
大学ジャーナル1 vol.101 2012年（平成24年）9月10日

101
発行所 :くらむぽん出版  〒531-0071　大阪市北区中津1-14-2
TEL06（6372）5372  FAX06（6372）5374　

E-mail KYA01311@nifty.com
http: / /www.djweb. jp /

大学ジャーナル

9月号

（第17巻4号・通巻101号）

Daigaku Journal

vol.

リバティタワー（駿河台キャンパス）

降り注ぐ光が印象的なアトリウム（中野キャンパス）

中野キャンパス外観

減
ら
す
」、
こ
う
し
た
一

連
の
産
業
界
の
動
き
と
そ

れ
に
呼
応
し
た
国
の
政
策

に
よ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
で
き
る
人
材
、

い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人

材
の
養
成
が
大
学
の
大
き

な
使
命
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
大
学
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
い
う
と
き
に
は
、

海
外
か
ら
の
留
学
生
受
け

入
れ
を
増
や
す
こ
と
に
も

重
き
が
置
か
れ
ま
す
。
こ

れ
は
、
日
本
人
学
生
の
国

際
理
解
、
異
文
化
理
解
に

も
大
い
に
役
立
つ
と
い
う

教
育
の
面
で
の
効
果
も
期

待
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
た

だ
こ
の
場
合
、
入
学
時
期

な
ど
の
諸
制
度
を
世
界
的

な
標
準
に
合
わ
せ
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
す
［
解
説

②
］。
海
外
の
若
者
の
目

か
ら
見
て
魅
力
あ
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
い
か
に
用
意

す
る
か
、
つ
ま
り
各
大
学

が
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る

知
的
財
産
を
い
か
に
高

め
、
そ
れ
を
活
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
か
が
重
要
な

の
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育

成
に
は
、
語
学
力
、
と
く

に
英
語
の
運
用
能
力
を
向

上
さ
せ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
教
育
方
法
に
つ
い
て

の
工
夫
、
改
善
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際

に
国
際
社
会
で
活
躍
す
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
単
に

語
学
と
い
う
ツ
ー
ル
が
操

れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で

す
。
や
は
り
、
深
い
専
門

知
識
、
専
門
性
と
そ
れ
を

基
盤
に
し
た
論
理
的
思
考

力
が
必
要
で
す
。
様
々
な

歴
史
・
文
化
を
背
景
に
持

つ
人
々
と
交
渉
し
た
り
、

物
事
を
取
り
決
め
た
り
す

る
際
に
は
、
論
理
的
に
意

見
を
述
べ
、
相
手
を
説
得

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

国
際
社
会
で
は
、
人
と

し
て
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
も

重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に

明治大学長

福宮　賢一 先生 
1946年生まれ。69年明治大学商学部卒業。74年同大学大学院博士課程単位取得
退学。同年、明治大学商学部専任助手。同講師、助教授を経て、88年より商学部教授。
商学部長、副学長（社会連携担当）を歴任して、2012年4月より現職。専門は産業組織
論。東京都立石神井高等学校出身。

困
難
な
道
を
選
ぼ
う

C o n t e n t s                              

FREE

読者
アンケート
募集中

トップが語る、「大学」と高校生へのメッセージ

は
豊
か
な
人
間
性

を
涵
養
す
る
、
つ
ま
り
幅

広
い
教
養
を
身
に
つ
け
る

と
と
も
に
、
異
文
化
理
解

を
深
め
、
他
者
へ
の
共

感
、
ひ
い
て
は
人
類
愛
を

育
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

あ
わ
せ
て
そ
れ
を
表
出
す

る
能
力
も
身
に
つ
け
た
い

も
の
で
す
。

現
在
、
大
学
生
の
74
%

を
受
け
入
れ
て
い
る
私
立

大
学
の
立
場
で
い
う
と
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
そ
の
役

割
を
ま
す
ま
す
重
要
な
も

の
に
し
て
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
社
会
に
は
実
に

様
々
な
仕
事
、
職
業
が
あ

り
、
お
互
い
に
役
割
を
分

担
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
全
体
を
支
え
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
そ

れ
を
支
え
る
人
材
の
多
く

を
養
成
し
て
き
た
の
は
私

立
大
学
で
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
た
国
際
社
会
は
、

一
握
り
の
エ
リ
ー
ト
だ
け

が
活
躍
す
る
場
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
立
大
学
と
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
、

今
後
は
そ
こ
へ
向
け
て
も

多
様
な
人
材
を
輩
出
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
自
分
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
世
界
の
人
び
と
の

た
め
に
役
に
立
つ
人
、
仕

事
が
で
き
る
人
の
養
成
を

目
指
し
て
、
私
立
大
学
全

体
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
は

大
き
い
と
思
い
ま
す
。

「やればできる」をやろう!
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連載「世界初・量子テレポーテーションを実現」「どうして数学
を学ぶの」「学ぼう! 物理」「効き目アリ!」「書評」はお休み
させていただきました。

お宝発見 !

