
め
る
の

で
は
な
く
、
で
き
た
こ
と
を
褒
め
る
。
そ

れ
で
生
徒
が
英
語
の
こ
と
を
好
き
と
か

得
意
と
か
思
え
れ
ば
、
あ
と
は
自
律
し

た
学
習
者
と
し
て
積
極
的
に
時
間
を
か

け
る
よ
う
に
な
る
。
時
間
を
か
け
れ
ば

必
ず
上
達
し
、
上
達
す
る
た
び
に
褒
め

ら
れ
れ
ば
、
一
層
時
間
と
労
力
を
費
や

す
よ
う
に
な
る
と
い
う
好
循
環
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
大
き
な
自
信
に
な
り
ま
す
。

表
現
に
間
違
い
が
あ
っ
て
も
、
つ
た
な

い
表
現
で
あ
っ
て
も
、
伝
え
よ
う
と
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
か
ら
、
い
ち
い
ち
目
く

じ
ら
を
立
て
な
い
こ
と
で
す
。
上
達
に
は

失
敗
や
間
違
い
は
つ
き
も
の
で
す
か
ら
、

周
囲
は
そ
れ
ら
に
寛
容
で
あ
る
べ
き
で
す
。

教
室
で
伝
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ
や
楽
し

さ
を
繰
り
返
し
経
験
で
き
た
子
ど
も
は
、、

自
信
や
自
己
肯
定
感
、
あ
る
い
は
自
己
有

用
感
を
高
め
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、

変
化
の
激
し
い
社
会
を
逞
し
く
生
き
抜
く

力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
礎
に
な
る
も
の
で
す
。

高
等
学
校
の
指
導
や
生
徒
の
学
び
に
多

大
な
影
響
を
与
え
る
大
学
入
学
試
験
の
英

語
の
問
題
や
大
学
の
授
業
に
つ
い
て
、
そ

の
改
善
を
目
指
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
最
終
的
な
結
論
を
見
る
に
は
ま

だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
授
業
で
４
技
能
を
扱
い
、
生
徒
の

学
習
意
欲
を
喚
起
し
、
学
習
者
と
し
て
の

自
信
を
深
め
る
こ
と
は
、
従
来
型
の
入
試

で
も
好
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な

報
告
は
、
文
部
科
学
省
に
い
た
私
の
も
と

に
全
国
か
ら
届
い
て
い
ま
し
た
。

先頃文部科学省は2020年度から始まる「大学入
学希望者学力評価テスト(仮称)」において、英語
では４技能を測るため民間の資格・検定試験を活
用することを示唆しました。「授業はできるだけ英
語で行うこと」とする現行の高等学校学習指導要
領(外国語)の旗振り役で知られる前文部科学省
視学官で名古屋外国語大学教授の太田光春先
生に、これからの英語の学び方、英語学習の基本
についてお聞きしました。

日本人の英語を
世界水準に
学校英語をもっと楽しく、
実りあるものに
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愛知県公立学校教員、愛知県
総合教育センター研究指導主
事、文部科学省教科調査官・国
立教育政策研究所教育課程
調査官を経て今春まで初等中
等教育局視学官。
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外国語学部
英語教育学科 教授
太田　光春先生

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
基
礎
力

生
、
大
学
生
対
象
の
留
学
・
研
修
プ
ロ
グ
ラ

ム
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
飛
び
抜
け
て
多

い
。
で
す
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
英
語

に
慣
れ
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
す
。
文
部
科

学
省
も
、
ア
メ
リ
カ
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
英

語
を
習
え
と
い
う
方
針
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
L
T
も
世
界
各
国
か
ら
来
て
い
ま
す
し
、

T
O
E
I
C
で
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
や

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
を
吹
き
込
み
者
と
し

て
使
っ
て
い
ま
す
。「
世
界
英
語
（World 

Englishes

）」
の
時
代
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。上

か
ら
と
下
か
ら
の

改
革
で
授
業
が
変
わ
る

次
期
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
あ
た

り
、
小
学
校
に
お
い
て
英
語
を
教
科
と
す

る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
大
学
入
試
改

革
を
中
心
に
し
た
英
語
教
育
改
革
で
も
、

日
本
人
が
苦
手
と
し
て
き
た
「
聞
く
」「
話

す
」「
書
く
」
力
を
つ
け
る
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
ま
す
。

大
学
入
試
改
革
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま

だ
ク
リ
ア
す
べ
き
課
題
も
多
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
少
な
く
と
も
2
0
2
0
年
か

ら
は
、
現
在
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

に
代
わ
っ
て
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価

テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
、
英
語
に
関
し
て
は

４
技
能
（
聞
く
、
話
す
、
読
む
、
書
く
）

の
力
を
問
う
試
験
に
変
え
る
と
い
う
基
本

方
針
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
大
学
入
試
で
は
、「
読
む
」

を
中
心
に
準
備
し
て
お
け
ば
十
分
で
、「
聞

く
」「
話
す
」「
書
く
」
こ
と
は
軽
視
さ
れ

が
ち
で
し
た
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
小

学
校
段
階
か
ら
４
領
域
の
力
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
育
成
す
る
こ
と
が
、
大
学
受
験
で
も

役
に
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
４
技
能
す
べ
て
が
大
事
だ
と

い
う
の
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り

「
お
と
な
の
基
礎
英
語
」

の
ね
ら
い

番
組
タ
イ
ト
ル
に
、
あ
え
て
《
お
と
な

の
》
を
付
け
た
の
は
、
日
本
の
お
と
な
の
英

語
力
を
も
っ
と
上
げ
た
い
と
い
う
意
図
か
ら

で
す
。
日
本
に
は
、
英
語
は
あ
る
程
度
読
め

て
も
、
聞
い
た
り
話
し
た
り
す
る
の
は
苦
手

と
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、
学

校
の
英
語
の
授
業
が
嫌
い
で
、
英
語
を
使

う
こ
と
ま
で
も
嫌
い
に
な
っ
た
と
い
う
人
が

と
て
も
多
い
。
み
な
さ
ん
口
を
揃
え
て
お
っ

し
ゃ
る
の
は
、
中
学
・
高
校
の
英
語
の
授
業

で
の
指
導
法
が
よ
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
、
中
学
・
高
校
時
代
と
は
違

う
学
習
法
を
提
示
し
、
英
語
に
対
す
る
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
払
拭
し
、
頭
の
片
隅
に
残
っ

て
い
る
中
学
３
年
間
の
英
語
を
再
活
用
す
れ

連
続
ド
ラ
マ
形
式
に
仕
立
て
て
あ
る
の

で
、「
次
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
引
き
込
ま

れ
る
こ
と
で
続
け
ら
れ
る
。
お
と
な
だ
ろ
う

が
中
高
生
だ
ろ
う
が
、
多
く
の
人
に
と
っ
て

は
、面
白
く
な
け
れ
ば
学
習
は
続
き
ま
せ
ん
。

ド
ラ
マ
に
出
て
き
た
場
所
に
行
っ
て
み
た
く

な
る
と
い
っ
た
憧
れ
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い

た
だ
く
効
果
も
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
の
お

か
げ
か
、「
こ
れ
ま
で
は
な
か
な
か
続
か
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
今
回
は
完
走
で
き
た
」
と

い
う
声
を
毎
年
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。今

年
度
の
ド
ラ
マ
の
舞
台
は
す
べ
て

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は

ア
ジ
ア
が
中
心
で
し
た
。
今
や
世
界
で
は

い
ろ
い
ろ
な
英
語
が
話
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
か
ら
、
自
分
の
発
音
に
自
信
が
な
い
か

ら
と
引
っ
込
み
思
案
に
な
ら
ず
に
、
積
極

的
に
英
語
を
使
っ
て
い
け
ば
い
い
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
こ
と
も
ね
ら
っ

て
い
ま
す
。
発
音
を
気
に
し
過
ぎ
る
あ
ま

り
、
口
が
重
く
な
っ
て
し
ま
う
人
が
と
て

も
多
い
よ
う
で
す
。
以
前
は
、
英
語
は
ア

メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
習
う
も
の
、

発
音
に
つ
い
て
も
ア
メ
リ
カ
英
語
か
イ
ギ

リ
ス
英
語
か
の
ど
ち
ら
か
、
と
い
っ
た
考

え
の
人
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
や
そ

う
い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア

の
人
と
話
す
場
合
に
も
英
語
を
使
う
ケ
ー

ス
が
多
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ま
で
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

タ
イ
、
台
湾
、
サ
イ
パ
ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
な
ど
を
番
組
の
舞
台
と
し
、
現
地
の

人
た
ち
に
も
出
演
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
今
回
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
。
現
地
の

方
々
の
英
語
の
発
音
が
独
特
で
聞
き
取
り

に
く
い
と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
と
と
も
に
英
語
圏
の
中
で
は
、
日

本
人
が
よ
く
行
く
国
の
ひ
と
つ
で
す
。
高
校

ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
は
、
学
習
指

導
要
領
に
そ
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
あ
っ

て
も
、
記
載
さ
れ
て
あ
る
通
り
の
授
業
を

行
っ
て
き
た
中
学
校
や
高
校
は
必
ず
し
も

多
く
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
大
学
入
試
で

４
技
能
の
力
を
問
う
こ
と
が
、
授
業
改
善

を
加
速
化
さ
せ
る
た
め
の
カ
ン
フ
ル
剤
に

な
る
の
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

加
え
て
今
回
の
改
革
に
は
、
小
学
校
で

英
語
を
教
科
に
す
る
こ
と
で
、
中
学
・
高

校
英
語
の
底
上
げ
を
図
る
と
と
も
に
、
入

り
口
段
階
か
ら
も
４
技
能
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
育
成
す
る
授
業
へ
の
転
換
を
促
す
と
い

う
ね
ら
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
小
学
校
で
は
あ
く
ま
で

「
外
国
語
活
動
」
で
あ
り
、英
語
と
い
う
「
教

科
」
と
し
て
指
導
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
中
学

校
で
は
、How are you?

か
ら
や
り
直
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
英
語
が
教
科
に

な
り
、
し
か
も
、「
読
む
」「
書
く
」
も
学

ん
だ
う
え
で
、
評
点
も
つ
け
ら
れ
て
中
学

校
へ
上
が
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な

れ
ば
、
中
学
校
英
語
の
ス
タ
ー
ト
の
レ
ベ

ル
が
あ
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
入
学
時
の

レ
ベ
ル
が
上
が
る
の
だ
か
ら
卒
業
時
の
レ

ベ
ル
も
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
高
校
も
同
様
で
す
。
同
時
に

上
か
ら
は
、
大
学
入
試
で
４
技
能
の
力
が

問
わ
れ
る
の
で
す
。
よ
っ
て
、
中
学
・
高

校
に
お
い
て
は
、
４
技
能
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
統
合
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

活
動
に
多
く
の
時
間
を
割
く
授
業
へ
の
転

換
が
進
展
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

S
G
H

こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
で
は
、
生
徒
が
主

体
的
に
学
ぶ
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が

大
切
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
話
を
た

だ
聞
い
て
、
暗
記
し
、
正
解
が
一
つ
し
か
な

い
問
題
演
習
で
知
識
の
定
着
を
図
る
と
い
っ

た
伝
統
的
な
授
業
か
ら
、自
ら
課
題
を
発
見
・

設
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
、
調
べ
、
他

の
生
徒
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
り
し

た
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
改
善
の
方
策
を
提

案
す
る
、
と
い
っ
た
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
を
重

視
し
た
授
業
へ
の
転
換
で
す
。
ま
た
、
こ
う

い
っ
た
学
習
の
ほ
う
が
知
識
も
定
着
し
や
す

い
と
い
う
研
究
結
果
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
学
習
を
、
主
に
グ
ロ
ー
バ

ル
な
社
会
問
題
を
テ
ー
マ
に
行
っ
て
い
る

の
が
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

（
S
G
H
）
で
す
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
、
探
究

型
、
課
題
解
決
型
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
学
校
は
あ
り
ま
す
が
、
S
G
H
で
の
取

り
組
み
で
は
、
そ
こ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点

を
入
れ
て
テ
ー
マ
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。「
自

分
の
地
域
は
世
界
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
け

ば
よ
い
の
か
」「
自
分
の
町
の
良
さ
を
、
世

界
の
人
に
ど
う
発
信
し
て
い
け
ば
よ
い
の

か
」
と
い
っ
た
課
題
に
取
り
組
む
。
あ
る
い

は
、
諸
外
国
の
事
例
を
調
べ
、
そ
こ
か
ら
自

分
た
ち
の
町
の
課
題
解
決
を
考
え
る
、
と

い
っ
た
こ
と
も
し
ま
す
。

最
初
は
主
に
日
本
語
で
活
動
し
ま
す
が
、

次
第
に
英
語
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
り
、
レ
ポ
ー

ト
を
書
い
た
り
な
ど
、
英
語
と
い
う
言
語

と
内
容
と
を
融
合
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
授

業
ス
タ
イ
ル
も
、
従
来
の
黒
板
を
前
に
先

生
が
立
っ
て
知
識
を
一
方
的
に
教
え
る
方

法
で
は
な
く
、
生
徒
同
士
（
５
〜
６
名
）

が
向
き
合
い
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し

な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
こ
れ

か
ら
の
教
育
の
先
取
り
と
言
え
る
も
の
で

す
。
こ
う
い
っ
た
質
の
高
い
学
び
の
機
会

を
生
徒
に
提
供
す
る
学
校
が
さ
ら
に
増
え

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大学で教えるかたわら、テレビの英語教育番組の講師や
英語教材の執筆、さらに文部科学省の英語教育に関する
各種検討委員会などで活躍されている立教大学の松本
茂先生。企画の段階から関わり5年目に入ったNHKテレビ
の「おとなの基礎英語」では、中学で学んだ英語を再活用
して日本人のおとなの英語力の底上げを図るべく、様々
な企画を打ち出してこられました。『おとなの基礎英語』
のコンセプトや今日の英語教育改革、大学入試改革につ
いて、また企画評価会議協力者をされているスーパーグ
ローバルハイスクール（SGH）についてもお聞きしました。

「世界英語」の時代に
「使える英語力」を育成

高校でも４技能を伸ばす授業への転換を

P r o f i l e

立教大学経営学部国際経営
学科教授、同大学グローバル
教育センター長。専攻はコミュニ
ケーション教育学。現在、NHK
テレビ「おとなの基礎英語」講
師、日本ディベート協会専務理
事、一般社団法人全国高校英
語ディベート連盟副理事長、中
央教育審議会の各種委員など
も務めている。著書に『英語ディ
ベート 理論と実践』『大学生の
ための「読む・書く・プレゼン・ディ
ベート」の方法』（ともに玉川大
学出版部、共著）、『速読速聴・
英単語』シリーズ（Z会、監修）な
ど多数。

立教大学 経営学部
国際経営学科 教授
松本　茂先生

伸

ば

そ

う

！

英

語

４

技

能

ば
い
い
と
考
え
た
の
で
す
。

番
組
の
ド
ラ
マ
で
使
わ
れ
て
い
る
英
語
表

現
の
文
構
造
は
中
学
レ
ベ
ル
。
た
だ
し
、
お

と
な
に
使
っ
て
ほ
し
い
フ
レ
ー
ズ
を
取
り
上

げ
て
い
ま
す
。
単
語
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
中
学
１
年
か
ら
高
校
１
年
レ
ベ
ル
で
す

が
、
内
容
に
応
じ
て
、
お
と
な
に
必
要
な
も

の
は
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
映
像
の
力
を

最
大
限
生
か
し
て
、
見
て
い
れ
ば
内
容
を
把

握
し
や
す
い
展
開
に
し
て
あ
り
ま
す
。
キ
ー

フ
レ
ー
ズ
も
、
ど
う
い
う
状
況
で
、
ど
う
い

う
相
手
に
、
ど
う
い
う
気
持
ち
の
と
き
に
、

ど
う
い
う
表
情
で
言
う
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
映
像
と
と
も
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
の

で
、
日
本
語
訳
と
の
対
応
で
丸
覚
え
す
る
の

と
は
違
う
効
果
が
期
待
で
き
、
イ
ン
プ
ッ
ト

さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
を
適
切
に
使
え
る
よ
う
に

な
る
は
ず
で
す
。

25
ｍ
プ
ー
ル
を
隅
か
ら
隅
ま
で
念
入
り

に
泳
ぐ
人
よ
り
、
海
の
深
さ
や
川
の
流
れ

の
速
さ
を
体
験
し
な
が
ら
毎
日
数
キ
ロ
を

泳
ぐ
人
の
方
が
、
逞
し
い
泳
力
を
身
に
付

け
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
授
業
の

内
外
で
英
語
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

手
段
と
し
て
た
く
さ
ん
使
う
、
す
な
わ
ち
、

本
物
の
英
語
に
た
く
さ
ん
触
れ
る
人
の
方

が
、
知
識
と
し
て
の
英
語
し
か
備
え
て
い

な
い
人
よ
り
、
間
違
い
な
く
英
語
力
を
高

め
ら
れ
る
は
ず
で
す
。 
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今
な
ぜ
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
か

　

経
済
社
会
を
構
成
し
て
い

る
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
そ
し

て
情
報
は
、
国
境
を
越
え
世

界
の
中
で
相
互
に
連
関
し
合

い
な
が
ら
動
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
動
き
を
研
究
す
る

経
済
学
は
そ
の
成
り
立
ち
か

ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
学
問
と
い

え
ま
す
。
世
界
中
の
大
学
に

経
済
学
を
学
ぶ
教
育
組
織
は

設
置
さ
れ
て
い
て
、
基
礎
理

論
や
基
礎
的
な
テ
キ
ス
ト
の

内
容
は
世
界
共
通
で
す
。
た

だ
、
そ
の
共
通
基
盤
の
上
に

ど
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
組
む
か
が
そ
れ
ぞ
れ
の
大

学
の
個
性
と
な
り
ま
す
。

　

本
学
部
が
2
0
0
6
年

度
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
改
革

し
て
以
来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

は
一
段
と
進
み
、
大
学
や
学

部
を
取
り
巻
く
情
勢
や
入
学

し
て
く
る
学
生
の
気
質
は
大

き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
は
こ
れ
ま
で
、
大
き

な
国
内
市
場
を
抱
え
、「
ガ

ラ
パ
ゴ
ス
化
」
と
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
国
内
だ
け
で
マ
ー

ケ
ッ
ト
が
成
り
立
つ
よ
う
な

産
業
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
少
子
化
の
進
展
に
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
加
わ
り
、
も
は
や

国
内
だ
け
を
対
象
に
ビ
ジ
ネ

ス
や
政
策
を
考
え
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
本
学
部
は
語

学
力
も
含
め
、
学
生
の
国
際

性
を
い
か
に
伸
ば
す
か
に
焦

点
を
当
て
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

改
変
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
国
際
経
済
学
科
と
経
済

学
科
の
二
学
科
を
単
一
の
経

済
学
科
と
し
、
国
際
専
攻
と

経
済
専
攻
の
二
専
攻
を
設
け

ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の

は
国
際
専
攻
で
、
定
員
は
前

身
と
な
る
国
際
経
済
学
科
よ

り
も
さ
ら
に
80
名
ほ
ど
絞
り

こ
ん
だ
1
2
0
名
（
経
済

学
部
全
体
で
は
7
9
5
名

定
員
）
と
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル

志
向
の
強
い
学
生
の
ト
ッ
プ

ア
ッ
プ
教
育
を
目
指
し
ま

す
。
入
試
合
否
判
定
は
経
済

学
科
一
括
で
行
い
、
合
格
者

の
中
か
ら
国
際
専
攻
を
希
望

す
る
受
験
者
の
得
点
上
位
者

か
ら
順
に
国
際
専
攻
で
の
合

格
者
を
決
定
し
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
問
題
意
識
を
有
し
、
意

欲
と
語
学
力
と
を
兼
ね
備

え
た
学
生
を
こ
れ
ま
で
以
上

に
集
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、

国
際
専
攻
で
は
新
た
に
A
O

入
試
「
英
語
重
視
方
式
」
も

導
入
し
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
ヒ

ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、

情
報
で
考
え
た
と

き
、
日
本
は
「
ヒ

ト
」
の
国
際
化
が

諸
外
国
に
比
べ
て

著
し
く
遅
れ
て
い

ま
す
。
原
因
は
語

学
力
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
グ
ロ
ー

バ
ル
社
会
の
本
質

と
も
い
え
る
多
様

性
・
異
質
性
を
受
け
入
れ
る

の
が
苦
手
な
こ
と
。
そ
こ
で

国
際
専
攻
で
は
、
外
国
語
の

運
用
能
力
を
高
め
る
だ
け
で

な
く
、
同
質
性
の
壁
を
打
ち

破
る
こ
と
、
他
人
と
違
う
こ

と
を
恐
れ
ず
、
自
分
と
異
な

る
価
値
観
を
受
け
入
れ
ら
れ

る
人
材
の
育
成
に
力
を
入
れ

ま
す
。

G
-A

LP
s

で
、

早
期
外
国
語
教
育
を
徹
底
、

英
語
で
専
門
科
目
を

学
ぶ
と
と
も
に
、

海
外
経
験
も

　

国
際
専
攻
の
学
び
を
最
も

特
徴
づ
け
る
の
が
、
新
た
に

開
発
し
たG-A

LPs
（Global 

and A
ctive Learning 

Program
s

）
を
中
心
に
学

ぶ
点
。G-A

LPs

は
外
国

語
、
特
に
英
語
と
中
国
語
の

運
用
能
力
を
向
上
さ
せ
、
経

済
学
の
専
門
性
を
培
う
と

と
も
に
、
英
語
に
よ
る
講

義
や
海
外
で
の
学
び
を
組

み
込
ん
だ
全
く
新
し
い
プ
ロ

グ
ラ
ム
。
基
礎
と
な
る
の
が

「Intensive Course

」。
週

６
コ
マ
の
外
国
語
授
業
に
オ

ン
ラ
イ
ン
教
材
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
課
程

で
は
二
年
か
か
っ
て
い
た
も

の
を
１
年
次
で
修
了
し
ま

す
。
国
際
専
攻
「Intensive 

Course

」
で
扱
う
外
国
語
は

英
語
と
中
国
語
。
２
年
次
か

ら
は
、
外
国
語
で
学
べ
る
基

礎
科
目
群
・
教
養
科
目
群
や

「
外
国
語W

orkshop

」
を
、

３
年
次
か
ら
は
本
格
的
に
外

国
語
で
発
展
的
な
専
門
科
目

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

学
部
独
自
の
「
海
外
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
※
１
も
充
実

さ
せ
ま
す
。
海
外
へ
の
挑
戦

の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と

を
目
的
に
し
た
短
期
集
中
型

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
中
心
（
中

国
へ
は
半
年
間
・
１
年
間

留
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
り

ま
す
）。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ

ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

へ
約
１
カ
月
留
学
し
語
学
力

を
鍛
え
る
「A

cadem
ic

」、

イ
ギ
リ
ス
、
タ
イ
や
ラ
オ

ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
現
地
の
学
生

た
ち
と
調
査
な
ど
を
行
う

「Field W
ork

」、
U
A
E

に
赴
き
実
際
の
ビ
ジ
ネ
ス

の
現
場
か
ら
経
済
を
学
ぶ

「Internship

」
の
３
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
っ
て
い

て
、
2
0
1
7
年
度
は
12

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
て

い
ま
す
。
2
0
1
6
年
度

か
ら
は
U
A
E
の
ア
ブ
ダ

ビ
石
油
株
式
会
社
も
受
け

入
れ
先
に
な
り
、
石
油
の
産

出
現
場
を
体
験
し
ま
す
（
写

真
）。
こ
れ
ら
の
現
地
の
企

業
や
組
織
と
の
繋
が
り
は
、

経
済
学
部
が
独
自
に
築
き
上

げ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、

強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

国
際
専
攻
の
学
生
な
ら
全
員

に
挑
戦
し
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

※
１　

立
命
館
大
学
全
体
で
も
積
極
的

に
留
学
を
後
押
し
し
て
い
て
、
長
期
留

学
を
希
望
す
る
場
合
は
そ
れ
を
利
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
。全
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
は
４
週
間
で
語
学
研
修
が
中
心
の
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
型
、
４
週
間
か
ら
１

セ
メ
ス
タ
ー
ま
で
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

向
上
型
、
１
セ
メ
ス
タ
ー
か
ら
２
年
間

で
正
規
授
業
を
受
講
し
単
位
取
得
を
目

指
す
ア
ド
バ
ン
ス
型
の
３
つ
が
あ
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
制
と

４
年
間
途
切
れ
る
こ
と

の
な
い
ゼ
ミ
も
特
徴

　

今
回
、
経
済
学
の
学
び

を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
工
夫

を
こ
ら
し
た
の
が
「
ユ
ニ
ッ

ト
制
」
で
す
。
経
済
学
と
い

う
と
「
金
融
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
の
で
す
が
、
経
済
学

は
本
来
と
て
も
幅
の
広
い
学

問
。
そ
こ
で
３
年
次
に
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
」
か
ら
「
歴

史
・
思
想
」
ま
で
の
８
つ
の

ユ
ニ
ッ
ト
※
２
を
用
意
し
、
一

定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
分
野

に
つ
い
て
体
系
的
に
学
べ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
、「
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
ユ
ニ
ッ
ト
」
で
は
、

い
く
つ
か
の
科
目
を
英
語
で

開
講
し
ま
す
の
で
、
英
語
で

国
際
経
済
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
ま

た
４
年
次
で
は
、
英
語
だ
け

で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
大
学

院
「M

aster ,s Program
 

in Econom
ic Developm

ent

（
M
P
E
D
）」
の
授
業
も
先

取
り
し
て
履
修
で
き
ま
す
。

M
P
E
D
は
、
英
語
だ
け

で
修
士
号
が
取
得
で
き
る

大
学
院
前
期
課
程
で
、
経

済
学
研
究
科
定
員
50
名
の

内
の
約
半
数
が
在
籍
し
て

い
ま
す
※
３
。
現
在
所
属
し

創立116年、開設68年の伝統を持つ立命館大学経済学部。来年
度からおよそ10年ぶりにカリキュラムを一新。学部の大括り化
を図るとともに、新たに設ける国際専攻を軸にグローバル化へ
の対応を加速する。高度な語学力とグローバルな視野の育成に
重点を置いた国際専攻の学びを中心に、生まれ変わる経済学部
について、改革を主導した紀國先生にお話を伺いました。

P r o f i l e

1989年北海道大学経済学部卒業
後、建設省に勤務。1999年北海道
大学大学院経済学研究科博士課
程修了。経済学博士（北海道大学）。
1999年北海道大学助手。2000
年立命館大学専任講師。2001年
同助教授。2007年から現職。専門
はミクロ経済学、産業組織論。北海
道立札幌西高等学校出身。

立命館大学　経済学部
教授、副学部長
紀國　洋先生

国際専攻創設で伝統学部の
さらなるグローバル化を

  高校時代には、自分が将来やりたいこ

とはまだまだ漠然としているかもしれません

し、むしろそれで構わないとも思います。た

だ、世の中のことに関心を持ち、社会の

中で自分に何ができるかを考えることはと

ても大切なことです。そんな問題意識を持

ち、グローバル志向のある高校生には、グ

ローバルな社会の中で自分に何ができる

のか、何がしたいのかをこの学部でぜひ見

つけてほしいと思います。

経済学部と数学

　経済学部全体の特徴的な取組に、実践的な経済学
の学びの機会として、１回生対象に行う「旅プランコン
テスト」があります。LCCの代表的企業であるPeach 
Aviation株式会社の協力のもと、経済学的な視点から
旅行プランを提案するというもので、LCCについての基
礎情報を学んだのち、グループごとにテーマを設定し論文
を作成、優秀な論文作成者はPeach Aviation株式会
社の担当者を前に研究結果を発表します。調査や論文
作成などの学びの基礎が身につくとともに、企業の視点
から経済を捉える絶好の機会にもなっています。
　OB・OGを約100名招いて二日間に亘って行う就職面
接トレーニング（メントレ）は、学部単独によるものとしては
おそらく国内最大級の規模。先輩による担任制という、
学部実施ならではのきめ細かなトレーニング方法に特徴
があり、面接のためのスキルを磨くばかりでなく、卒業生と
身近に接することで、自己分析を深め、社会に出ることに
ついての意識を高める機会にもなっています。このような
きめ細かな対応を行っているのは、少しの後押しがあるこ
とで、自信をもって社会への一歩を踏み出せる学生が今
は少なくないからです。

キャリア教育も充実、
旅プランコンテストとメントレ

て
い
る
の
は
す
べ
て
留
学
生

で
す
が
、
今
回
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
改
革
を
き
っ
か
け
に
、

日
本
人
の
履
修
者
が
少
し
で

も
増
え
る
と
い
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

小
集
団
に
よ
る
ゼ
ミ
を
、

１
年
次
か
ら
４
年
次
ま
で
途

切
れ
る
こ
と
な
く
受
講
で
き

る
の
も
今
回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
改
革
の
特
徴
で
す
。
こ
れ

ま
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は

ゼ
ミ
は
３
年
次
で
終
わ
っ
て

い
ま
し
た
が
、
４
年
次
で
も

行
う
こ
と
と
し
、
学
び
の
集

大
成
と
し
て
卒
研
、
卒
論
に

取
り
組
み
ま
す
。
原
則
必
修

と
す
る
こ
と
で
、
就
職
内
定

を
勉
学
の
目
的
と
す
る
の
で

は
な
く
、
学
び
を
最
大
限
ま

で
深
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、

自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を
切
り
開

く
力
を
培
っ
て
も
ら
い
た
い

と
考
え
ま
す
。
課
題
を
自
ら

設
定
し
、
未
だ
答
え
の
出
て

い
な
い
問
い
に
対
し
て
ア
プ

ロ
ー
チ
の
方
法
を
模
索
し
、

徹
底
的
に
考
え
、
さ
ら
に
体

系
的
な
文
章
に
ま
と
め
上
げ

る
と
い
う
論
文
作
成
の
プ
ロ

セ
ス
を
経
験
す
る
こ
と
で
、

論
理
力
、
分
析
力
、
俯
瞰
力
、

洞
察
力
と
い
っ
た
社
会
で
求

め
ら
れ
る
力
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
新

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
移
行
す
る

こ
と
で
、
英
語
で
論
文
を
書

く
学
生
が
増
え
て
ほ
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

※
２　

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
、経
済
政
策
、

労
働
・
社
会
保
障
、
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
、

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
分
析
、環
境
政
策
評
価
、

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、歴
史
・
思
想
研
究

の
８
つ
。

※
３　

他
に
経
済
理
論
・
政
策
コ
ー
ス
、

税
理
・
財
務
コ
ー
ス
が
あ
る
。

G-ALPs（国際教育プログラム）で多様性理解力と踏み出す力を育成

　経済学部では、初年次に数学、統計学、

情報処理の基礎を学ぶ機会があり、かつ数

学は到達度別のクラスを編成することで無

理なく学ぶことができます。将来、社会に出て

から、企業の財務諸表の読解をはじめ、数理

的なことにまったく関係しない業務はほとんど

ないと思います。それぞれの力量に合わせな

がら、社会で必要とされるスキルを学んでもら

いたいと思います。

立命館 入試
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法政大学のグローバル系入試（抜粋）
※実施学部・出願資格等の情報は一部のみ記載しております。詳しくは「2017入試ガイド」及び

11月上旬に法政大学ウェブサイトにて公開予定の「一般入学試験要項」を必ずご覧ください。

経済学部　英語外部試験利用自己推薦特別入試
募集人員 10名（経済学科2名、国際経済学科6名、現代ビジネス学科2名）

出願資格

下記、英語外部試験資格をいずれか1つ以上取得していることなどの条件を
満たす者
TOEFL iBT®54点以上　S10以上、W10以上
IELTSband5.0以上　S4.0以上、W4.0以上
TOEIC®+SW790点以上　S100点以上、W100点以上
英検準1級以上

選抜方法 第1次選考：書類審査、第2次選考：筆記試験（小論文）・面接

国際文化学部　SA自己推薦特別入試（現役生のみ）
募集人員 20名

出願資格
「ドイツ・フランス・スペイン・ロシア・中国・韓国いずれかの言語圏の文化に強
い関心を持ち、スタディ・アブロード・プログラム留学に際して、いずれかの言語
圏を希望する」などの条件を満たす現役生

選抜方法 第1次選考：書類審査、第2次選考：面接

文学部哲学科・英文学科、経済学部国際経済学科、人間環境学部、キャリ
アデザイン学部国際バカロレア利用自己推薦特別入試

募集人員 各学科・学部とも若干名

出願資格

「国際バカロレア資格取得者(DP〔ディプロマ・プログラム〕でフルディプロマ
を取得済みの者)または取得見込みで見込み点(predicted grades)が出願
時に26ポイント以上(入学時までにフルディプロマ取得が必要)」などの条件
を満たす者

選考方法 第1次選考：書類審査、第2次選考：学部・学科により異なる

GIS(グローバル教養学部)　自己推薦入試（12月入試）
募集人員 30名

出願資格

以下の英語能力を有する（以下のいずれかの基準を満たすこと）などの条件
を満たす者
S基準：

「TOEFL iBT®88点以上 （ただしWritingスコアが21点以上に限る）。
IELTS（Academic Module）band 6.5以上（ただしWriting bandが5.5以
上に限る）。
English A: Literature または English A: Language and Literatureを履修し、
IB Diplomaを取得。
A基準：
TOEFL iBT®76点 以 上。IELTS（Academic Module）band 6.0以 上。
TOEIC®820点以上 （日本国内の受験結果に限る）。
実用英語技能検定（英検）準1級以上。
B基準：
評定平均が4.0以上であり、上記いずれかのスコアに準ずる英語力があると
学部が認める者：提出書類と面接（英語）、小論文（英語）により総合的に判
断する（TOEFL®、IELTS、TOEIC®、英検のいずれかの証明書を、基準を
満たしているかどうかにかかわらず、必ず出願時に提出すること）。

選抜方法 第1次選考：書類選考（調査書、志望理由書等）、
第2次選考：出願資格により異なる 

GIS(グローバル教養学部)　自己推薦入試（秋学期入学）
入学時期 秋学期

募集人員 10名

選考の種類 ●国外選考Ⅰ期　●国外選考Ⅱ期　●国内選考

出願資格

国外選考Ⅰ期、Ⅱ期
「TOEFL iBT®80点以上、IELS(Academic Module) band 6.5以上の
いずれか一つの英語能力を有する」などの条件を満たす者
国内選考

「TOEFL iBT®76点以上、IELTS(Academic Module) band 6.0以上、
TOEIC®820点以上(日本国内の受験に限る)、実用英語技能検定(英検)1
級または準1級のいずれか一つの英語能力を有する」などの条件を満たす者

選抜方法

国外選考Ⅰ期・Ⅱ期
書類審査（調査書、志望理由書等）
国内選考
第1次選考：書類審査（調査書、志望理由書等）
第2次選考：面接（英語）・小論文（英語）

P r o f i l e

1960年香港生まれ。香港大学修
士課程（M.Phil.)、アメリカのスタン
フォード大学大学院博士課程修
了（Ph.D)。法政大学国際交流セ
ンターのフェローシップを得て来日、
1996年より法政大学非常勤講
師。その後第一教養部専任講師、
法学部教授を経て、2008年、立
ち上げから関わったグローバル教
養学部教授に就任。専門は社会
学、女性学、ジェンダー、セクシュアリ
ティ。近年はアジアにおける家族の
比較研究を行っている。

法政大学
グローバル教養学部長
ダイアナ・コー先生
（Diana Khor）

高校生へのメッセージ

　日本人の学生は発信する

力が弱いとよく言われますが、

反面、とてもよく考えていま

す。授業中に発言を求めた

時には返事のなかった学生

が、感想リポートではしっかり

した意見を書いているような

こともあります。また同じ日本

人学生でも海外経験のある

者は総じてよく発言する。つま

り、慣れが大半を占めている

のではないでしょうか。要は訓

練あるのみだと思います。

日本の大学のグローバル化、改革を大きく推
し進めると期待されているスーパーグロー
バル大学創成支援事業。採択から丸２年、各
スーパーグローバル大学では、着実に構想の
実現を進めています。すべて英語による授業
とリベラルアーツ教育で実績のあるグロー
バル教養学部（GIS）をはじめとし、大学全体
での取組を加速する法政大学。昨年度から
GISの学部長を務めるダイアナ・コー先生は、
香港で高校と大学を過ごし、アメリカの大学
院で学位を取得したグローバル人材。GIS
の歴史とともに日本語が上達してきたと語る
先生に法政大学のグローバル化、教育改革に
ついてお聞きしました。

法政大学グローバル教養学部と

スーパーグローバル大学の今
（Faculty of Global and Interdisciplinary Studies:GIS）

G
I
S
の
今
と
、

今
後
の
課
題

74
％
と
93
％
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ

大
学
連
盟
の
調
査
（
2
0
1
3
年
）

に
よ
る
あ
る
数
字
で
す
。

74
％
は
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
ト
ッ

プ
3
0
0
名
の
う
ち
、
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
教
育
を
推
奨
す
る
人
の
割
合
。

93
％
は
、就
職
時
に
、批
判
的
思
考
力
、

的
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
、

複
雑
な
問
題
解
決
力
と
い
っ
た
、
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
の
成
果
と
し
て