進 路 のヒント
目指せグローバル人材その2

新しい太平洋の時代に
法政大学法学部国際政治学科　下斗米伸夫先生

歴史を学んで、世界を知ろう
佛教大学歴史学部　原田敬一先生

経済学のススメ
危機に対応するために
京都大学経済研究所　教授　矢野誠先生

面倒見のよい大学はどうしてできたか
④特別編

これからは中規模で
地域に根ざした大学の時代
阿久戸光晴聖学院大学学長と姜尚中先生が語る

私たち、こうして東大に合格しました!
恒例　合格者座談会と合格体験談
N E W S
早稲田大学大学院に
国際コミュニケーション研究科が新設
グローバル5大学が連携協定を締結

高大連携シンポジウム
数学は社会の役に立つのか
自然、人間、社会の複雑な現象を数学で解く

数学の力で不確実な未来に備える
京都産業大学理学部数理科学科　辻井芳樹先生
Doctor.Aの雑記帳

お坊先生のテツガク入門
最近の宇宙天気

デキル ! 学科
日本大学理工学部まちづくり工学科　
まちづくりに即戦力を
日本大学理工学部応用情報工学科　
社会を快適にするために

■
■
■
■
■
■
■
■
■

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

大
学
の
使
命

「
社
内
公
用
語
を
英
語

に
す
る
」、「
昇
進
に
当

た
っ
て
は
T
O
E
F
L

な
ど
で
英
語
運
用
能
力
を

見
る
」、「
新
規
採
用
に

当
た
っ
て
は
海
外
留
学

経
験
者
を
優
遇
す
る
」、

「
国
内
大
卒
者
の
割
合
を

志願者総数が6年連続で10万人を超え、しかもその数がここ3年連続し
て日本一を誇る明治大学。新しい明治を象徴する駿河台キャンパスに加
えて、来春には「世界へ発信する大学」を目指す新しいキャンパスが中野
に開設されます。ここでは「社会に貢献する数理科学の創造・展開・発信」
を理念とした総合数理学部の開設も予定されていて、話題を集めてい
ます。伝統の就職の強さに加えて、近年はまた国際化拠点大学とされる
13大学［解説①］に選ばれるなど、世界を視野に入れたその取り組みに
も、受験生の注目が集まっているようです。
今春、学長に就任された福宮賢一先生に、グローバル化時代の大学、大
学で身につけるべきこと、高校生へのメッセージなどについてお聞きし
ました。

世
界
へ
一
歩
、
踏
み
出
す
た
め
に

アンケートにお答
えいただいた希
望者の中から抽
選で、姜尚中先
生の『続・悩む力』

を5名の方にプレゼントします。左
のバーコードを読み取り、お申し込
みください。大学ジャーナルHPか
らもお申し込みいただけます。



解　説

大学発　お宝発見!
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ん
に
お
話
で
き
る
の
も
、

そ
の
結
果
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
選
ば
な
か
っ
た
こ
と

を
悔
や
ま
な
い
た
め
に
も

あ
え
て
困
難
な
道
を
選
ん

で
み
る
、
そ
れ
も
重
要
な

選
択
肢
の
一
つ
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

明
治
大
学
の

使
命明

治
大
学
も
ま
た
、
そ

う
し
た
私
立
大
学
の
一
翼

を
担
い
な
が
ら
、
1
3
0

年
を
超
え
る
歴
史
の
中
で

様
々
な
タ
イ
プ
の
人
材
を

社
会
へ
送
り
出
し
て
き
ま

し
た
。

建
学
の
精
神
は
「
権
利

自
由
」
と
「
独
立
自
治
」。

権
利
自
由
と
は
基
本
的
人

権
の
尊
重
と
い
う
人
類
普

遍
の
原
理
・
原
則
を
謳
っ

た
も
の
で
、
そ
れ
は
「
独

立
自
治
」、
つ
ま
り
自
立

し
た
個
人
の
存
在
を
前
提

と
し
て
成
り
立
つ
、
と
い

う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
、
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
に
使
わ
れ
て
い