最
も
期
待
さ
れ
る
力
が
大
事
で
あ
る

と
答
え
た
割
合
で
す
。
ま
た
別
の
調

査
で
は
※
１
、
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
5
0
0

（Fortune 500

）
の
リ
ー
ダ
ー
の
う

ち
の
３
分
の
１
が
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ
の
学
位
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
2
0
1
5
年
の
本
学

の
「
卒
業
生
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で

も
、
G
I
S
の
学
生
の
93
％
が
４
年

間
で
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
わ
れ
る
能
力
と
し
て
自
己
判
断
能

力
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
幅

広
い
教
養
は
92
・
９
％
、
英
語
能
力

は
1
0
0
％
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
は
90
・
５
％
、
課
題
発
見
・

解
決
能
力
は
85
・
７
％
で
、
い
ず
れ

も
15
学
部
中
１
位
で
し
た
。

G
I
S
は
８
年
前
、
1
0
0
％

英
語
に
よ
る
授
業
と
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ
教
育
が
特
徴
の
、
国
際
教
養
系
の

実
さ
せ
る
た
め
、、
科
目
群
も
３
か
ら

４
、
４
か
ら
５
へ
と
増
や
し
て
い
ま

す
。
入
学
者
の
内
訳
は
、
約
50
％
が

海
外
経
験
３
年
以
上
で
、
残
り
が
い

わ
ゆ
る
純
ジ
ャ
パ
で
す
。
も
っ
と
も
、

近
年
増
加
し
て
い
る
高
校
で
の
１
年

間
の
海
外
留
学
経
験
者
を
ど
ち
ら
に

入
れ
る
か
で
、
数
字
は
10
％
ほ
ど
変

わ
っ
て
き
ま
す
。

入
試
で
は
、
学
生
の
多
様
性
を
促

進
す
る
た
め
に
、
2
0
1
6
年
現
在
、

2
0
1
3
年
か
ら
始
め
た
９
月
入
学
に

お
い
て
、
海
外
や
国
内
の
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
卒
業
生
に
配
慮

し
て
、
自
己
推
薦
入
試
の
出
願
期
間

を
１
月
と
３
月
へ
前
倒
し
し
ま
し
た
。

ま
た
国
内
で
も
I
B
（International 

Baccalaureate

：
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
）

認
定
校
でEnglish A (Literature 

ま
た
は Language and Literature) 

を
履
修
し
たIB Diploma

取
得
予
定

者
は
海
外
枠
と
し
ま
し
た
【
下
表
参

照
】。

８
年
間
見
て
き
て
、
G
I
S
の

学
生
に
最
も
欠
け
て
い
る
と
感
じ
る

の
が
、
現
在
の
欧
米
の
授
業
の
主
流

で
あ
る
長
い
論
文
を
読
ん
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る

際
の
前
提
と
な
る
読
解
力
の
訓
練
。 

G
I
S
も
英
語
で
の
講
義
や
宿
題
の

量
な
ど
は
ほ
ぼ
欧
米
の
大
学
と
変
わ

り
ま
せ
ん
が
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
量

だ
け
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の

も
G
I
S
の
時
間
割
は
日
本
の
大

学
に
あ
わ
せ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
や

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
一
つ
の
科
目

に
つ
き
、
同
じ
週
の
中
で
講
義
日
と

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
日
、
も
し
く

は
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
の
日
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ

で
は
長
い
学
術
論
文
を
読
ん
で
議
論

す
る
訓
練
は
し
に
く
い
。
深
い
理
解

を
得
る
に
は
同
じ
科
目
の
授
業
を
週

2
，
3
回
受
け
る
方
が
効
果
が
あ
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
本
学
も
含
め
て
、

日
本
の
多
く
の
大
学
で
の
週
１
回
の

授
業
の
場
合
は
工
夫
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

た
だ
G
I
S
の
場
合
、
専
任
の
14

名
の
教
員
の
半
分
は
外
国
籍
で
、
み
な

欧
米
流
の
教
育
に
慣
れ
、
教
育
熱
心
で

す
か
ら
、
日
本
の
時
間
割
の
中
で
も
、

い
か
に
海
外
の
大
学
の
よ
さ
や
最
新
の

教
育
方
法
を
取
り
こ
め
る
か
工
夫
し
て

い
ま
す
。
私
も
、
入
門
・
中
級
の
授
業

で
は
比
較
的
短
い
文
章
を 

、
上
級
の

授
業
で
は
学
術
論
文
を
テ
キ
ス
ト
に
し

て
、
半
期
15
回
の
授
業
を
一
括
り
と
し

て
捉
え
、
そ
の
中
で
４
回
は
徹
底
し
た

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

小
さ
な
学
部
の
最
大
の
特
徴
で
あ

る
少
人
数
教
育
を
維
持
し
て
い
く
こ

と
に
つ
い
て
は
、
教
員
間
の
意
見
は

一
致
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
段
階
的

に
幅
広
い
学
術
分
野
の
知
識
・
教
養

を
身
に
付
け
な
が
ら
、
深
い
専
門
性

を
磨
く
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
特
徴

に
つ
い
て
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
充

実
さ
せ
、
履
修
条
件
な
ど
を
工
夫
し

な
が
ら
将
来
も
守
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
多
く
の
学
部
が
、
専
門

と
教
養
を
分
け
て
い
る
関
係
で
、
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
を
特
徴
と
す
る

学
部
で
は
専
門
性
が
深
め
ら
れ
な

い
と
の
先
入
観
を
持
つ
受
験
生
も
少

な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
実
際
は
、
3
年
次
で
始
ま
る
ゼ
ミ

は
専
門
性
の
習
得
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
ま
た
こ
の
4
年
間
で
は
、
海
外

や
国
内
大
学
院
の
学
際
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
だ
け
で
な
く
、
国
際
関
係
や
言

語
学
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
社
会
学
と
い
っ

た
専
門
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
進
学
す

る
卒
業
生
も
出
て
い
ま
す
。
加
え
て

2
0
1
6
年
度
か
ら
は
、
各
科
目
群

に
幾
つ
か
の
科
目
を
１
、
2
年
次
に

お
け
る
選
択
必
修
と
し
て
設
定
し
、

３
、
４
年
次
の
ゼ
ミ
や
上
級
科
目
を

通
し
て
、
専
門
性
を
磨
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
G
I
S
で

は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ゼ
ミ
と
は

違
う
分
野
の
上
級
レ
ベ
ル
の
科
目
を

履
修
し
、
さ
ら
に
幅
広
く
、
し
か
も

深
い
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
奨

励
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
自
体
の
良
さ

を
守
り
な
が
ら
、
周
囲
、
特
に
受
験

生
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
良

さ
を
伝
え
て
い
く
べ
き
か
は
、
私
た

ち
の
課
題
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 ※
１　

Oregon State University

の
学
長

に
よ
る
：http://w

w
w

.huffi
ngtonpost.

com
/edw

ard-j-ray/the-value-of-a-
liberal-arts-education_b_3647765.
htm

l?

※
２　
G
G
J
は
２
０
１
２
年
か
ら
２
０

１
６
年
、
S
G
U
は
２
０
１
４
年
か
ら

10
年
間
。

S
G
U
の
今

今
年
は
S
G
U
採
択
３
年
目
、

G
G
J
の
最
終
年
度
と
な
り
ま
す
が
、

G
G
J
に
関
し
て
は
当
初
の
目
標
を

ほ
ぼ
ク
リ
ア
し
た
と
思
い
ま
す
。

学
生
の
海
外
へ
の
送
り
出
し
に
つ

い
て
は
、
法
政
大
学
は
そ
の
数
で
は

す
で
に
全
国
４
位
※
３
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
S
G
U
で
は
、
G
G
J
に
比
べ

て
さ
ら
に
力
を
入
れ
て
い
て
、
海
外
協
定
校
を
精

力
的
に
増
や
す
と
と
も
に
、
送
り
出
し
先
も
欧
米

や
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
も

広
げ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
法
政
大
学
は
ア
ジ
ア

と
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の

流
れ
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
今
後
も
地
域
を
限

定
せ
ず
に
、
真
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
目
指
さ
れ
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

今
秋
か
ら
始
ま
る
海
外
高
校
と

の
最
新
の
高
大
連
携
事
業
、「
ア
ジ

ア
の
高
校
生
の
た
め
の
短
期
ス
カ

ラ
シ
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
略
称
：

H
O
S
E
I-

S
S
P
）
も
そ
の
一

環
で
す
。
参
加
す
る
の
は
本
学
部

と
、
今
秋
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
経
営

学
部
経
営
学
科
の
G
B
P
（Global 

Business Program

）
と
人
間
環
境

学
部
の
S
C
O
P
E
（
持
続
可
能
社

会
共
創
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
い
ず
れ
も
英

語
だ
け
で
卒
業
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

で
す
。
H
O
S
E
I-

S
S
P
で
は
、
ベ

ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

マ
レ
ー
シ
ア
、カ
ン
ボ
ジ
ア
、ラ
オ
ス
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
高
校
で
英
語
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
学
び
、
日
本
へ
の
留
学
を
希

望
す
る
高
校
生
を
募
集
し
ま
す
。
定

員
は
10
名
。
ま
ず
は
１
月
に
日
本
へ

招
待
し
、
特
別
授
業
な
ど
を
行
う
こ

と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

法
政
大
学
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
向

け
た
教
育
方
針
と
し
て
、
少
人
数
教
育

へ
の
移
行
と
能
動
的
自
主
的
学
習
の
仕

組
み
の
構
築
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
の
教
育
環
境
改
革
の
一

環
と
し
て
、
い
か
に
多
く
の
学
生
に
グ

ロ
ー
バ
ル
体
験
を
し
て
も
ら
う
か
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
、
国

際
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
海
外
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
、
単
位
認
定

し
た
り
、
長
期
休
暇
期
間
中
に
、
海

外
大
学
の
教
員
を
招
い
て
の
集
中
講
義

等
を
始
め
た
り
す
る
学
部
も
出
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
組
は
、
長
期
留

学
希
望
者
の
ト
ラ
イ
ア
ル
に
も
最
適
で

す
。G

G
J
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た

E
R
P
（
英
語
強
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に

加
え
て
、
今
春
か
ら
は
こ
れ
ま
で
各
学

部
に
置
か
れ
て
い
た
英
語
に
よ
る
授
業

を
公
開
し
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
オ
ー
プ
ン

科
目
」
と
し
て
学
部
を
超
え
て
受
講
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
「
グ

ロ
ー
バ
ル
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
も
の
を

設
け
て
、
日
頃
か
ら
学
生
に
グ
ロ
ー
バ

ル
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
よ
う
な
取
組
も

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

私
が
法
政
大
学
で
教
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
1
9
9
6
年
。
か
つ
て

の
第
一
教
養
部
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
講
座

を
担
当
し
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
は
留

学
の
た
め
の
講
座
も
少
な
く
、
留
学
希

望
者
の
多
く
は
私
の
講
義
の
受
講
者

で
、
中
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
活
躍
し

て
い
る
漫
画
家
の
ミ
サ
コ
・
ロ
ッ
ク
ス

さ
ん
や
世
界
的
に
有
名
な
ジ
ャ
ズ
音
楽

家
の
上
原
ひ
ろ
み
さ
ん
な
ど
も
い
ま
し

た
。
当
時
と
比
較
す
る
と
、
今
の
本
学

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
に
は
隔
世

の
感
が
あ
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
と
の
連
携

が
進
ん
だ
の
も
大
き
な
違
い
で
す
。
私

た
ち
は
世
界
の
共
通
語
と
し
て
、
英
語

を
使
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
英

語
を
使
う
こ
と
イ
コ
ー
ル
欧
米
至
上
主

義
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
私
が
自
分
の
研
究
を
通
じ
て
感
じ

て
い
る
の
は
、
ア
ジ
ア
な
ど
英
米
以
外

の
国
・
文
化
が
主
体
と
な
っ
て
学
問
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
か
ら
は
欧
米
中
心
の
価
値
基

準
に
覆
わ
れ
て
い
た
世
界
に
、
ア
ジ
ア

を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
以
外
の
地
域
の

価
値
基
準
が
存
在
感
を
増
し
て
く
る
。

こ
れ
こ
そ
、
真
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ

り
、
近
未
来
を
解
く
鍵
も
こ
こ
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。法
政
大
学
、

G
I
S
で
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
応

で
き
る
資
質
や
力
を
養
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

※
３　

２
０
１
４
年
度
留
学
生
派
遣
数

（
16
単
位
以
上
認
定
）：
全
国
４
位
（
出

典
：
朝
日
新
聞
出
版
２
０
１
７
大
学
ラ

ン
キ
ン
グ
）

学
部
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

元
々
は
文
、
経
済
、
国
際
文
化
の
三

学
部
を
横
断
す
る
英
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

I
G
I
S
（Institute of Global and 

Interdisciplinary Studies: 

グ
ロ
ー

バ
ル
学
際
研
究
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー

ト
）
で
、
ス
タ
ー
ト
し
て
２
年
後
に
学

部
に
な
り
ま
し
た
。
法
政
大
学
の
中

で
は
最
も
小
さ
い
学
部
で
す
が
、
こ

う
し
た
経
緯
か
ら
、
学
部
横
断
、
大

学
全
体
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
牽
引
す

る
に
は
最
適
な
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
と

い
う
こ
と
で
、
G
G
J
（“Go Global 

Japan

”：
経
済
社
会
の
発
展
を
牽
引

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
支
援
）

やSuper Global Universities

：

ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
創
成
支

援
（
以
下
S
G
U
）
と
い
っ
た
国
の
支

援
事
業
※
２
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
学

生
の
就
職
先
は
海
外
進
出
し
て
い
る

日
系
企
業
や
外
資
系
が
多
く
、
最
近

で
は
海
外
の
有
名
大
学
院
へ
の
進
学

も
増
え
て
い
ま
す
。

近
年
の
一
番
大
き
な
変
化
は
、

S
G
U
採
択
後
の
2
0
1
5
年
に
、

定
員
が
約
1.5
倍
の
1
0
0
人
に
な
っ

た
こ
と
。
当
然
、
入
学
者
の
英
語
力

に
バ
ラ
つ
き
が
出
る
た
め
、
今
春
か

ら
は
、
入
学
時
に
T
O
E
F
L
®

に

よ
る
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
で
ク

ラ
ス
分
け
を
行
い
、
下
位
ク
ラ
ス
で

は
英
語
の
必
修
単
位
を
増
や
し
ま
し

た
。
ま
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
よ
り
充
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前
回
ま
で
に
、
ナ
ノ
ス

ケ
ー
ル
の
世
界
を
観
察
す

る
『
走
査
型
ト
ン
ネ
ル
顕
微

鏡
（
S
T
M
）』
と
『
原
子
間

力
顕
微
鏡
（
A
F
M
）』に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。今

回
は
最
終
回
。そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
顕
微
鏡
を
用
い
て

私
が
今
取
り
組
ん
で
い
る

研
究
を
紹
介
し
ま
す
。

　

S
T
M
と
A
F
M
は
、
ど

ち
ら
も
鋭
い
針
を
試
料
表

面
に
近
づ
け
て
、
表
面
形
状

を
原
子
レ
ベ
ル
で
な
ぞ
る

よ
う
に
描
き
だ
す
顕
微
鏡

で
す
。こ
れ
ら
の
顕
微
鏡
に

対
す
る
好
奇
心
が
、
私
の
研

究
人
生
を
決
め
た
と
言
っ

て
良
い
で
し
ょ
う
。
開
発

当
時
、
私
の
頭
の
中
で
は
、

S
T
M
と
A
F
M
で
「
な
ぜ

原
子
が
見
え
る
の
か
（
本
当

に
原
子
が
見
え
て
い
る
の

最終回

し
た
鍋
や
蓮
の
葉
に
付
着

し
た
水
は
極
端
に
濡
れ
性

が
悪
く
、
こ
ろ
こ
ろ
弾
く
よ

う
に
転
が
り
ま
す
。一
方
、

汚
れ
を
除
去
し
た
ガ
ラ
ス

や
金
属
は
水
に
良
く
濡
れ

ま
す
。酸
化
チ
タ
ン
は
、
紫

外
線
の
照
射
で
性
質
が
変

化
し
、
極
め
て
良
く
濡
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。こ
の
特

性
は
広
く
産
業
に
利
用
さ

れ
て
い
て
、
例
え
ば
、
お
風

呂
場
の
鏡
の
曇
り
止
め
や
、

車
の
サ
イ
ド
ミ
ラ
ー
を
雨

の
日
で
も
見
や
す
く
保
つ

た
め
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材

に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
水
の
濡
れ
性
、

す
な
わ
ち
水
分
子
と
物
質

表
面
の
相
互
作
用
が
原
子

レ
ベ
ル
で
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
は
、
諸
説
あ
る
も
の

の
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。そ
こ
で
、
S
T
M

や
A
F
M
を
用
い
て
、
そ
の

機
構
を
調
べ
て
い
ま
す
。

A
F
M
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
表
面
の
極
近
傍
の

水
が
、
室
温
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
の

よ
う
な
氷
も
ど
き
の
構
造

を
取
っ
て
い
る
こ
と
も
原

子
レ
ベ
ル
で
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。ま
た
、
酸
化
チ
タ

ン
表
面
の
原
子
の
並
び
方

に
よ
っ
て
、
ま
た
異
種
の
原

子
が
表
面
に
あ
る
場
合
、
水

分
子
と
の
相
互
作
用
が
変

わ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

ナノの世界を探る顕微鏡！
その誕生秘話とは

ま
し
た
。そ
れ
ら
の
相
互
作

用
の
集
大
成
と
し
て
、
表
面

で
水
が
は
じ
け
た
り
、
濡
れ

性
が
良
く
な
っ
た
り
す
る

わ
け
で
す
。

　

１
㎜
ぐ
ら
い
の
小
さ
な

水
滴
で
も
、
そ
れ
を
構
成
す

る
水
分
子
の
数
は
約
1020

個

に
な
り
ま
す
。と
て
も
数
え

切
れ
な
い
水
分
子
の
集
団

の
挙
動
が
、
個
々
の
水
分
子

と
表
面
原
子
の
相
互
作
用

を
基
に
理
解
で
き
た
ら
、

と
て
も
愉
快
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。そ
れ
を
出
発
点

に
し
て
着
想
す
る
工
学
応

用
も
、
想
像
を
超
え
る
展
開

と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

原
子
レ
ベ
ル
で
わ
か
っ
て

い
な
い
現
象
は
ま
だ
無
数
に

あ
り
ま
す
。例
え
ば
、半
導
体

デ
バ
イ
ス
の
原
材
料
と
し
て

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
純
粋
な

シ
リ
コ
ン
を
水
に
浸
け
た
ら

ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。水

素
原
子
２
個
と
酸
素
原
子
１

個
か
ら
成
る
水
分
子
の
構
造

は
比
較
的
単
純
で
す
。し
か

し
、塊
に
な
る
と
、水
は
と
て

も
不
思
議
な
挙
動
を
示
し
ま

す
。純
粋
な
水
を
大
気
中
に

置
く
と
、
大
気
中
の
酸
素
や

炭
酸
ガ
ス
な
ど
が
瞬
く
間
に

溶
け
込
み
ま
す
。す
る
と
、単

純
な
水
分
子
の
塊
と
は
言
え

な
く
な
り
ま
す
。そ
の
水
に

浸
さ
れ
た
シ
リ
コ
ン
は
化
学

反
応
し
ま
す
。ま
た
、純
水
で

あ
っ
て
も
、
シ
リ
コ
ン
に
触

れ
た
水
は
反
応
し
て
水
酸
基

と
水
素
に
分
か
れ
て
シ
リ
コ

ン
表
面
を
変
化
さ
せ
ま
す
。

水
酸
基
は
シ
リ
コ
ン
を
徐
々

に
酸
化
シ
リ
コ
ン
へ
と
変
え

て
い
き
ま
す
。し
か
し
、シ
リ

コ
ン
表
面
に
純
水
を
た
ら
し

た
瞬
間
に
何
が
起
き
る
か
、

あ
る
い
は
純
粋
な
水
蒸
気
を

少
し
ず
つ
当
て
続
け
た
ら
何

が
起
こ
る
か
、
こ
れ
も
原
子

レ
ベ
ル
で
は
よ
く
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。水
と
反
応
し
た

部
位
は
融
解
す
る
温
度
が
下

が
っ
た
り
、
他
の
物
質
と
の

反
応
性
が
変
わ
っ
た
り
し
ま

す
。こ
れ
ら
は
、水
や
シ
リ
コ

ン
を
多
く
含
む
地
殻
で
の
地

球
規
模
の
現
象
に
も
関
わ
っ

て
い
ま
す
。ま
た
、水
と
反
応

し
た
清
浄
シ
リ
コ
ン
表
面
同

士
を
接
触
さ
せ
る
と
、
容
易

に
貼
り
付
い
た
り
も
し
ま

す
。工
業
と
し
て
、材
料
と
材

料
を
貼
り
合
わ
せ
る
「
接
合

技
術
」は
と
て
も
重
要
で
す
。

表
面
を
介
し
た
接
合
現
象
や

そ
の
応
用
に
も
、
S
T
M
や

A
F
M
を
用
い
て
原
子
レ
ベ

ル
で
迫
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

い
ず
れ
の
研
究
も
容
易
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ

れ
ま
で
の
シ
リ
コ
ン
表
面
の

ナ
ノ
ス
ケ
ー
ル
研
究
の
主
流

は
、
ナ
ノ（
10-9

）パ
ス
カ
ル
と

い
う
極
め
て
低
い
圧
力
の
、

気
体
の
原
子
・
分
子
が
ほ
と

ん
ど
無
い
超
高
真
空
と
呼
ば

れ
る
特
殊
な
環
境
下
で
進
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、

例
え
ば
水
と
物
質
表
面
の

相
互
作
用
を
調
べ
る
た
め
に

は
、観
察
・
測
定
が
し
や
す
い

超
高
真
空
中
と
、
実
環
境
に

近
い
水
中
と
い
う
、
相
反
す

る
環
境
を
跨
ぐ
実
験
の
工
夫

御園　真史
島根大学教育学部数理基礎教育講座准教授、　博士（学術）第49回

どうして
　　 を学ぶの ?数学

数学の学習に使える
Excelの関数

も
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
の

一
方
、実
験
と
し
て
は
、で
き

る
だ
け
複
雑
な
要
因
を
排
除

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
定
の
要
因
だ
け
を
変
化

さ
せ
た
と
き
に
起
こ
る
現
象

の
差
異
を
比
較
し
て
、
原
因

と
結
果
の
関
係
を
明
確
に
し

た
い
の
で
す
（
こ
れ
を
対
照

実
験
と
呼
び
ま
す
）。と
は
い

え
、現
実
の
実
験
に
は
、技
術

的
な
困
難
が
あ
っ
た
り
、
不

明
な
要
因
が
紛
れ
込
ん
だ
り

し
ま
す
。持
て
る
知
恵
を
駆

使
し
て
、
困
難
の
中
か
ら
確

信
的
な
事
実
と
原
理
を
抽
出

し
て
い
く
こ
と
が
、
実
験
科

学
の
王
道
で
す
。

　

科
学
は
、
未
来
を
予
想
す

る
の
に
確
か
な
方
法（
道
具
）

と
な
り
得
ま
す
。原
理
的
で

あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
新
た
な

発
想
の
確
固
た
る
立
脚
点
に

で
き
る
の
で
す
。そ
の
上
で
、

様
々
に
夢
想
・
予
想
を
し
、論

理
的
帰
結
を
厳
し
く
検
証

し
、未
来
を
拓
く
の
で
す
。中

途
半
端
な
道
具
を
振
り
回
し

て
、
間
違
っ
た
論
理
を
推
し

進
め
る
こ
と
は
危
険
で
す
。

　

私
は
、
み
な
さ
ん
の
日
頃

の
勉
強
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な

危
険
・
間
違
い
に
陥
ら
な
い

た
め
の
厳
し
い
基
礎
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
だ
と
思
い
ま
す
。今

学
ん
で
い
る
こ
と
は
決
し
て

受
験
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。身
に
つ
け
た
科
学

的
原
理
を
基
本
に
、
そ
れ
を

展
開
す
る
知
恵
と
ス
キ
ル
を

最
大
限
活
用
し
、
危
険
を
回

避
し
つ
つ
、
自
分
の
道
を
切

り
拓
い
て
い
く
の
だ
と
い
う

気
概
を
持
っ
て
、
日
々
勉
学

に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す（
終
わ
り
）。

か
、
結
局
何
を
見
て
い
る
の

か
）
？ 

原
子
を
描
き
だ
す

針
先
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
？
」
な
ど
の
疑
問
が
わ

き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。そ

の
根
源
は
今
も
変
わ
り
ま

せ
ん
。針
先
を
原
子
1
個
分

ま
で
尖
ら
せ
つ
つ
、
顕
微
鏡

の
性
能
を
向
上
さ
せ
る
研

究
、
そ
し
て
、
原
子
レ
ベ
ル

で
検
出
で
き
る
対
象
を
広

げ
る
研
究
を
続
け
て
い
ま

す
。そ
の
一
方
で
、
S
T
M

と
A
F
M
が
垣
間
見
せ
て

く
れ
る
ナ
ノ
ス
ケ
ー
ル
の

現
象
や
、
人
間
の
生
活
環
境

で
体
感
さ
れ
る
現
象
と
ナ

ノ
ス
ケ
ー
ル
現
象
の
関
係
、

地
球
規
模
で
の
表
面
・
界
面

現
象
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
工

学
応
用
へ
も
、
私
の
研
究
対

象
は
広
が
り
ま
し
た
。

　

一
つ
の
契
機
と
な
っ
た

の
は
、
光
触
媒
材
料
、
酸
化

チ
タ
ン
と
の
出
会
い
で
す
。

こ
の
物
質
に
紫
外
線
を
照

射
す
る
と
不
思
議
な
こ
と

が
起
き
ま
す
。一
つ
は
表
面

に
触
れ
た
有
機
物
が
分
解

さ
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ

は
、
表
面
に
付
着
し
た
水
滴

が
す
ー
っ
と
広
が
り
、
薄
い

膜
状
に
な
る
こ
と
で
す
。紫

外
線
の
照
射
で
、
表
面
の

「
水
に
対
す
る
濡
れ
性
」
が

良
く
な
る
の
で
す
。

　

水
の
濡
れ
性
に
関
わ
る

現
象
は
日
常
的
に
よ
く
見

か
け
ま
す
。テ
フ
ロ
ン
加
工

みなさんは、数学を学習するときに、たいていは紙と鉛筆
（シャープペンシル）を使って学習していると思います。いろ
いろな問題を解決する場面では、電卓を使うこともあるでしょう
か。ちなみに、電卓にも、関数電卓やグラフ電卓などより高
機能のものもあります。

今日は、コンピュータ、特に比較的多くのコンピュータにイ
ンストールされているMicrosoftExcel（以下、Excelと表記）
の中に組み込まれている関数で、数学を考える際に使えそう
なものを紹介していきたいと思います。
■統計系の関数

Excelで関数というと、たいていは、合計を求めるSUM関数、
平均を求めるAVERAGE関数などがよく使われるのではない
でしょうか。平均は代表値のひとつです。

中学校では、代表値として平均のほか、中央値や最頻値
も学びます。中央値を求めるにはMEDIAN関数、最頻値を
求めるにはMODE.SNGL関数（Excel2010以降、それより前
はMODE関数）があります。ただし、MODE.SNGL 関数は、
中学校の最頻値の定義である「最も度数の多い階級の階級
値」とは少し違って、「=MODE.SNGL（データ）」のように
入力して、「データ」（ここには、セル範囲やカンマで区切っ
たデータが入ります）の中で最も度数の多いものを求めること
になります。ちなみに、2, 2, 3, 3のように最頻値が2つ以上出
てくるデータであっても、1 つしか出てきません。この問題に対
応したMODE.MULTという関数もあります。

高校の数学Iでは、分散や標準偏差を学びますが、これら

に対応した関数として、VAR.P（Excel2010以降、それより
前はVARP関数）、STDEV.P（Excel2010以降、それより
前はSTDEVP関数）があります。

また、数学Iでは、相関係数について学びますが、これも
CORREL関数を用いて求めることができます。例えば、20
人分の数学のテストの点数のデータがB2：B21、国語の
テストの点数のデータがC2：C21と、それぞれ出席番号順
に並んでいたら、数学の点数と国語の点数の相関係数は

「=CORREL（B2：B21, C2：C21）」のように入力すれば
求めることができます。
■数学の教科書に出てくる関数

ここまで出てきたものは、統計に関わる関数で比較的よく知
られているものだと思います。

しかし、Excelに組み込まれている関数はこれだけではあり
ません。例えば、数学IIでは、三角関数を学びますが、SIN
関数、COS関数、TAN関数もあります。

下の画面は0から6.3まで、0.1刻みでsinの値を求め、折れ

線グラフを描いたものです。教科書で見るようなグラフも簡単
に描けます。

ちなみに、これらの三角関数の（　）の中（これを「引
数」といいます）には、弧度法を用います。弧度法は180°で
π（=3.14…）で、sinの周期は360°（=2π）ですから、6.3 
まで描けば、1周期分と少し進んだところまでのグラフが描ける
というわけです。

なお、高校の数学の範囲を少し超えますが、三角関数の
逆関数もあります。例えば、sinの逆関数arcsinを求めるのに、
ASINという関数が用意されています。

数学Ⅱでは、指数関数、対数関数もでてきます。これにも
対応する関数があります。y = 2 x のような簡単な形では、数
式として、例えば「=2^A1」のように入力すればOKです。
数学IIIで出てくる y = ex を計算をしたい場合（ eは自然対数
の底と呼ばれる特別な無理数で、約2.71828…です）には、
EXP関数がありますので「=EXP（A1）」のように入力すれ
ばOKです。

対数関数は、10を底とする常用対数であればLOG10関数
がありますので、「=LOG10（A1）」のように入力します。一方、
先ほど考えたeを底とする自然対数を求めたい場合は、LOG
関数を使用し、「=LOG（A1）」のように入力します。

では、底が10や e以外の場合にはどうすればよいでしょうか？
そう、数学Ⅱで学ぶ「底の変換公式」を使用します。こんな
ところで使えるのですね！ log23の値をどう求めればよいか式
を考えてみてください。



11 vol.121 2016年（平成28年）9月15日 大学ジャーナル

書評

　人を殺してはいけないことは、自明の禁止事項だ。殺人を犯した者
は、国家によって刑法犯として裁かれる。ところが、戦争で人を殺して
も、国内法では裁かれない。「人を一人殺したら殺人者だが、百万人
殺すと英雄だ」というのはチャップリンの映画『殺人狂時代』に出て
くる言葉だが、戦争において敵兵の死は戦果となり、大きな戦果をあ
げたものは英雄となる。もちろん、殺人と戦争とは必ずしも原理的に
同等ではないが、少なくともこの違いは、戦争には国家というものが関
わっており、国家が正義（あるいは禁止事項）を決定するということを
指し示しているだろう。無論、人類史を紐解けば常に集団間の争いは

あった。むしろ、戦争といえば通常思い浮かべる国家間戦争というの
は、17世紀半ばヨーロッパにおいて近代国家というものが形成され
てからのことである。
　戦争とは何かという問いに対し、本書は主権国家を軸に据えて考
察していく。それはおそらく、政府が戦後体制から脱却することを目標
に掲げているという現在の日本の状況に対する危機感から本書が
書かれたからだろうと思う。主権国家間の戦争ではない「テロとの戦
争」という新しい言葉が登場し、国内外での治安管理の強化が当然
のように正当化されたり、法整備されていく日本は、「戦争ができるよう
になる」国へ方向転換してこうとしていると著者は捉えるのだ。
　主権国家を軸とした歴史的考察となれば、自ずとヨーロッパの話
が中心となる。神（宗教）による統制から、相互承認と内政不干渉に
よって保障された国家同士が争いを調整するというウェストファリア
体制に移行して、国家は戦争をする権力を有することになる。フラン
ス革命を経てナポレオンの登場からは、王の軍隊は国民の軍隊にな
り、それが民主主義台頭のベースになる（義勇軍に発する軍隊と明
治国家形成で造設された日本軍は発生原理的に異なることは興味
深い）。20世紀に入り、総動員体制による総力戦というかつてない

形の世界戦争が２度も起こり、その後、核保有による相互確証破壊
（MAD）※の脅迫下で冷戦が続き、曲がりなりにも国際秩序を総括
して体現する国連が、戦争の原則禁止で国家主権を制約する体制
ができる。米国のベトナム戦争の敗北から情報操作と戦争のハイテ
ク化が進み、冷戦終結によって自由主義的資本主義がグローバル
化して全てが市場原理に飲み込まれる中、非国家的集団を敵とする

「テロとの戦争」という（一見には）新しい戦争概念が生まれる。国家
と非国家集団という非対称な関係は、後者を殺してもいい犯罪者と
認定することを可能にし、制限されていた国家の暴力行使が治安維
持の名の下に国内外で解除されることとなった。領土的実体を持た
ない「テロ集団」との戦争は終わりなきものとなり、グローバル経済の
中で戦場が資本の草刈り場となる。
　今の日本で行われていることや言説を、本書の読後に改めて考え
て欲しい。著者の『戦争論』、『夜の鼓動にふれるー戦争論講義』な
ども読まれることをお勧めする。

※MADはMutual Assured Destructionの略。核戦略用語で「核を持つ２カ国間で
は一方が先制的に核を使用すると詰まる所必ず双方が核兵器によって完全に破
壊されてしまうことを互いに確証する」という意味

雑賀　恵子
京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪産業大学他非常勤講師。著書に『空腹について』

（青土社）、『エコ・ロゴス　存在と食について』（人文書院）、『快楽の効用』（ちくま新書）。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。

西谷修
ちくまプリマー新書

戦争とは
何だろうか

雑賀恵子の

１６歳から
の

大学論

「大学は学問を
するところ」についてその2

第6回

P r o f i l e
１９７３年石川県生まれ。２０１0 〜１４年に文部科学省研究振興局学術調査
官も兼任。２０１１〜２０１４年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科
学。南部陽一郎研究奨励賞、日本金属学会論文賞他。著書に「研究を深め
る５つの問い」講談社など。

京都大学　学際融合教育研究推進センター　准教授
宮野　公樹先生

　前回は「大学は学問をするところ」とい
う時の《大学》について述べました。その
内容を一言で言うと、今日において「大学」
というものは多種多様な形態を持つように
なっており、また、歴史的にみても近代の
大学が生まれた１８、１９世紀の頃とはずい
ぶん変わっている、ということでした。今回
は引き続き、同じ文の中にある《学問》に
ついて考えてみます。この《学問》という言
葉もまた、簡単には語り尽くせません。一見
シンプルな「学問とは何か」という問いに
答えるにも、なかなかの苦労が必要です。
　まず、本連載の第二回目の記事から学
問について触れた箇所を引用します。これ
は高校生のみなさんが理解しやすいよう
に、日頃の《勉強》と比較することで、学問
を説明したものでした。

今、高校生であるあなたのしている
「勉強」と、大学でする「学問」とは
まったく性格が異なります。一言で言
うなら、問題を解くという作業と問題
を生むという営みの違いです。

　最初にまず、「問題を生む」とはどういう
ことかについて考えていきましょう。結論か
らいうなら、それは、「自分とは何か。なぜ
生きるのか。よく生きるとはどういうことか」
といった根源的な問題意識に通じるよう
な「テーマ」を見つけることです。そして、
そのテーマを追い求めることが《学問》で
す。「それは自分の人生のテーマのことで、
《学問》とは違うのではないか？」と思われ
るかも知れません。しかしここで大事なの
は、「根源的な問題意識に通じる」という
部分です。これこそが単なる興味関心の
追求や課題解決（例えば、格差問題、エ
ネルギー問題、医療問題等の解決）を目標
とする活動と《学問》との違いです。
　興味関心の追求は、文字どおり、あなた
が興味や関心のあることを徹底的に追求

すること。例えば、○○マニアや、○○やっ
て30年！といった趣味活動などがそれに当
たります。そこには苦労もあるかもしれませ
んが、楽しみや喜び、そしてある程度極めて
くれば達成感もでてきて、大きな満足も得
られるでしょう。それは趣味としてでも、もし
かしたら仕事としてでも実現できるものかも
しれません。もちろんそれはそれでとても素
晴らしいことであるのは間違いありません。
　課題解決の追求とは、現段階や将来に
おいて不都合なことをなんとか解消しようと
する活動です。例えば、格差問題、エネル
ギー問題、医療問題等の解決などです。こ
の場合、目標の達成とは、「実際に解決し
たかどうか」ということになります。そしてそ
のために必死に努力することは、その人物
を大きく成長させることにつながるはずで
す。
　いずれの二つも非常に意義のある営み
ですが、筆者は、大学でやるべき本来的な
《学問》とは区別したいと思っています。
なぜなら、興味関心の追求はどこでもでき
ることですし、課題解決は、一般企業、ある
いは国立研究開発法人（国立がん研究
センターや理化学研究所など、全国に約
30箇所ある）などにおいて、それをミッション
としてそれに特化した活動や研究が行わ
れているからです。
　では大学はどうでしょう。私はそれらとは
異なることをしなければ、社会に存在する
意味が薄くなると考えています。そしてそ
の異なる部分とは、まさに先にあげた根源
的な問題意識の有無なのです。自分のし
ていること、したいことは結局なんなのだ
ろうか。そもそも、自分はなぜそれに関心を
もったのだろうか。このように自らの関心
や自分自身というものを自分の外から見
つめる、そのような視線を伴った思考こそが