る
、「
強
い
《
個
》」
や
、

「《
個
》
を
強
く
す
る
」

の
《
個
》
は
、
ま
さ
に
こ

こ
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

明
治
大
学
の
前
身
と
な

る
明
治
法
律
学
校
を
創
設

し
た
3
名
（
岸
本
辰
雄
、

宮
城
浩
蔵
、
矢
代
操
）

は
、
司
法
省
法
学
校
で
フ

ラ
ン
ス
法
学
を
学
ん
だ
官

僚
で
、
う
ち
2
名
は
フ
ラ

ン
ス
へ
渡
り
、
自
由
・
平

等
・
博
愛
の
精
神
を
学

び
、
そ
れ
を
日
本
の
法
体

系
に
活
か
す
べ
く
学
位
を

取
っ
て
帰
国
し
ま
し
た
。

当
時
の
日
本
は
今
以
上
に

国
際
化
を
急
い
で
い
ま
し

た
か
ら
、
そ
の
思
い
の
多

く
は
、
今
の
私
た
ち
に
も

十
分
共
有
で
き
る
も
の
で

す
し
、
彼
ら
が
掲
げ
た
理

念
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時

代
の
今
こ
そ
、
強
く
認
識

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
実
際
こ
の

間
も
、
世
界
各
地
で
は
紛

争
で
命
を
落
と
す
人
た
ち

が
絶
え
ま
せ
ん
。
誰
か
ら

も
抑
圧
さ
れ
な
い
自
由
と

個
の
自
立
と
い
う
も
の
が

い
か
に
大
切
か
、
平
和
な

社
会
に
生
き
る
私
た
ち

は
、
こ
れ
を
真
摯
に
受
け

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

本
学
に
は
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
き
た
建
学
の

精
神
が
今
も
息
づ
い
て
い

て
、
2
0
1
1
年
度
よ
り

国
連
の
難
民
認
定
者
を
毎

年
2
名
ず
つ
受
け
入
れ
て

い
ま
す
。
初
年
度
が
ミ
ャ

ン
マ
ー
か
ら
、
今
年
度
は

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
か
ら
で
す
。
ま
た

世
界
的
な
人
権
擁
護
団
体

で
知
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ

の
日
本
支
部
も
本
学
の

キ
ャ
ン
パ
ス
に
置
か
れ
て

い
ま
す
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

大
学
で
身
に

つ
け
る
こ
と

国
際
社
会
で
活
躍
す

る
、
と
い
う
以
前
に
、
社

会
に
出
る
ま
で
に
大
学
で

ど
う
し
て
も
身
に
つ
け
て

ほ
し
い
力
が
「
も
う
一

歩
、《
前
へ
》
踏
み
出
す

力
」
で
す
。

昨
今
の
大
学
生
は
、

個
々
に
目
を
や
る
と
、
授

業
に
は
必
ず
出
席
す
る
な

ど
昔
に
比
べ
る
と
皆
、
ず

い
ぶ
ん
真
面
目
で
、
同
時

に
高
い
潜
在
能
力
に
恵
ま

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
「
大
学
は
自
ら
学
ぶ

と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
か

ら
は
、
少
し
物
足
り
な
い

面
も
あ
り
ま
す
。
決
め
ら

れ
た
こ
と
を
越
え
て
何
か

を
要
求
さ
れ
て
も
、
そ
こ

か
ら
な
か
な
か
前
へ
踏
み

出
せ
な
い
。
ゼ
ミ
で
教
え

て
い
て
も
、
と
て
も
惜
し

い
な
と
思
う
こ
と
が
よ
く

あ
り
ま
す
。
情
報
が
溢

れ
、
経
済
的
に
も
恵
ま
れ

て
い
る
か
ら
、
何
事
に
対

し
て
も
感
動
す
る
力
が
弱

く
、
受
け
身
の
姿
勢
で
受

け
止
め
る
こ
と
が
多
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
将
来
は
、
他
の
ア
ジ
ア