《学問》の精神なのです。
　いよいよ学問の核心に迫ってきました
が、続きは次回に（続く）。

ポケモンGOにはまり、一日中スマホをいじっている１６
歳の女子。大学受験はするつもり。でも、将来の目標

はない、興味なし。勿論学校も授業もクラブも、つまらない。
母からは、やる気がない子と、諦められている。よけい、やる気
なんかおこるわけない。人生これでいいのかな。

何に対してもやる気が起きないことが将来への不安
につながっている？でもポケモンGOには熱中して、飽

きずに長時間楽しめているのですよね。それなら、やる気は
存在しています。世の中には、対象によってやる気と認めら
れなかったり、やる気はあっても表現できない人、表現しなくて
も強く内に秘めている人等、表し方は人により千差万別で
す。
　やる気は心理学的には、目的を成し遂げようとする達成動
機といいます。達成動機が高い人ほど、結果が予測できな
い物事に積極的に挑戦できるといわれています。達成動機
には、２種類あり、１つは、他人に褒められる等、外からの刺激
に誘発されてがんばる「競争的達成動機」と、他人には価
値がないと賞賛されることがなくても、自分にはとても価値の
あることだと内面から湧き出てくるやる気「自己充実的達成
動機」があります。偏差値偏重の現代において、高得点をと
れば、周りから認められることが習慣化している子供は、得す
ることがあればがんばる、つまり競争的達成動機は強いです
が、成績に関係ない人助けや、誰もみていない場面での親
切など（を、すすんで行うという）自己充実型は残念なことに弱
いようでいです。
　理想は、第三者の存在なく自分独自のやる気から行動を
起こせることであることは明らかでしょう。なぜなら、競争型は
良い結果がでている時は問題ありませんが、失敗をした、急
に賞賛がなくなると、普段ちやほやされていた分、落差が大
きく、落ち込んで無力感にさいなまれやすくなるのです。その
点、自己充実型は落ち込みません。
　また、大人たちは、やる気というと、勉強に対してのものと決
めつけ、遊びや趣味、特にゲームに対しての粘りなどは評価
しません。けれど、勉強以外であっても、興味をもち課題解決
ができるなら、良い傾向だと思います。対象が公的な奉仕や
人助けなら尚、素敵なことだと思います。
　筆者自身、学生指導の経験から、最終的に伸びていく学
生は能力の大小よりも、やる気のあることが決定要因だと痛
感してきました。達成動機を研究テーマにしたこともあります。
　そもそもやる気がある、ないの分岐点は、生まれ持った遺
伝的要因の差というより、育った環境的要因が大きく影響す
ると考えます。本人の性格は勿論、第何子か、兄弟関係、父

母の性格、価値観、養育態度、経済力、幼少のころの遊び
方、居住地域、学校の先生の態度等々、多くの因子が考え
られます。そしてそれは互いに複雑に絡み合うので、単純に
誰がどう育てればやる気のある子が育つのかの予測はたい
へんむずかしいと思います。まだ数年しか生きていない幼稚
園児をみても、やる気のある、ないははっきり区別できますか
ら、先天的な要因もあるのでしょう。けれど、何歳になっても意
識を変えることで、やる気は育てることができます。教育者に
よくいわれることは、成功体験をさせること。小さくても、努力し
たことが実ると達成感が生まれ次のがんばりにつながるのだ
と。
　たしかに成功体験も重要ですが、それ以上に私が推奨し
ているのは意識の持ち方です。失敗した時の原因をどうとら
えるか、です。その意識が次の挑戦に対する感情や期待に
多大に影響するのです。
　専門的にいうと「努力、能力、運、課題の困難さ」のどの次
元に失敗の原因を帰属させるかということです。たとえば、い
つもより努力したのに、失敗した場合、｢自分の努力が足りな
かった。自分の運がなかった。自分の能力が足りない。今回
の課題が難しかった。｣の４つのうち、運、または課題の困難さ
を原因と考える人は、次に頑張る努力をしない傾向が強い。
本人の努力と関係のないことを原因と捉えているからです。
能力が不足していると思う人も、同じです。が、努力が不足し
ていると思える人は、次回はもっと努力しようと前向きに考え
ます。意識の持ち方はとても大切です。
　明日何が起きるか予測できない不安定な現代をたくましく
生き抜いていくためには、試験の点数より、予測がつかず不
安だけど、自分で自分を鼓舞しながらやってみようという姿勢
が大切です。そして失敗しても落ち込まない心の強さも不可
欠です。
　違う観点からもう一言。ポケモンGOの開発の意図は、子
供たちが家の中に閉じこもっていないで、外にでて遊び友
達を多くつくってほしいということにあると聞きました。屋外に
でて、老若男女、未知の人との情報のやりとりができる。多く
の人と出会えば出会うほど、なんとなくリスクを感じとる勘、危
険を予測する能力を獲得するトレーニングになる。また情報を
もらうための会話は、拙いより上手な方がいい。コミュニケー
ション能力も高まるかもしれないし、自分の世界が広がれば、
今まで知らなかった仕事や趣味を知ったり、魅力的な人と出
会い、その人が目標になったりするかもしれない。ぜひ、この
ゲームを自己の能力を楽しく補うツールとして利用できるよう
な賢さも身に付けてください(続く)。

P r o f i l e

異分野から工学の世界に入り、感情・表情・脳と癒しをテーマに北岡オリジ
ナル癒し工学を提唱。工学、医学、芸術、心理学、環境学、社会学、宗教
人類学の新学際研究に従事している。08年12月に日本機械学会計算
力学部門に「癒し工学研究会」を設立。09年、東京工業大学において
博士（工学）を取得。日本機械学会、日本感性工学会、日本早期認知症
学会、日本脳電位学会会員。2011年日本機械学会｢癒し工学研究分
科会｣ 主査。東京工業大学大学院助教を経て、2015年4月より現職。
他に自動車事故対策機構　自動車アセスメント等技術検討ワーキンググ
ループ 「予防安全技術検討ワーキンググループ」委員。著書は　『癒しは
科学で手に入る』（幻冬舎ルネッサンス新書）。2015年春からは、日経テ
クノロジーオンラインで『スポーツをテクノロジーする』を、電気新聞で「癒
し工学の散歩道」を連載中。青山学院高等部出身。日本文理大学　特任教授　北岡　哲子

哲
子
の相

談
室
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回答

も
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
の

一
方
、実
験
と
し
て
は
、で
き

る
だ
け
複
雑
な
要
因
を
排
除

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
定
の
要
因
だ
け
を
変
化

さ
せ
た
と
き
に
起
こ
る
現
象

の
差
異
を
比
較
し
て
、
原
因

と
結
果
の
関
係
を
明
確
に
し

た
い
の
で
す
（
こ
れ
を
対
照

実
験
と
呼
び
ま
す
）。と
は
い

え
、現
実
の
実
験
に
は
、技
術

的
な
困
難
が
あ
っ
た
り
、
不

明
な
要
因
が
紛
れ
込
ん
だ
り

し
ま
す
。持
て
る
知
恵
を
駆

使
し
て
、
困
難
の
中
か
ら
確

信
的
な
事
実
と
原
理
を
抽
出

し
て
い
く
こ
と
が
、
実
験
科

学
の
王
道
で
す
。

　

科
学
は
、
未
来
を
予
想
す

る
の
に
確
か
な
方
法（
道
具
）

と
な
り
得
ま
す
。原
理
的
で

あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
新
た
な

発
想
の
確
固
た
る
立
脚
点
に

で
き
る
の
で
す
。そ
の
上
で
、

様
々
に
夢
想
・
予
想
を
し
、論

理
的
帰
結
を
厳
し
く
検
証

し
、未
来
を
拓
く
の
で
す
。中

途
半
端
な
道
具
を
振
り
回
し

て
、
間
違
っ
た
論
理
を
推
し

進
め
る
こ
と
は
危
険
で
す
。

　

私
は
、
み
な
さ
ん
の
日
頃

の
勉
強
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な

危
険
・
間
違
い
に
陥
ら
な
い

た
め
の
厳
し
い
基
礎
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
だ
と
思
い
ま
す
。今

学
ん
で
い
る
こ
と
は
決
し
て

受
験
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。身
に
つ
け
た
科
学

的
原
理
を
基
本
に
、
そ
れ
を

展
開
す
る
知
恵
と
ス
キ
ル
を

最
大
限
活
用
し
、
危
険
を
回

避
し
つ
つ
、
自
分
の
道
を
切

り
拓
い
て
い
く
の
だ
と
い
う

気
概
を
持
っ
て
、
日
々
勉
学

に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す（
終
わ
り
）。
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10
代
の
若
者
の
心
の
健

康
に
8.
5
時
間
の
睡

眠
必
要
、
東
京
大
学
な

ど
調
査

台
風
予
測
の
高
精
度
化

め
ざ
し
、
航
空
機
で
直

接
観
測
へ

　名
古
屋
大

学
ほ
か

成
田
に
医
学
部
新
設
、

大
学
設
置
・
学
校
法
人

審
議
会
が
答
申

史
上
最
大
の
生
物
絶

滅
、
土
壌
流
出
と
海
の

酸
素
不
足
が
一
因

　東

北
大
学

「
東
北
の
思
い
を
熊
本

へ
」、
中
央
大
学
の
熊

本
出
身
学
生
ら
が
4
度

目
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
東
京
大
学
大
学
院
教

育
学
研
究
科
の
佐
々
木

司
教
授
と
東
京
都
医
学

総
合
研
究
所
、
高
知
大
学

の
研
究
チ
ー
ム
は
、
10
代

の
若
者
が
心
の
健
康
を

維
持
す
る
の
に
8.
5
時

間
の
睡
眠
時
間
が
必
要

と
な
る
こ
と
を
突
き
止

め
た
。中
高
生
の
大
半
が

こ
れ
よ
り
少
な
い
睡
眠

時
間
し
か
取
っ
て
お
ら

ず
、
習
慣
を
見
直
す
必
要

が
あ
り
そ
う
だ
。

　
東
京
大
学
に
よ
る
と
、

調
査
は
三
重
、
高
知
両
県

の
中
高
生
約
2
万
人
を

対
象
に
平
日
夜
間
の
平

均
睡
眠
時
間
と
う
つ
、
不

安
症
状
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
回
答
を
解
析
。

対
象
を
睡
眠
時
間
1
時

間
ご
と
に
分
け
、
う
つ
、

不
安
症
状
の
リ
ス
ク
を

抱
え
る
割
合
を
は
じ
き

出
す
と
と
も
に
、
う
つ
、

不
安
症
状
の
リ
ス
ク
が

　
2
0
1
6
年
8
月
22
～

26
日
、
中
央
大
学
の
学
生

団
体
「
チ
ー
ム
熊
本
」
が
、

熊
本
地
震
の
被
災
地
で
あ

神
・
淡
路
大
震
災
の
こ

ろ
か
ら
被
災
者
の
心
を

癒
す
活
動
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
。ぬ
る
ま
湯
を

は
っ
た
桶
に
足
を
入
れ

て
も
ら
い
、
手
を
も
み
ほ

ぐ
し
た
り
し
て
会
話
を

す
る
中
で
被
災
者
の
「
つ

ぶ
や
き
」
を
聴
き
、
気
持

ち
に
寄
り
添
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。先
が

見
え
な
い
不
安
や
、
落
ち

着
か
な
い
気
持
ち
な
ど

を
聞
き
な
が
ら
木
村
さ

ん
は
「
で
き
る
こ
と
を
で

き
る
限
り
、
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
」
と
継
続
を
決

意
し
た
と
い
う
。

　
6
月
の
第
2
回
で
は

村
内
の
避
難
所
に
て
、
2

日
間
で
24
人
に
足
湯
を

実
施
。ま
た
「
西
原
村
農

業
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
」
の
紹
介
に
よ

り
、
被
災
し
て
農
作
業
が

難
し
く
な
っ
た
被
災
者

宅
を
訪
れ
除
草
作
業
も

行
っ
た
。第
3
回
は
7
月

に
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
足
湯
を
引
き
続
き
避

難
所
で
行
っ
た
。こ
の
回

で
は
、
益
城
町
の
避
難
所

最
少
と
な
る
睡
眠
時
間

を
統
計
学
的
に
算
出
し

た
。

　
そ
の
結
果
、
男
子
で
は

睡
眠
8.
5
～
9.
5

時
間
、
女
子
で
は
睡
眠

7.
5
～
8.
5
時
間

を
取
っ
て
い
る
生
徒
で
、

う
つ
、
不
安
症
状
の
リ
ス

ク
が
最
も
小
さ
い
と
い

う
結
果
が
出
た
。

　
さ
ら
に
、
う
つ
、
不
安

症
状
の
リ
ス
ク
が
最
も

小
さ
く
な
る
睡
眠
時
間

を
求
め
た
と
こ
ろ
、
男
子

は
中
学
生
で
8.
8
時

間
、
高
校
生
で
8.
5
時

間
、
女
子
は
中
学
生
で

8.
0
時
間
、
高
校
生
で

7.
5
時
間
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。

　
中
高
生
の
平
均
睡
眠

時
間
は
中
学
1
年
生
で

男
子
7.
9
時
間
、
女
子

7.
5
時
間
、
高
校
3
年

生
で
男
子
6.
8
時
間
、

女
子
6.
6
時
間
。ほ
と

ん
ど
が
う
つ
、
不
安
の
症

状
の
リ
ス
ク
が
最
も
小

さ
く
な
る
睡
眠
時
間
よ

り
短
い
こ
と
か
ら
、
研
究

　
名
古
屋
大
学
宇
宙

地
球
環
境
研
究
所
付
属

飛
翔
体
観
測
推
進
セ
ン

タ
ー
は
、
2
0
1
6
年

度
か
ら
5
年
計
画
で
、
航

空
機
を
用
い
た
台
風
の

直
接
観
測
を
進
め
る
。琉

球
大
学
、
気
象
研
究
所
、

台
湾
大
学
、
台
湾
中
央
気

象
局
と
の
共
同
研
究
で
、

2
0
1
6
年
度
は
準
備

と
検
査
飛
行
に
充
て
、

2
0
1
7
年
度
か
ら
本

チ
ー
ム
は
習
慣
の
見
直

し
を
示
唆
す
る
結
果
が

出
た
と
み
て
い
る
。

　
睡
眠
不
足
と
精
神
不

調
の
関
連
は
昔
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
は

生
活
習
慣
の
変
化
に
よ

り
、
睡
眠
時
間
が
短
縮
し

て
い
る
。し
か
し
、
子
供

た
ち
に
必
要
な
睡
眠
時

間
は
、
デ
ー
タ
解
析
か
ら

示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
文
部
科
学
省
の
大
学

設
置
・
学
校
法
人
審
議
会

は
、
国
際
医
療
福
祉
大
学

の
医
学
部
設
置
、
4
大
学

の
開
校
な
ど
を
認
め
る

よ
う
答
申
し
た
。政
府
は

医
学
部
の
新
設
を
原
則

と
し
て
認
め
て
い
な
い

が
、
国
際
的
に
活
躍
す
る

医
師
を
養
成
す
る
と
し

て
千
葉
県
成
田
市
を
国

家
戦
略
特
区
に
指
定
、
特

例
と
し
て
認
め
る
こ
と

に
な
る
。

　
文
部
科
学
省
に
よ
る

と
、
2
0
1
7
年
度
に

開
設
が
認
め
ら
れ
た
の

　
2
億
5
，2
0
0
万
年

前
の
ペ
ル
ム
紀
末
に
起

き
た
史
上
最
大
の
生
物

大
絶
滅
が
、
地
球
規
模
の

土
壌
流
出
と
浅
海
無
酸

素
化
が
一
因
で
あ
る
と

し
た
研
究
結
果
を
、
東
北

大
学
大
学
院
理
学
研
究

科
の
海
保
邦
夫
教
授
ら

の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
ま

と
め
た
。引
き
金
と
な
っ

た
の
は
大
規
模
な
火
山

活
動
と
み
ら
れ
、
研
究
グ

ル
ー
プ
は
生
物
大
絶
滅

に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
見

え
て
き
た
と
し
て
い
る
。

　
東
北
大
学
に
よ
る
と
、

研
究
グ
ル
ー
プ
が
京
都

府
や
宮
崎
県
、
中
国
、
イ

タ
リ
ア
に
あ
る
ペ
ル
ム

紀
末
の
地
層
か
ら
岩
石

を
採
取
し
て
分
析
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
こ
ろ
海

だ
っ
た
場
所
で
陸
上
植

る
熊
本
県
阿
蘇
郡
西
原
村

に
て
足
湯
な
ど
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
た
。

今
回
で
4
回
目
と
な
る
。

　
中
央
大
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
被
災
地
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
行
っ
て
お
り
、

東
北
で
は
、
東
日
本
大
震

災
か
ら
5
年
が
経
っ
た

今
も
活
動
を
継
続
し
て

い
る
。熊
本
地
震
の
発
生

を
受
け
、
同
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
た
の
が
熊
本
県

出
身
の
法
学
部
2
年
・
木

村
亘
佑
さ
ん
。そ
れ
ま
で

支
援
を
行
っ
て
い
た
宮

城
県
気
仙
沼
市
の
仲
間

に
も
背
中
を
押
さ
れ
、
学

生
3
人
で
「
チ
ー
ム
熊

本
」を
結
成
し
た
。

　「
チ
ー
ム
熊
本
」
が
最

初
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
っ
た
の
は
5
月
。

熊
本
県
阿
蘇
郡
西
原

村
の
避
難
所
に
て
、「
被

災
地
N
G
O
恊
働
セ
ン

タ
ー
」
の
指
導
の
も
と
、

2
日
間
で
約
20
人
に

足
湯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

行
っ
た
。「
足
湯
」
は
、
阪

格
調
査
に
入
る
。

　
名
古
屋
大
学
に
よ
る

と
、
直
接
観
測
で
は
航
空

機
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ゾ
ン

デ
と
呼
ば
れ
る
温
度
、
湿

度
、気
圧
、風
向
、風
速
を

測
定
す
る
装
置
を
投
下
、

観
測
デ
ー
タ
を
集
め
る
。

こ
れ
を
名
古
屋
大
学
で

開
発
し
て
い
る
台
風
の

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
台
風
の
強
度
を

正
確
に
推
定
し
、
予
測
の

高
精
度
化
を
目
指
す
。

　
さ
ら
に
、
名
古
屋
大
学

が
所
有
す
る
降
水
レ
ー

ダ
ー
や
雲
レ
ー
ダ
ー
、
顕

微
鏡
を
搭
載
し
た
気
球

や
ド
ロ
ー
ン
を
使
い
、
台

風
の
雲
や
水
蒸
気
、
大
気

中
の
粒
子
な
ど
を
観
測
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
の
高
度
化
も
図
る
。

　
台
風
に
よ
る
暴
風
と

大
雨
は
日
本
の
風
水
害

の
上
位
を
占
め
て
い
る

が
、
地
球
温
暖
化
の
進
展

と
と
も
に
、
台
風
の
大
型

化
、
強
力
化
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
。
2
0
1
3
年
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
上
陸
し

た
ス
ー
パ
ー
台
風
ハ
イ

エ
ン
は
、死
者
7
，0
0
0

人
を
上
回
る
大
被
害
を

も
た
ら
し
た
。こ
の
ま
ま
、

日
本
近
海
の
海
水
温
上

昇
が
続
け
ば
、
日
本
に
も

ハ
イ
エ
ン
の
よ
う
な
ス
ー

パ
ー
台
風
が
上
陸
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　　
こ
の
た
め
、
台
風
の
強

さ
観
測
や
進
路
の
予
測

は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重

要
と
な
っ
て
い
る
。い
ま

だ
に
不
確
実
な
部
分
が

残
る
進
路
予
測
の
精
度

を
高
め
る
た
め
に
は
、
航

空
機
に
よ
る
直
接
観
測

で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

モ
デ
ル
の
高
度
化
を
図

る
必
要
が
出
て
い
た
。

は
、
北
海
道
千
歳
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
大
学
、
岩

手
保
健
医
療
大
学
、
福
井

医
療
大
学
、
福
岡
看
護
大

学
の
大
学
4
校
、
東
京
歯

科
大
学
短
期
大
学
の
短

大
1
校
、
姫
路
大
学
な
ど

大
学
院
3
校
。

　
学
部
は
国
際
医
療
福

祉
大
学
、
大
阪
歯
科
大
学

な
ど
大
学
16
校
と
、
東
京

経
営
短
期
大
学
の
短
大

1
校
、
大
学
院
の
専
攻
科

は
兵
庫
県
立
大
学
な
ど

9
校
が
新
設
を
認
め
ら

れ
た
。

　
国
際
医
療
福
祉
大
学

は
栃
木
県
大
田
原
市
に

本
部
を
置
く
私
立
大
学

で
、
2
0
1
7
年
4
月
に

成
田
市
で
医
学
部
を
設

置
す
る
。定
員
は
1
4
0

人
。外
国
人
教
員
を
多
数

招
き
、
多
く
の
授
業
を
英

語
で
進
め
る
。将
来
付
属

病
院
を
設
置
し
、
10
カ
国

以
上
の
外
国
人
患
者
を

受
け
入
れ
る
計
画
も
持

つ
。東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
を
目
指
し
て
開

設
さ
れ
た
東
北
医
科
薬

科
大
学
を
除
け
ば
、
38
年

ぶ
り
の
医
学
部
新
設
と

な
る
。

　
兵
庫
県
立
大
学
は
阪

神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓

を
世
界
と
共
有
し
、
減
災

と
復
興
政
策
を
研
究
す

る
減
災
復
興
政
策
研
究

科
を
大
学
院
に
設
け
る
。

修
士
課
程
（
2
年
）
の
み

で
、
定
員
は
12
人
。イ
ン

ド
ネ
シ
ア
や
中
国
四
川

省
な
ど
世
界
5
カ
国
の

大
学
と
連
携
し
、
研
究
を

進
め
る
。

参
考
：【
文
部
科
学
省
】平
成

29
年
度
開
設
予
定
の
大
学
等

の
設
置
に
係
る
答
申
に
つ
い

て（
平
成
28
年
8
月
26
日
）

内
で
熊
本
学
園
大
学
学

生
が
運
営
す
る
「
お
ひ

さ
ま
カ
フ
ェ
」
を
訪
れ
て

意
見
交
換
を
行
っ
た
り
、

熊
本
県
と
N
P
O
法
人

レ
ス
キ
ュ
ー
ス
ト
ッ
ク

ヤ
ー
ド
の
協
力
に
よ
る

仮
設
住
宅
の
見
学
も
実

施
さ
れ
た
。

　
同
セ
ン
タ
ー
で
は
「
熊

本
の
一
日
も
早
い
復
興

を
祈
り
、
今
後
も
活
動
を

続
け
て
い
き
た
い
」
と
コ

メ
ン
ト
し
て
い
る
。

12vol.1212016年（平成28年）9月15日大学ジャーナル
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法
政
大
学
、「
法
政
大

学
憲
章
」「
法
政
大
学

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
宣

言
」
を
制
定

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
取

り
組
み
拡
大
、
島
根
大

学
な
ど
に
S
評
価

大
学
教
育
再
生
加
速

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
19
校

選
定
、「
卒
業
時
に
お

け
る
質
保
証
」
取
り

組
み
強
化

　
法
政
大
学
（
田
中
優

子
総
長
）
は
、
持
続
可
能

な
大
学
運
営
を
展
望
す

る
「
法
政
大
学
長
期
ビ

ジ
ョ
ン
（
H
O
S
E
I 

2
0
3
0
）」の
一
環
と
し

て
、「
法
政
大
学
憲
章
」と

「
法
政
大
学
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
宣
言
」
を
制
定
し
、

同
大
学
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
発
表
し
た
。

　
法
政
大
学
は
、

2
0
3
0
年
に
創
立

1
5
0
周
年
を
迎
え

る
。
急
激
に
社
会
環
境

　
文
部
科
学
省
が
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
推
進

に
努
め
て
き
た
全
国
11

の
大
学
グ
ル
ー
プ
に
対

し
、
最
終
評
価
を
ま
と
め

た
と
こ
ろ
、
島
根
大
学
グ

ル
ー
プ
な
ど
4
グ
ル
ー

プ
が
計
画
を
超
え
た
取

り
組
み
を
実
施
し
た
と

す
る
「
S
評
価
」
と
判
定

さ
れ
た
。

　
文
科
省
に
よ
る
と
、

「
S
評
価
」
と
判
定
さ
れ

た
の
は
、
島
根
大
学
グ

ル
ー
プ
の
ほ
か
、
岩
手
県

立
大
学
グ
ル
ー
プ
、
新
潟

大
学
グ
ル
ー
プ
、
京
都
産

業
大
学
グ
ル
ー
プ
。島
根

大
学
グ
ル
ー
プ
に
は
島

根
県
立
大
学
、
四
国
大
学

な
ど
中
国
、
四
国
地
域
の

12
校
が
参
加
し
た
が
、
受

け
入
れ
先
リ
ス
ト
を
作

成
し
て
各
大
学
が
相
互

乗
り
入
れ
す
る
な
ど
広

域
連
携
の
マ
イ
ナ
ス
を

克
服
す
る
取
り
組
み
が

評
価
さ
れ
た
。

物
に
由
来
す
る
有
機
物

を
発
見
し
た
。
発
見
場

所
は
当
時
の
地
形
で
海

岸
か
ら
数
百
キ
ロ
、
水
深

3
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

に
位
置
す
る
。研
究
チ
ー

ム
は
陸
上
か
ら
大
量
の

土
壌
が
海
へ
流
出
し
た

証
拠
と
み
て
い
る
。

　
地
球
規
模
の
土
壌
流

出
は
大
規
模
な
火
山
活

動
が
引
き
起
こ
し
た
と

み
ら
れ
て
い
る
。
研
究

チ
ー
ム
の
解
釈
で
は
、
火

山
の
噴
火
で
太
陽
の
光

が
遮
断
さ
れ
、
陸
上
の

植
物
が
大
量
に
枯
れ
て

土
壌
を
維
持
で
き
な
く

な
っ
た
と
い
う
。

　
ペ
ル
ム
紀
末
の
大
絶

滅
は
こ
れ
ま
で
、
地
球
温

暖
化
が
原
因
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。し
か
し
、
研

究
グ
ル
ー
プ
は
温
暖
化

に
加
え
、
土
壌
の
流
出
で

赤
潮
の
よ
う
に
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
が
大
量
発
生
、
酸

素
不
足
を
引
き
起
こ
し

て
三
葉
虫
な
ど
海
洋
生

物
の
絶
滅
を
招
い
た
と

み
て
い
る
。

が
変
化
す
る
中
、
長
期

的
視
野
か
ら
持
続
可
能

な
大
学
運
営
を
展
開

す
る
た
め
、
2
0
3
0

年
を
展
望
す
る
「
法
政

大
学
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
（

H
O
S
E
I
2
0
3
0
）」

の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い

る
。そ
の
先
駆
け
と
し
て
、

今
後
の
方
向
性
や
理
念
を

明
ら
か
に
す
る
「
法
政
大

学
憲
章
」
と
「
法
政
大
学

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
宣
言
」

を
制
定
し
た
。

 

　
同
大
学
で
は
1
年
半

を
か
け
て
、「
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
戦
略
」
を
検
討
。

大
学
の
原
点
と
方
向
性

を
見
失
わ
ず
、
教
育
と
研

究
の
理
想
を
創
造
的
に

追
求
し
続
け
、
社
会
的
責

任
を
果
た
し
て
い
く
方

向
性
を
探
っ
て
き
た
。学

内
で
の
議
論
を
経
て
、
こ

れ
か
ら
の
時
代
に
向
け

て
果
た
す
べ
き
役
割
と

個
性
、
社
会
に
向
け
た
同

大
学
の
「
約
束
」
を
掲
げ

た
「
法
政
大
学
憲
章
」
を

制
定
し
た
。

　
今
後
は
、
こ
の
「
自
由

を
生
き
抜
く
実
践
知
」
を

　
文
部
科
学
省
は
大
学

教
育
再
生
加
速
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
2
0
1
6
年
度

事
業
に
高
知
大
学
、
兵
庫

県
立
大
学
、
日
本
福
祉
大

学
、
山
梨
学
院
短
期
大

学
、
国
立
徳
山
工
業
高
等

専
門
学
校
な
ど
19
校
を

選
ん
だ
。

　　
テ
ー
マ
は
「
卒
業
時
に

お
け
る
質
保
証
の
取
り

組
み
の
強
化
」
で
、
採
択

校
の
取
り
組
み
に
対
し

て
最
大
4
年
間
、
補
助
金

を
交
付
し
て
支
援
す
る
。

　
日
本
学
術
振
興
会
に

よ
る
と
、
採
択
さ
れ
た
の

は
国
立
大
学
5
校
、
公
立

大
学
2
校
、
私
立
大
学
8

校
、
私
立
短
期
大
学
3

校
、
国
立
高
専
1
校
。国

立
大
学
31
校
、
公
立
大
学

9
校
、
私
立
大
学
54
校
、

私
立
短
期
大
学
19
校
、
国

立
高
専
3
校
の
応
募
の

中
か
ら
、
日
本
学
術
振
興

会
の
大
学
教
育
再
生
加

速
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
会

が
審
査
し
た
。

　
テ
ー
マ
の
「
卒
業
時
に

お
け
る
質
保
証
の
取
り

組
み
の
強
化
」
は
、
学
生

が
卒
業
段
階
で
ど
れ
だ

け
の
力
を
身
に
つ
け
た

の
か
を
客
観
的
に
評
価

す
る
仕
組
み
を
開
発
、
学

外
の
多
様
な
人
材
に
よ

る
助
言
、
評
価
の
仕
組
み

　
岩
手
県
立
大
学
グ

ル
ー
プ
は
会
津
大
学
、
山

形
大
学
な
ど
東
北
の
6

校
が
集
ま
り
、
学
生
が
大

学
や
県
の
枠
を
超
え
て

出
身
地
で
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
し
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
。

　
新
潟
大
学
グ
ル
ー
プ

は
新
潟
、埼
玉
、千
葉
、茨

城
の
4
県
か
ら
当
初
の

予
定
を
超
え
、
16
校
が
参

加
し
た
点
が
評
価
さ
れ

た
。

　
京
都
産
業
大
学
グ

ル
ー
プ
は
京
都
府
と
滋

賀
、
奈
良
両
県
か
ら
滋
賀

大
学
、
天
理
大
学
な
ど
11

校
が
参
加
、
府
県
を
超
え

た
広
域
産
学
連
携
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
た
。

　
計
画
通
り
の
「
A
評

価
」
は
名
古
屋
産
業
大

学
グ
ル
ー
プ
な
ど
3
グ

ル
ー
プ
、
全
体
で
当
初

計
画
を
下
回
っ
て
い
る

も
の
の
、
一
部
に
計
画
と

同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上

の
部
分
が
あ
る
「
B
評

価
」
は
青
山
学
院
大
学
グ

ル
ー
プ
な
ど
4
グ
ル
ー

プ
。全
体
で
当
初
計
画
以

下
と
し
た
「
C
評
価
」
は

な
か
っ
た
。

　
文
科
省
は
2
0
1
4

年
度
に
産
官
学
に
よ

る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

マ
ッ
チ
ン
グ
組
織
「
地
域

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
協

議
会
」
を
整
備
し
、
事
業

に
取
り
組
む
11
グ
ル
ー

プ
を
選
定
し
た
。
各
グ

ル
ー
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
内
で
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
受
け
入
れ
企
業

の
開
拓
や
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
マ
ッ
チ
ン
グ
な

ど
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

　
参
考
：【
文
部
科
学
省
】
産

業
界
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

教
育
改
善
・
充
実
体
制
整
備

事
業【
テ
ー
マ
B
】イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
等
の
取
組
拡
大
学

（
大
大
教
育
再
生
加
速
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
等
を
通
じ
た
教
育
強
化
））

（
平
成
26
年
度
採
択
）
の
最
終

評
価
に
つ
い
て

を
構
築
す
る
の
が
狙
い
。

文
科
省
は
、
入
学
か
ら
卒

業
ま
で
質
の
伴
っ
た
大

学
教
育
を
実
現
す
る
視

点
か
ら
、
そ
れ
に
向
け
た

総
合
的
な
取
り
組
み
に

つ
い
て
も
提
案
を
求
め

た
。

　
補
助
金
は
初
年
度

で
基
準
額
が
年
間
2
，

5
0
0
万
円
、
上
限
額
が

5
，0
0
0
万
円
。
各
大

学
は
補
助
期
間
の
終
了

後
も
独
自
に
事
業
を
継

続
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。今
後
、
幹
事
校
を

中
心
に
大
学
間
で
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
積
極
的

な
情
報
発
信
に
も
取
り

組
ん
で
い
く

　
大
学
教
育
再
生
加
速

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
河
田
悌

一
委
員
長
は
「
社
会
が
求

め
る
人
材
は
高
度
化
、
多

様
化
し
て
い
る
。大
学
は

教
育
の
質
的
転
換
に
取

り
組
み
、
社
会
の
期
待
に

応
え
て
ほ
し
い
」
と
の
コ

メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。

　
ペ
ル
ム
紀
末
の
大
絶
滅

は
地
球
上
の
生
物
の
う

ち
、
95
％
が
絶
滅
し
た
と

さ
れ
る
。地
上
で
は
ほ
乳

類
型
爬
虫
類
な
ど
が
死

に
絶
え
、
次
の
三
畳
紀
に

恐
竜
と
ほ
乳
類
が
出
現

し
た
。海
で
は
古
生
代
型

動
物
群
が
絶
滅
し
、
現
代

型
動
物
群
が
生
ま
れ
た
。

教
育
・
研
究
の
基
本
に
据

え
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
ビ
ジ

ョ
ン
、
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー

バ
ル
大
学
構
想
の
一
体

的
な
実
現
を
目
指
す
。

　
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
、
リ
カ
レ
ン
ト
化
と
い

っ
た
社
会
環
境
の
変
化

の
も
と
で
、
長
期
的
視
野

に
立
っ
て
生
き
抜
く
た

め
に
、
大
学
は
多
様
性
と

柔
軟
性
を
有
し
、
創
造

的
で
革
新
的
な
場
と
な

る
必
要
が
あ
る
。そ
の
た

め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
積

極
的
に
環
境
整
備
を
進

め
、
よ
り
多
様
な
学
生
・

教
職
員
を
受
け
入
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
的
な
成

長
と
活
躍
の
機
会
を
保

障
す
る
た
め
に
、「
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
宣
言
」
に
至

っ
た
。

参
考
：【
法
政
大
学
】法
政
大

学
憲
章
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シリーズ　大学が地域の核になる—京都文教大学の挑戦  
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地域に根ざし、地域に学び、地域への貢献を目指す

自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援する文部科学省による「地（知）の拠点整備事業」（大学
ＣＯＣ事業）に、2014年、京都府内の私立大学で唯一採択された京都文教大学。京都府宇治市、京都市伏見区と連携して、地域で学び、地
域に貢献する人材養成に力を入れる。本誌では、昨年からその具体的な取組を順次紹介している。

「地域連携学生プロジェクト」の挑戦

Q　

な
ぜ
東
京
の
大
学
に

進
学
せ
ず
、
京
都
へ
来
る

こ
と
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ

う
か
。

齋
藤
：
僕
は
中
高
一
貫
校
だ
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
中
学
校
の
担

任
だ
っ
た
先
生
が
同
じ
学
校
出

身
で
京
大
卒
だ
っ
た
ん
で
す
。

本
当
に
何
で
も
で
き
る
人
で
、

先
生
へ
の
憧
れ
か
ら
京
大
を
目

指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先

生
か
ら
は
、
学
生
時
代
は
昼
間

に
鴨
川
の
ほ
と
り
で
寝
転
が
り

な
が
ら
読
書
を
し
て
い
た
と
聞

い
て
、
そ
ん
な
の
ん
び
り
し
た

雰
囲
気
に
惹
か
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
高
校
が
国
立
市
に
あ
っ
た

か
ら
か
、
周
囲
に
は
一
橋
を
は

じ
め
、
東
大
、
東
工
大
を
志
望

す
る
人
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

人
と
違
う
と
こ
ろ
に
行
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し

た
。

加
藤
：
私
は
法
学
部
に
来
る
こ

と
は
決
め
て
い
ま
し
た
が
、
志

望
校
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
成

績
か
ら
、
国
立
な
ら
東
大
か
一

橋
、
私
立
な
ら
早
慶
を
考
え
て

い
ま
し
た
が
、
高
３
の
夏
ま
で

は
決
め
あ
ぐ
ね
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
大
学
の

過
去
問
を
解
い
て
い
く
う
ち

に
、
京
大
の
問
題
が
一
番
肌
に

あ
っ
て
い
る
と
感
じ
、
森
見
登

美
彦
の
作
品
が
好
き
な
こ
と
も

あ
り
京
都
に
来
る
こ
と
を
決
め

ま
し
た
。

花
田
：
高
校
１
年
生
の
頃
に
い

と
こ
が
京
大
の
理
学
部
に
進

学
。
彼
に
は
と
て
も
憧
れ
を
抱

い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
が

き
っ
か
け
だ
と
思
い
ま
す
。
い

ざ
進
路
を
決
め
る
時
期
に
な
り

自
分
で
実
際
に
調
べ
て
み
る
う

ち
に
、
京
大
の
自
由
の
学
風
に

も
惹
か
れ
ま
し
た
。

内
藤
：
私
も
加
藤
さ
ん
と
同
じ

大
学
に
つ
い
て
、
京
都
と

い
う
土
地
柄
、
一
人
暮
ら

し
な
ど
に
つ
い
て
感
想
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

加
藤
：
大
学
生
に
な
り
、
そ
の

う
え
一
人
暮
ら
し
な
の
で
、
タ

イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
自
分
で

組
め
る
の
が
と
て
も
い
い
で

す
。
家
事
は
得
意
だ
っ
た
の
で

困
る
こ
と
な
く
生
活
し
て
い
ま

す
。

　