の
元
気
な
若
者
た
ち
と
机

を
並
べ
て
仕
事
を
す
る
機

会
も
多
く
な
る
と
思
い
ま

す
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
、

彼
ら
に
伍
し
て
や
っ
て
い

け
る
の
か
、
こ
ち
ら
の
方

が
や
や
不
安
に
な
り
ま

す
。
す
で
に
一
部
の
企
業

で
は
、
新
規
採
用
の
か
な

り
の
部
分
を
外
国
人
で
ま

か
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

う
し
た
現
状
に
も
敏
感
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。社

会
へ
出
て
仕
事
を
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
予
め

答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り

ま
せ
ん
し
、
常
に
困
難
が

つ
い
て
回
り
ま
す
。
そ
こ

で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
新

た
に
出
会
っ
た
問
題
を
解

決
す
る
力
、
言
い
換
え
る

と
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
力
で
、
そ
の
前
提
に
な

る
の
が
「
一
歩
《
前
へ
》

踏
み
出
す
力
」な
の
で
す
。

こ
の
力
、
あ
る
い
は
そ

う
し
た
態
度
を
養
う
に
は

大
学
の
4
年
間
が
最
適
で

す
が
、
そ
の
た
め
に
は
大

学
で
、
簡
単
な
こ
と
や
口

当
た
り
の
い
い
も
の
に
し

か
飛
び
つ
か
な
い
よ
う
で

は
ダ
メ
で
す
。
私
は
よ
く

《
脳
を
鍛
え
る
》
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か

理
解
で
き
な
い
よ
う
な
こ

と
、
か
な
り
難
し
そ
う
な

こ
と
に
も
挑
戦
し
て
、
そ

れ
に
振
り
落
と
さ
れ
な
い

よ
う
に
必
死
で
し
が
み
つ

い
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ

を
解
決
し
て
い
く
過
程

で
、「
あ
、
そ
う
か
」
と

い
う
思
い
を
何
度
も
す
る

こ
と
で
す
。

私
の
ゼ
ミ
で
は
ミ
ク
ロ

経
済
の
抽
象
的
な
理
論
か

ら
入
り
ま
す
が
、
複
雑
な

数
式
を
使
う
た
め
、
学
生

は
最
初
の
う
ち
は
戸
惑
い

ま
す
。
理
解
し
に
く
い
ど

こ
ろ
か
面
白
く
も
な
い
。

し
か
し
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん

で
解
き
明
か
し
て
い
く

と
、
必
ず
腑
に
落
ち
る
瞬

間
が
訪
れ
ま
す
。
経
済
学

の
複
雑
な
モ
デ

ル
の
中
に
も
、

意
外
に
人
間
的

な
側
面
が
隠
さ

れ
て
い
た
り
、

社
会
で
は
、
表

に
見
え
て
い
る

も
の
と
本
質
と

が
違
っ
た
り
も

す
る
と
い
う
こ

と
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る

［
解
説
③
］。
こ

う
し
た
経
験
を
た
く
さ
ん

積
ん
で
い
く
と
脳
が
鍛
え

ら
れ
、
い
ろ
ん
な
問
題
に

対
し
て
も
答
え
が
引
き
出

せ
る
よ
う
な
頭
脳
の
持
ち

主
に
な
れ
る
の
で
す
。
視

野
が
広
が
り
、
世
の
中
に

対
す
る
見
方
、
自
分
な
り

の
ス
タ
ン
ス
が
で
き
て
き

て
、
何
で
も
自
分
の
頭
で

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
が
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
あ
と
は
「
一

歩
《
前
へ
》
踏
み
出
す
」

だ
け
な
の
で
す
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

高
校
時
代
は

高
校
時
代
に
お
い
て

も
、
難
し
い
こ
と
、
困
難

な
こ
と
を
避
け
な
い
と
い

う
姿
勢
は
大
事
で
す
。
例

え
ば
苦
手
科
目
を
作
ら
な

い
こ
と
。
そ
も
そ
も
苦
手

科
目
と
い
う
の
は
、
苦
手

意
識
が
高
じ
て
、
そ
れ
が

将
来
、
何
の
役
に
立
つ
の

か
と
い
う
思
い
に
至
っ
た

時
に
固
ま
っ
て
き
ま
す
。

苦
手
だ
か
ら
あ
ま
り
や
ら

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
う

ち
や
ら
な
く
て
い
い
理
由

を
考
え
始
め
る
の
で
す
。

①グローバル30
海外からの留学生受け入れと、国内学生の海外派

遣によって大学のグローバル化を目指す、国による国
際化拠点整備事業。2009年度に始まり、当初は30
校を選んで助成を計画していたためこの名称となった。
現在のところ、北海道大学を除く旧帝大と筑波大学の
国立7大学と、私立大学は慶應義塾大学、上智大学、
早稲田大学、同志社大学、立命館大学に明治大学
を加えた6校で、計13校が選ばれている。

採択されたプログラムの名称は、「明治大学グローバ
ルコモン・プログラム」。明治大学では、2020年まで
に海外からの留学生受け入れを4000人とし、海外へ
は本学学生1500人を派遣するとしている。また“日本
を学ぶなら明治”をキャッチフレーズに、日本の社会や
文化、そして技術等に関する豊富に蓄積された知識と
経験を100科目の「クールジャパン科目群」に落としこ
み、日本の魅力を世界へ向け発信している。そして知
のグローバルコモン（国境や国家の枠を超えて、地球
規模で人々が集う場）を確立し、そこで日本人学生が
多くの留学生と交流することで、コミュニケーション能力
を養い、世界的な視野を広げることを目的とする。

さらに、各キャンパスに国際交流ラウンジが置かれて
いて、日常的に留学生との交流が図れるよう配慮され
ている。

②イングリッシュトラック
国際日本学部には、イングリッシュトラックと呼ばれる、

英語による授業を受けるだけで卒業・修了できる『英
語コース』が用意されている。大学のグローバル化に
は、このようなカリキュラムの整備が欠かせない。現在
は、英語による授業は約400コマ用意されており、今
後はそれを倍増していく計画だ。現時点では、学部ご
との開設が難しいため、当面は各学部に置かれた英語
の科目を、横断的に履修して卒業できる国際教育プロ
グラムが準備されている。なお、2013年4月には、イ
ングリッシュトラックの一つとして、理工学研究科建築
学専攻国際プロフェッショナルコースの開設が予定され
ている。

③クールノーの競争（均衡）
産業組織論で扱う経済モデル。クールノー（アントワー

ヌ・オーギュスタン・クールノー、1801年〜 1877年）
はフランスの哲学者、数学者、経済学者。

同じものを生産する2社のうちの1社が、相手は生産
量を変えないと想定して自社の生産量を変えたとする。
するとそれを見た相手は生産量を変えることで優位に立
とうとする。すると先の1社は再び生産量を変えなけれ
ばならない。こうしたいたちごっこは、均衡に達するまで
繰り返され、それまでお互いに想定の誤ちを繰り返すと
される。

し
か
し
大
学
で
学
ぶ
こ

と
を
考
え
る
と
、
苦
手
科

目
は
極
力
作
ら
な
い
方
が

い
い
。
と
い
う
の
も
、
私

自
身
の
経
験
や
、
大
学
で

教
え
て
き
た
経
験
で
は
、

高
校
ま
で
の
勉
強
で
大
学

へ
入
っ
て
か
ら
役
に
立
た

な
い
も
の
な
ど
一
つ
も
な

い
か
ら
で
す
。
高
校
で
学

ぶ
こ
と
は
す
べ
て
大
学
で

学
ぶ
た
め
に
必
要
な
基
礎

と
な
る
。
で
す
か
ら
、
も

し
そ
の
中
に
苦
手
な
も
の

が
あ
る
と
、
大
学
へ
入
っ

て
か
ら
そ
れ
を
学
び
直
す

の
に
余
分
な
時
間
と
労
力

を
要
す
る
よ
う
な
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
の
で

す
。
確
か
に
、
基
礎
的
な

勉
強
と
い
う
の
は
、
ス

ポ
ー
ツ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

と
同
じ
で
面
白
く
な
い
も

の
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
こ
を
通

り
越
さ
な
い
限
り
、
大
学

で
学
ぶ
う
え
で
基
礎
と
な

る
力
を
し
っ
か
り
身
に
つ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
す
。

勉
強
の
仕
方
、
と
い
う

か
集
中
力
を
高
め
る
訓
練

も
大
事
で
す
。
高
校
の
先

生
か
ら
は
、
ク
ラ
ブ
活
動

を
し
て
い
る
生
徒
の
方
が

成
績
が
良
い
こ
と
が
あ
る

と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま

す
。
こ
れ
は
限
ら
れ
た
時

間
を
有
効
に
活
用
し
よ
う

と
、
集
中
し
て
勉
強
す
る

こ
と
が
い
か
に
大
切
か
を

表
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
部
活
に
時
間
を
か
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
受
験