京
都
の
街
は
全
体
的
に
静
か

だ
と
い
う
印
象
で
す
。
少
し
歩

き
回
る
と
、
様
々
な
神
社
仏
閣

が
あ
り
、
京
都
ら
し
さ
を
実
感

し
ま
す
。
授
業
の
合
間
に
鴨
川

の
ほ
と
り
に
行
っ
て
み
る
な

ど
、
の
ん
び
り
過
ご
し
て
い
ま

す
。
で
も
、
た
ま
に
の
ん
び
り

し
す
ぎ
て
授
業
が
始
ま
っ
て
い

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

（
笑
）。

内
藤
：
京
都
っ
て
い
う
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
や
っ
ぱ
り
素
敵
で

す
。
大
学
の
す
ぐ
近
く
に
鴨
川

が
流
れ
、
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

富
士
山
以
外
に
も
山
が
見
え
る

な
ん
て
東
京
で
は
味
わ
え
な
い

と
思
い
ま
す
。

齋
藤
：
自
然
の
豊
か
さ
に
は
僕

も
驚
き
ま
し
た
。
鵜
に
出
会
え

た
の
は
感
動
的
で
し
た
。
自
然

は
豊
か
で
す
が
、
田
舎
す
ぎ
る

こ
と
も
な
く
暮
ら
し
や
す
い
街

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
島
：
勉
強
に
関
し
て
言
う
と
、

大
学
で
は
授
業
は
少
な
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
き
ま
し

た
が
、
実
際
は
思
っ
た
よ
り
多

い
で
す
ね
。
ま
だ
１
回
生
で
、

い
わ
ゆ
る
一
般
教
養
の
課
程
に

い
て
、
専
門
的
な
科
目
が
少
な

い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
高
校
時
代
に
学
び
終
え

て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
や
り
直

し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ

り
、
少
し
も
っ
た
い
な
い
っ
て

感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

齋
藤
：
法
学
部
は
忙
し
い
で
す

ね
。
先
輩
た
ち
の
話
に
よ
れ
ば

回
生
が
上
が
れ
ば
も
っ
と
忙
し

く
な
る
み
た
い
で
少
し
不
安
で

す
。
こ
ん
な
に
忙
し
い
な
ら
、

誰
か
も
っ
と
早
く
教
え
て
よ
っ

て
思
い
ま
し
た
。
あ
と
、
今
年

か
らGORILLA

っ
て
い
う
オ

ン
ラ
イ
ン
の
英
語
教
材
の
使
用

が
始
ま
り
、
毎
週
課
題
を
提
出

し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
て

拘
束
時
間
が
多
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
課
題
を
こ
な
さ
な
い
と

単
位
が
も
ら
え
ま
せ
ん
。

花
田
：
あ
る
赤
本
に
は
「
京
大

は
単
位
が
降
っ
て
く
る
」
っ
て

書
い
て
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
そ

ん
な
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
す
。

し
っ
か
り
勉
強
し
て
い
か
な
く

ち
ゃ
い
け
な
い
な
っ
て
思
っ
て

い
ま
す
。

Q　

み
な
さ
ん
が
こ
れ

か
ら
し
て
い
き
た
い
こ
と

は
。
学
部
を
選
ん
だ
理
由

と
今
後
の
展
望
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

加
藤
：
両
親
が
医
師
と
薬
剤
師

で
、
兄
も
医
学
部
で
す
。
父
に

は
小
さ
い
と
き
か
ら
医
学
部
に

行
く
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
数
学
と
理
科
が
苦
手

だ
っ
た
の
で
断
念
し
ま
し
た
。

父
か
ら
は
、
文
系
に
す
る
な
ら

法
学
部
へ
と
言
わ
れ
、
自
分
で

も
何
か
資
格
を
持
っ
て
お
き
た

い
と
思
っ
て
法
学
部
に
来
ま
し

た
。
普
通
に
就
職
す
る
の
は
私

に
は
あ
わ
な
い
と
思
っ
た
ん
で

す
。
司
法
試
験
を
受
け
る
た
め

に
法
科
大
学
院
に
行
こ
う
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
学
部
の
間

は
、
少
し
自
由
も
謳
歌
し
な
が

ら
勉
強
し
ま
す
。

小
島
：
僕
は
文
系
の
科
目
す
べ

て
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
法

学
も
政
治
も
経
済
も
好
き
で
し

た
か
ら
、
ど
の
学
部
で
も
い
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
数
学

が
苦
手
だ
っ
た
の
で
文
学
部
に

し
た
ん
で
す
。
い
ざ
入
っ
て
み

る
と
文
学
部
に
は
仙
人
か
世
捨

て
人
の
よ
う
な
人
が
沢
山
い
ま

す
（
笑
）。
一
緒
に
い
て
面
白

い
で
す
が
、
あ
る
時
、
こ
の
ま

ま
彼
ら
と
一
緒
に
世
の
中
の
流

れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
も
い
い

の
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て

自
分
は
ま
だ
俗
世
間
に
興
味
が

あ
る
な
と
。
以
来
、
自
分
は
法

学
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
れ
な
ら
司
法
試
験
を
受

け
る
た
め
に
勉
強
し
て
も
い
い

か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か

し
イ
バ
ラ
の
道
だ
と
も
わ
か
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
安
易
に
決
め

る
こ
と
は
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず

時
間
の
許
す
限
り
読
書
を
し
て

知
見
を
広
げ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

く
森
見
登
美
彦
が
好
き
で
、
作

品
の
中
に
出
て
く
る
学
生
や
町

の
雰
囲
気
に
魅
力
を
感
じ
て
、

中
学
校
の
時
か
ら
京
大
に
憧
れ

て
い
ま
し
た
。
森
見
登
美
彦
自

身
も
京
大
の
出
身
と
い
う
こ
と

で
、
同
じ
環
境
で
学
べ
る
と
い

う
こ
と
も
影
響
し
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

小
島
：
み
な
さ
ん
の
動
機
は
何

と
な
く
牧
歌
的
な
感
じ
で
す

が
、
僕
の
は
も
う
少
し
尖
っ
て

い
ま
す
。
東
京
の
高
校
生
の
間

の
東
大
至
上
主
義
み
た
い
な
の

が
あ
ま
り
肌
に
あ
わ
ず
、
安
易

に
行
く
の
は
嫌
で
し
た
。
受
け

て
い
た
ら
受
か
っ
て
い
た
か
ど

う
か
は
別
で
す
が
（
笑
）。
他

の
大
学
に
目
を
向
け
る
中
で
、

京
大
の
気
取
ら
な
い
雰
囲
気
が

自
分
に
合
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
い
ま
し
た
。
京
都
と
い
う

土
地
柄
や
、
一
人
暮
ら
し
へ
の

憧
れ
も
あ
り
ま
し
た
。

Q
「
一
人
暮
ら
し
」
と
い

う
ワ
ー
ド
が
出
ま
し
た

が
、
家
を
出
て
生
活
を
す

る
こ
と
に
対
し
て
家
族
の

反
応
は
。

小
島
：
父
は
経
済
的
な
理
由
か

ら
、
自
宅
か
ら
通
え
る
国
立
大

学
に
行
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
特
に
東
大
に
。

僕
が
京
大
に
行
く
っ
て
言
い
始

め
た
の
は
中
３
か
高
１
の
頃
で

し
た
が
、
そ
の
時
は
単
に
反
抗

期
の
せ
い
だ
と
思
っ
た
の
か
、

話
を
全
然
聞
い
て
く
れ
な
か
っ

た
で
す
ね
。
で
も
僕
の
意
思
は

ブ
レ
る
こ
と
は
な
く
、
父
が
僕

の
京
大
志
望
が
本
気
で
あ
る
と

悟
っ
た
の
は
セ
ン
タ
ー
試
験
の

前
後
で
し
た
（
笑
）。
そ
の
後

も
東
京
の
大
学
を
し
き
り
に
勧

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
ま

京
大
を
受
験
し
て
受
か
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
自
分
で
生
活
費

　京都文教大学では、地域を対象とする学生
の自主的活動のなかから、地域特性を活かしつ
つ、成果が期待できる取組みを「地域連携学生
プロジェクト」として選定し、支援、助成している。
　この「地域連携学生プロジェクト」への支援
は、2007年度に採択された文部科学省「特
色ある大学教育支援プログラム(特色ＧＰ)」「現
場主義教育充実のための教育実践〜地域と
結ぶフィールドワーク教育〜」を契機に制度化
したもので、補助期間終了後も、学びと地域貢
献を両立させる場として、積極的に学生たちの
地域での活動を支援している。2007年度から
2016年度まで、のべ75団体が採択された。今
年度は４つのプロジェクト(新規1件、継続3件)

が採択され、現在活動を進めている。

商店街のさらなる活性化を目指して
「商店街活性化隊 しあわせ工房CanVas」

　今年度採択プロジェクト「商店街活性化隊 
しあわせ工房CanVas」は、宇治の商店街のひ
とつである「宇治橋通り商店街」の更なる活性
化をめざそうと、2014年に学生が立ち上げた3
年目のプロジェクト。宇治橋通商店街振興組合
の公認を受け、さまざまな催しを企画・実施し、「笑
店街づくり」に取組んでいる。
　8月6日に商店街で開催された「スマイルサタ
デー クラフトビール夜市」では、商店街内に「お
ばけKIDSブース」の設置を企画。紙コップレー

スや団扇づくりなどのワークショップスペースを設
け、大人と一緒に子どもたちも楽しめるブースを
作ることで、イベント集客に貢献した。
　このようなイベントの成功に至るには、日々 の
調査や関係者との綿密な会議の積み重ねが
大切だ。本プロジェクトのSNSページでは、ミー
ティングの様子やプレゼンテーションの報告、商
店街での調査といった地道な活動の様子も紹
介されている。
　また、学生目線でのお店の魅力発信に力を入
れている。メンバーが商店街のお店を取材し、個
性的な店主や面白い商品を紹介する「イチ推し
プレート」の作成や、商店街の公式ホームペー
ジの更新にも携わっている。その他にも、「まちあ

るき」「商店街の魅力発信」をテーマに、“ロゲイ
ニング”の手法を使った新たな独自企画も実施し
ており、プロジェクト活動の更なる活発化が見ら
れる。
　観光名所として国内外から多くの観光客が
訪れる宇治。歴史的な建造物や街並みという
環境で、学生たちは実践的な「学び」を通じて成
長していく。プロジェクトの立ち上げから2年がた
ち、トレードマークである青い法被姿も宇治橋通
り商店街に定着してきた。宇治でCanVasを見
かけたら、メンバーに声をかけてみてはどうだろう
か。地元ならではのオススメスポットを教えてもら
えるかもしれない。

私たちが京都大学を
選んだ理由

を
賄
う
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
だ

ろ
う
と
折
れ
て
く
れ
ま
し
た
。

内
藤
：
母
は
「
一
人
暮
ら
し
は

心
配
」
っ
て
言
っ
て
い
ま
し
た

が
、
京
大
に
進
学
す
る
な
ら
仕

方
な
い
と
許
し
て
く
れ
ま
し

た
。

齋
藤
：
僕
も
同
じ
で
、
京
大
な

ら
い
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

姉
が
い
て
地
方
の
大
学
に
進
学

し
た
の
で
す
が
、
家
族
の
間
で

は
そ
の
と
き
に
一
人
暮
ら
し
に

つ
い
て
の
議
論
は
尽
く
さ
れ
て

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

花
田
：
僕
の
家
族
は
、「
一
人

暮
ら
し
す
る
か
ら
！
」
っ
て

言
っ
た
ら
「
は
い
、ど
う
そ
」
っ

て
あ
っ
さ
り
認
め
て
く
れ
ま
し

た
。
ど
こ
に
行
こ
う
と
生
き
て

い
れ
ば
い
い
よ
っ
て
背
中
を
押

し
て
く
れ
ま
し
た
。

Q　

実
際
に
京
都
に
来
て

み
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

2016年度
首都圏出身
京大1回生
座 談 会

花田　亮弥さん
農学部・森林科学科

東京都立大泉高等学校出身

齋藤　航太さん
法学部

桐朋高等学校出身

小島　慧さん
文学部

芝高等学校出身

内藤　陽香さん
総合人間学部

東京都立西高等学校出身

加藤　あかりさん
法学部

東京学芸大学
附属高等学校出身
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　２年目に入った京都大学の特色入試。平成29
年度入試からは、実施学科が増え、募集人員も増
加する。
　28年度入試では全体で108名だった募集人員
は37名増の145名に。農学部では新たに資源生
物科学科、応用生命科学科、地域環境工学科、
森林科学科、食品生物科学科の５学科が実施、
各学科３名ずつの募集で計15名の増加になる。
組織再編を予定する医学部人間健康科学科（以
下、人健）では、先端看護科学コース20名、先端
リハビリテーション科学コース10名（理学療法学
講座、作業療法学講座でそれぞれ５名ずつ）、学科
全体では前年の16名から14名増加した30名とな
る。工学部工業化学科（以下、工化）は若干名と
掲示していた募集人員を７名と明示した。
　出願要件の緩和などにも注目したい。28年度、
工学部では３つの学科で各種国際科学オリンピッ
クへの出場（学科によっては『メダリスト』あるいは

『日本代表選手候補になった者』、『または国内
大会に出場』など）を要件としてあげていたが、29
年度へ向けてはこれらの文言は削除され、「［化学
に関する］授業科目の一環として実施した課題研
究や科学［化学］に関する課外活動において顕著
な実績を上げた者、〈または高校の数学・物理・化
学いずれかの科目できわめて優れた成績をあげた
者〉」（［　］は工化、〈　〉内は地球工学科）に変更
された。人健では現役のみの出願であったところを
前年度卒業者まで出願が可能になり、また最終選

考の評定平均値も概ね4.0以上へ、センター試験
の成績も75％以上にあらためられた。薬学部では、
センター試験の基準が740点以上から概ね８割以
上に変更された。このほかにも、いくつかの学部・学
科で評定平均値やセンター試験の基準について
緩和が図られている。
　選抜日程が学部間で揃えられてきたのも大きな
特徴。総合人間、文、経済、医学部医学科、薬学
部薬科学科、農学部が二次選抜を12月17日に、
医学部医学科は18日に面接試験を実施。そのほ
か、人健は11月12、13日、教育学部、理学部は
11月26、27日に行う。法学部の後期日程扱いは
変わらず。工学部は地球工学科が二次選考を廃
止したことで、二次選考を行うのは情報学科のみと
なった。
　また、選抜日程の変更から、文、経済、農学部食
料・環境経済学科でセンター試験による足切りが
なくなり、書類選考、二次選考（文は無し）を経てか
ら、センターの成績で最終的に合否が決まる。
　理学部では、第二次選考での数学に関する能
力測定考査と口頭試問の配点が、60点40点か
ら、80点20点へと変更になる。また能力測定考
査の合否は当日中に出されることになった。医学
部医学科の推薦要件の一つである英語資格・検
定試験にIELTSが加えられた。
　このほか、インターネット出願への移行も来年度
へ向けての大きな変更点だ。詳しくは、「京都大学
特色入試Webサイト」を参照してもらいたい。

　特色入試の問題（の一部）が公開された。本稿では、

vol.116で概観した英語サンプル問題との相関において入試

問題を振り返る。

　文学部は、食を巡る哲学的考察を通じて、共有された時空間

における相互承認・理解に関する国内外からのアプローチに対

して、それぞれ筆者の主張を400字以内でまとめ、さらに食べる

という行為が人間にとって持つ意味をどう考えるのか、二つの文

章をふまえて800字以内で記述するものとなっている。テクスト

の意味を他のテクストとの関連によって見つけ出そうとする間テ

クスト性（Intertextuality）の視点が想起される。サンプル問題

は幸福論であったが、日英語の課題文を精読し、他者との視点

の違いをおさえ、自らの意見を論理的に組み立てられるかどうか

というエッセンスは一貫している。

　法学部（100点）は、ソーシャル・タイラニー（社会の専制）に

対抗する自由について、日本の法学者が書いた文章を読み、問

１ではその具体例を300字程度で記述する。次にその論点もふ

まえつつ、問２では邦訳されたインターネットにおける変化として

のウェブ・パーソナライゼーションに関する文章と、英語で書かれ

たその書評２編を読み、個人の自由について1,200字程度で述

べるというもの。サンプル問題は「平等への想像力」であったが、

文学部同様、日英語の読解力、論理的思考力、表現力を測る

傾向に変化はない。

　教育学部（100点）は、青少年の非行や薬物乱用について、

６種類の国内外資料を参考にしながら３つの設問に対して記

述する。設問１は英文読解であり、集団非行に関する英文の和

訳と、600字以内の和文要約（30点）であった。その他、薬物

乱用で送致された未成年者数の減少についての所見（40点）

を述べ、自律的な規範意識の醸成に向けての意見（30点）をま

とめるものになっている。サンプル問題は、子どもの遊びのため

の制度設計をテーマで、資料を読み、自分の意見を述べるところ

は共通だが、要約問題の字数は400字以内で200字少なかっ

た。

　医学部人間健康科学科（100点）は、電子機器やテレビゲー

ムやコンピューターゲームといった電子ゲームが子供の発達に

及ぼす影響について述べた英文２編を読み、要旨をそれぞれ

300字以内でまとめ、さらに低年齢からスマートフォンやiPad等

の電子機器に触れることについて所見を述べるものに、配点は

35点。サンプル問題は自閉症スペクトラム障害であり、日本文を

読み、自らの考えを記述するという設定であったが、今回は英文

を読んで答える形になった。しかし、医療を専門とする仕事を志

す受験生の問題発見、解決能力を測る点はより鮮明になってい

る。

　薬学部薬科学科は英文読解２題（200点）である。１題はレ

チノイン酸及びレチナールの生体内での役割、夜盲症の予防

や治療への効果、構造式、反応装置の図示、純粋化合物の計

算等。もう１題は酵素反応に関する英文で、仮定が成立する条

件、数式、結果説明、理由説明、模式図選択、内容一致等が問

われている。サンプル問題はGrignard反応剤が主題であった

が、２つの英文を読み、その内容に関する設問に答える形式は

同じである。医学部や薬学部の英文素材はかなり洗練されてお

り、理系の生徒にとって読み応えがあり、背景知識を鍛えるには

好個の言語材料であることもまた事実。問題提起→仮説→検

証→結論のコンテクストや、実験結果を表す表現はおさえておき

たい。

　農学部食料・環境経済学科も英文読解２題（200点）であ

る。１題（100点）は政府がバイオエネルギーを利用推進する理

由、エタノール比率の推移の説明や面積計算、バイオ燃料と食

料生産の競合が社会に与える影響を述べさせるものであり、もう

１題（100点）は囚人のジレンマを扱う素材となっている。サンプ

ル問題は、資源確保の際の不平等と増加傾向にある原油生産

であったが、２本の英文記事を読み、答える形式は踏襲されてい

る。

　高校で学ぶ教科・科目をベースにした分析力、俯瞰力、活用

力を問うとは言うものの、課題文も設問も分野によっては個別

試験以上に難易度が高い。特定分野で卓越した能力を持つ学

生を採るというアドミッション・ポリシーに応えるには「学びの設計

書」をはじめ、筆記試験では相応の記述力、面接では論理的思

考力に基づく相応の表現力が不可欠である。英語学習で言え

ば、西洋の典型的な思考法である二項対立的発想の文脈論

理に慣れるとともに、以下の４技能習熟がポイントとなろう。　

①Reading：専門分野に関する原書や論文，英字新聞などを精

読，速読できる力

②Writing：エッセイを論理的な英語で書ける力

③Speaking：課題発見，解決に向けて自分の考えを英語で述べ

る力

④Listening：レクチャー，ディスカッションを理解できる力

　知識基盤社会の中、経済のグローバル化や人工知能などの

技術革新に伴う専門職への需要が高まっている。現在求められ

るのは、画一性、規律性を主とした教育ではなく、個性を重視し、

生涯を通して知識・技術を学んでいける基礎を育む教育だ。特

色入試の問題は、この点に焦点をあてた教科横断型テスティン

グのプロトタイプになっているように思われる。

京都大学特色入試
2020に向けて ❸

龍谷大学付属平安中学高等学校
校長補佐　平井　正朗先生

英語
教科横断型テスティングのプロトタイプ

平成29年度に向けての
京都大学特色入試 の 変更点

短い期間でしたが多くのチャンスを与えてくださり、
企画立案、取材同行、記事の校正など
様々な業務を体験させて頂きました。
編集という仕事を知りたくて
このインターンシップに参加しました。
その難しさと面白さを体感でき
とても充実した二週間となりました。
この貴重な経験を今後に生かしていきたいです。

今
年
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の

学
生
さ
ん
が

お
手
伝
い
し
て
く
れ
ま
し
た

柏原　佳奈さん
京都産業大学
外国語学部

ヨーロッパ言語学科
（奈良県立奈良北高校出身）

小西　佳奈さん
京都産業大学
外国語学部

ヨーロッパ言語学科
（京都府立鴨沂高校出身）

高田　真衣さん
京都府立大学

文学部日本中国文学科
（神戸市立葺合高校国際科出身）

瞥見
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理
科
・
国
語
を
重
視
。英
語

な
ど
の
外
国
語
能
力
や

I
B
資
格
も
評
価

F
A
C
T
は
、
早
稲
田
大
学
の

中
長
期
計
画
を
ま
と
め
たWaseda 

Vision 150

に
示
さ
れ
て
い
る
入
試
制

度
の
抜
本
的
改
革
を
受
け
、
人
間
科

学
部
が
独
自
に
開
発
し
た
選
抜
方
式

で
す
。
F
A
C
T
と
はFundamental 

Academic Competency Test

（「
学

術
的
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
な
能
力

を
み
る
テ
ス
ト
」）
の
略
で
、
当
学
部

の
特
徴
で
あ
る
学
融
合
的
な
学
び
に

必
要
と
さ
れ
る
能
力
を
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
新
し
い
方
式
で
測
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
評
価
す
る
の
は
、「
ク

リ
ア
（CLEAR

）
に
す
る
力
」
と
呼

ん
で
い
る
、対
話
（Communication

）、

論
理
（Logic

）、
表
現
（Expression

）、

分
析（Analysis

）、省
察
（Reflection

）

の
５
つ
の
力
。各
教
科
の
力
で
は
な
く
、

２
１
世
紀
型
学
力
と
も
言
わ
れ
る
汎

用
的
な
力
、
そ
の
背
後
に
あ
る
学
ぶ

た
め
の
力
、
生
き
る
た
め
の
力
で
す
。

《
公
募
制
学
校
推
薦
》
と
し
て
い

す
。
２
次
選
考
が
「
面
接
」
と
「
論
述

試
験
」
で
す
が
、
F
A
C
T
で
特
徴
的

な
の
は
「
事
前
課
題
」
と
「
論
述
試
験
」

が
連
動
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
事
前
課
題
」
は
一
般
的
な
小
論

文
と
違
い
、
身
近
な
現
象
な
ど
を
、

思
い
込
み
や
先
入
観
な
く
あ
り
の
ま

ま
に
観
察
し
て
、
そ
れ
を
記
録
し
、

考
察
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め

る
と
い
う
も
の
で
す
。
文
系
・
理
系
、

既
習
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
、

多
様
な
手
段
を
駆
使
し
て
課
題
解
決

を
図
る
力
を
み
る
の
が
狙
い
で
す
。

「
論
述
試
験
」
は
、「
事
前
課
題
」

で
の
考
察
や
実
験
に
関
連
し
た
出
題

で
、
初
め
て
出
会
う
問
題
に
対
し
て
、

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
い
か
に
５
つ
の

力
（
C
L
E
A
R
の
力
）
を
発
揮
で
き

る
か
を
み
る
も
の
で
す
。
必
ず
し
も
正

解
が
一
つ
に
定
ま
ら
な
い
状
況
で
、
自

分
な
り
の
ベ
ス
ト
の
考
え
を
記
述
し
ま

す
。
斬
新
な
ひ
ら
め
き
に
よ
る
も
の
で

あ
れ
、
地
道
に
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ

れ
、
合
理
性
に
基
づ
い
て
い
て
説
得
力

の
あ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。
解
答
に
必
要
な
知
識

は
出
題
文
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
特
別
な
事
前
知
識
が
な
く
て
も
読

解
力
、
思
考
力
、
応
用
力
で
挑
戦
す
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち
が

評
価
し
た
い
の
は
、
そ
の
答
案
が
、
科

学
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
に
耐
え
う
る

か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で

示
さ
れ
た
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
観

察
と
分
析
、
仮
説
の
立
案
と
検
証
と

い
っ
た
科
学
の
基
本
的
態
度
が
、
入
学

後
の
人
間
科
学
部
で
の
学
び
に
つ
な
が

る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
す
。

F
A
C
T
を
新
し
い
入
試
、

入
試
制
度
の
突
破
口
に　

 

現
行
の
、
大
勢
の
生
徒
が
一
度
に
受

験
す
る
よ
う
な
入
試
制
度
は
い
ず
れ
立

ち
い
か
な
く
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
の
、
F
A
C
T
で
あ
り
新

思
考
入
試
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

の
設
計
は
難
し
く
、
こ
れ
ま
で
も
A
O

等
、
様
々
な
制
度
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
に
置
き
換
わ
る
も
の
は
生
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
中
で
F
A
C
T

は
、
人
間
科
学
部
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

と
は
違
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
確
立
し
て

い
く
た
め
の
一
つ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

一
方
、
高
大
接
続
の
観
点
か
ら
は
、

F
A
C
T
の
「
事
前
課
題
」
を
高
校

で
の
自
由
研
究
の
ヒ
ン
ト
な
ど
に
も

活
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い

を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

入
学
者
の
大
学
で
の
学
修
状
況
を
追

跡
調
査
す
る
と
、
同
じ
入
試
問
題
を

ク
リ
ア
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

入
学
後
に
伸
び
る
学
生
と
そ
う
で
な

い
学
生
と
の
差
が
歴
然
と
生
じ
て
く

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
は
そ
の

差
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
同

じ
こ
と
を
教
わ
っ
た
り
体
験
し
た
り

し
て
も
、
そ
れ
を
大
き
く
で
き
る
、

早稲田大学 人間科学部
FACT選抜が始まる

2
0
2
0
年
に
は
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
に
代
わ
る
「
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価
テ
ス
ト
（
仮
称
）」が
始

ま
る
。そ
の
前
年
に
は「
高
等
学
校
基
礎
学
力
テ
ス
ト
（
仮
称
）」が
。い
ず
れ
も
本
格
実
施
は
、2
0
2
3
年
以
降
、

次
期
学
習
指
導
要
領
の
実
施
を
踏
ま
え
た
上
で
と
さ
れ
る
が
、
各
大
学
の
推
薦
入
試
や
一
般
入
試
で
は
、
今
回
の
一
連
の
改
革
案
を
可
能
な
限
り
盛
り
込
む
こ
と

と
も
さ
れ
て
い
る
。
2
0
2
0
年
へ
の
足
音
が
聞
こ
え
る
中
、未
来
へ
向
け
て
の
学
び
の
ヒ
ン
ト
を
識
者
に
お
聞
き
す
る
。

そ
こ
か
ら
展
開
で
き
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
力
が
関
与
し
て
い
る
の
か
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
力
は
、
い
か
な

る
教
育
に
よ
っ
て
高
い
水
準
で
獲
得

さ
れ
う
る
の
か
。
大
学
と
し
て
は
、
い

わ
ば
そ
の
よ
う
な
思
考
力
や
展
開
力
、

創
造
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
入

試
で
評
価
す
る
よ
う
な
出
題
、
選
抜

方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
が
高
校
生
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
、
高
大
接
続

の
端
緒
に
な
る
と
考
え
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
今
後
の

入
試
改
革
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く

も
の
で
す
し
、
こ
の
F
A
C
T
選
抜

で
成
果
が
み
ら
れ
れ
ば
、
新
思
考
入

試
も
含
め
て
新
た
な
入
試
の
か
た
ち

が
確
立
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
入
試

の
多
様
化
が
よ
り
す
す
む
こ
と
で
、

結
果
的
に
社
会
に
貢
献
し
て
く
れ
る

人
材
の
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

P r o f i l e

専門は考古学、日本考古学。
1978年早稲田大学教育学
部社会科地理歴史専修卒
業、1987年早稲田大学大
学院文学研究科史学（考古
学）専攻博士課程（後期）単
位取得満期退学。博士（人間
科学）（早稲田大学）。早稲田
大学教育学部助手、早稲田
大学人間科学部専任講師・
助教授を経て、1996年4月
から現職。神奈川県立多摩高
等学校出身。

早稲田大学　人間科学部長

谷川　章雄先生
る
文
化
や
価
値
観
と
の
橋
渡
し
に
不

可
欠
と
い
う
こ
と
で
、
英
語
を
は
じ

め
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国

語
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
つ
い
て
、
指
定

の
資
格
・
検
定
試
験
の
ど
れ
か
一
つ

の
ス
コ
ア
を
選
考
書
類
に
あ
わ
せ
て

提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
た
だ

し
基
準
点
は
設
け
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
（
I
B
）
資
格
も
、

評
価
の
対
象
に
し
ま
す
。

評
価
し
た
い
の
は

入
学
後
に
伸
び
る
力　

 

選
考
は
２
段
階
。
１
次
選
考
は
「
事

前
課
題
」
の
評
価
を
含
む
書
類
審
査
で

る
よ
う
に
、
A
O
や
公
募
制
推
薦
と

違
い
、
出
願
に
は
学
校
長
の
推
薦
が

必
要
で
す
。
ま
た
指
定
校
推
薦
と
は

異
な
り
、
幅
広
い
学
校
に
門
戸
を
開

く
と
と
も
に
、
学
校
ご
と
の
応
募
者

数
の
制
限
は
設
け
ま
せ
ん
。

出
願
要
件
は
、
高
1
か
ら
高
３
の

前
期
ま
た
は
１
学
期
ま
で
の
全
科
目

の
評
定
平
均
値
が
3
・
9
以
上
、
か

つ
理
科
と
国
語
の
力
を
重
視
す
る
こ

と
か
ら
、
両
教
科
と
も
３
科
目
以
上

の
履
修
が
必
要
で
、
そ
れ
ら
の
評
定

平
均
値
は
4
・
3
以
上
を
求
め
ま
す
。

理
科
に
国
語
を
組
み
合
わ
せ
る
の
は

珍
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

は
科
学
的
な
発
見
や
活
動
を
他
者
や

社
会
に
伝
え
る
た
め
に
国
語
力
が
欠

か
せ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

外
国
語
に
つ
い
て
も
、
海
外
の
異
な

バターを片面に塗ったトーストを70cｍほどの高さ
の机から落とすと、着地面はバターを塗った面にな
ることが多い※。このことの科学的根拠をシミュレー
ション実験などで考える――こんなユニークな事前
課題に挑戦することから始まるのが、早稲田大学人
間科学部が今年から実施する（2017年度入学者対
象）公募制学校推薦入試FACT（ファクト）選抜。高
大接続も強く意識した新しい選抜について、人間科
学部長の谷川章雄教授と入試担当教務主任の三嶋
博之准教授に、その趣旨や狙い、求める学生像、今
後の展望等について聞いた。なお、人間科学部は、
早稲田大学が2018年度入試から実施を予定して
いる「新思考入試」にも参加する。
※【すでにWEBサイトに掲出、映像も右の
　QRコードから見ることができる】
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P r o f i l e

専門は生態心理学、実験心
理学。1992年早稲田大学
人間科学部人間基礎科学科
卒業。1997年早稲田大学
大学院人間科学研究科博士
後期課程修了、博士（人間科
学）（早稲田大学）。日本学術
振興会特別研究員、早稲田
大学人間科学部助手、福井
大学教育学部助教授を経て、
2007年4月より現職。大阪府
立香里丘高等学校出身。

早稲田大学　人間科学部
入試担当教務主任

三嶋　博之先生

今年度の出願期間は11月1日（火）〜7日（月）。一
次選考の発表は11月24日(木)。二次選考は12月3日

（土）に所沢キャンパスで実施する。最終合格発表は
12月16日（金）。募集定員は各学科若干名。

すでに「事前課題」も掲出、
11月からいよいよ出願開始

特色入試を受けようと思ったきっかけは。
森　私は高1のときからゆくゆくは海外の大学に
正規留学しようと考えていました。その前段階とし
て短期留学のチャンスを探っているときに、たま
たま京都大学で特色入試が始まることを知りまし
た。日本の大学を受けることも一つの選択肢とし
て考えていて、高校3年生になるときに京大の特
色入試を受けることを決めました。
土肥　僕は通っていた中高一貫校が京大志向
の強い学校で、中学生のときから一般入試へ向
けて勉強していました。特色を受けようと思ったの
は母に勧められたから。文学部の特色入試は理
学部や工学部が掲げていた「◯◯オリンピック
出場」のような厳しい要件もなく、合格した場合に
は入学を確約し、センター試験で指定された科目
を受けるだけ。何かをしたいという熱意が買われる
というのも受験動機の一つです。またもし結果が
だめでも、一般入試に向けて勉強もしてきている
ので、気持ちを切り替え全力で頑張ればいいと考
え挑戦しました。
特色入試のポイントとなる「学びの設計書」や
二次選考について聞かせてください。
森　私は現代アートが好きで将来は学芸員にな
りたいと考えています。学びの設計書には、日本

ではまだあまり行われていないエクスペリエンス
デザイン（experience design）を海外の大学に
進学して学び、日本に持ち込みたいということや、
経済学部なら、留学しても4年で卒業しやすいだ
ろうということなど、入学後の計画をかなり細かく
書きました。またアート作品の価値を測ることを経
済学と絡めても書きましたが、大筋は素直に現代
アートの勉強がしたいことを書きました。
土肥　僕は歴史学を学びたかったので、そのこと
について書きました。4年間のスケジュールを細
かく立てるというのではなくて、自分のやりたいこ
とにどのようにアプローチしていくか、それをどのよ
うに社会に役立てていくかに重きを置きました。
　二次選考は、論文試験と学びの設計書に関
する論述試験の二本立て。論文試験に関しては
英語の長文が出てくるらしいということぐらいしか
知りませんでしたから、具体的な対策というより、
一般入試や私学の対策を行っていました。論述
試験からは学部からのメッセージを感じました。人
文学の価値を問うような文章を前に、文系の学
問は社会で何ができるのかと問われている気がし
ました。学びの設計書を含めてこの特色入試は、
自分の中の漠然とした興味や、その対象にアプ
ローチする方法、またその価値について考え言

語化する良い機会になったと思っています。
森　学びの設計書のほかに、高校の先生に書
いてもらう調査書がありますが、これは海外の大
学を受験する際に求められる推薦状と似ている
印象を受けました。まわりの特色入試合格者に
は、留学経験などが豊富な人が多いという印象
もあり、そういうところも見られているのかなという
印象もあります。
合格した時はどんな気持ちでしたか。
土肥　僕は中学のときから京大に来ることが夢
だったのでやっと入学できるんだと感動しました。
初めての特色入試合格者という功名心もありま
したね（笑）。ただ特色入試であること自体が自
信になることはありません。
森　私もそうです。勉強という面では、一般入試
に向けてしっかり積み上げて、それを乗り越えて
きた人たちには劣るかもしれないから、頑張らな
くてはと思いました。ただ目標はもっと先に置い
ていて、この合格は通過点に過ぎないと思って
います。合否が一般入試より早く決まるので下
宿探しには有利で、いい物件を押さえられました

（笑）。
大学に入ってから、特色入試での入学者がほか
の学生と違うと感じることはありますか。

土肥　特色入試で入学したことは自分から言わ
ないとわからないし、こちらからも誰が特色入試で
入っているのかわからない。大学で特別扱いされ
ることはありませんね。母校で讃えてもらったり、こ
ういう取材を受けたりと、学外の反応のほうが大
きいですね。
今後の展望についてお聞かせください。
森　半期はあっという間に過ぎてしまった印象で
す。学びの設計書に書いたことについては、しっ
かり意識して過ごさないと、なかなかその通りには
いきませんね。まわりの芸術系の大学の人たちを
見ていると刺激を受けますし、アートに関わりたい
ことについてはぶれておらず、そこは貫いていきた
いと思います。
土肥　今はまだ、いい意味でよそ見のできる期
間だと思っています。面白いものにたくさん出会
うことで、目移りもよくします。しかし学びの設計
書に書いたことは変わりうるものだと思っていま
すし、またそのことに抵抗感はありません。学びの
設計書には、自分の興味のありかを明らかにし、
具体的にそれにどうアプローチしていくかを考える
という大事な意味があったのだと思います。

京都大学特色入試
一期生に聞く 学びの設計書は今
今年度入試から始まった京都大学の特色入試。自らの《学びの設計書》や
合格に至る道程について、今春入学した《一期生》に語ってもらいました。

この合格は
あくまでも通過点
森　詠美さん
経済学部
三重県立川越高等学校出身

今はよそ見も
してみたい
土肥　真瑳さん
文学部
開明高等学校出身