準
備
と
い
う
観
点
か
ら
は

不
利
な
選
択
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
が
か

え
っ
て
集
中
力
を
発
揮
さ

せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

私
自
身
の
こ
と
を
振
り

返
る
と
、
こ
れ
ま
で
人
生

の
節
目
々
々
で
は
、
で
き

る
だ
け
困
難
と
思
え
る
選

択
肢
を
選
ん
で
き
ま
し

た
。
今
こ
う
し
て
、
皆
さ

　組んだ足の上に仰向けに手を置き、親指と
人差し指の先をあわせるのは、古くからみられる
阿弥陀如来の姿です。丸顔の中央に目鼻を集
め、力を抜いてゆったりと坐る姿は、平安時代後
期以降好まれました。一方、間隔や太さの変化
をつけた衣の襞や、厚みのある体つきは、鎌倉
時代の流行を反映しています。本像は木彫像で
はなく、熱して溶かした銅を鋳型に流し込んで造
られていますが、原型の制作には鎌倉時代の
やや保守的な造形感覚を備えた仏師が携わっ
たのでしょう。
　構造をみると、頭から体にかけて継ぎ目がな
く、一度の鋳造で成形されたことが分かります。

金 銅 阿 弥 陀 如 来 坐 像　 龍 谷 ミ ュ ー ジ ア ム 蔵

1躯　像高39.0㎝　鎌倉時代

両手首先は別に鋳造し、袖口にはめ込んでいま
す。肩から上腕部などに鋳型の合わせ目の痕が
残っており、外側の鋳型は前後合わせになって
いたようです。
　背面の腰下から臀部には、溶けた銅がまわり
きらなかったのでしょうか、木で補われた部分が
あります。また人間でいえば肩甲骨の間の位置
にホゾが鋳出されています。このホゾは光背を
取り付けるためと推測されますが、背面腰下が
当初は鋳造されていなかったことを考え合わせ
ると、あるいは鏡板に取り付けるためのもので、
本像は大型の懸仏（鏡などにほとけの姿をあら
わして掲げたもの）の一部だったという可能性も

否定できません。
　一般に金銅像の表面が金色を呈するのは
鍍金（金メッキ）によりますが、本像の場合、現
状の肉身部分には漆箔（漆で金箔を貼り付け
る）という木彫像に好まれた技法が使われてい
ます。腰下の木製補修部とあわせ、何度か修理
の手が加えられたことがうかがえます。
　本像をいつ誰が造り、どこに伝えられてきたの
かなどの記録は残されていません。しかし丁寧に
向き合えば、多くの情報を得ることができます。こ
れこそ図版や複製品ではなく、本物と向き合う楽
しみといえるかもしれません。

この像は、 9月30日まで龍谷ミュージアム平常展「仏教の思想と文化」にて公開します。
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東
ア
ジ
ア
の
パ
ワ
ー
シ
フ

ト
に
目
を
向
け
よ
う

　

日
本
経
済
に
つ
い
て
語
る
と

き
、
よ
く
失
わ
れ
た
20
年
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
経

済
だ
け
で
な
く
、
日
本
は
政
治
に

お
い
て
も
こ
の
20
年
間
、
せ
い
ぜ

い
日
米
関
係
ぐ
ら
い
し
か
考
え
て

こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
ほ

ど
内
向
き
で
す
が
、
そ
の
間
、
世

界
、
中
で
も
東
ア
ジ
ア
の
政
治
状

況
は
大
き
く
変
貌
し
、
日
本
に
最

も
身
近
な
太
平
洋
の
持
つ
意
味
も

様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

　

連
日
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
を
賑
わ
す

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
、
中
国
の
超
大

国
化
に
加
え
て
、
プ
ー
チ
ン
政
権
以

来
、
豊
か
に
な
っ
た
ロ
シ
ア
も
ま

た
、
主
な
関
心
を
太
平
洋
へ
寄
せ
て

い
ま
す
。
ソ
連
崩
壊
後
、
ロ
シ
ア
が

唯
一
輸
出
で
き
る
も
の
は
石
油
・
ガ

ス
な
ど
の
地
下
資
源
で
す
が
、
そ
の

か
ら
は
、
将
来
有
望
な
研
究
分
野
と

太
鼓
判
も
押
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し

か
し
世
の
中
と
い
う
の
は
皮
肉
な
も

の
で
、
私
が
43
歳
の
時
、
そ
の
ソ
連

は
崩
壊
し
、
私
は
一
時
期
、
研
究
対

象
を
失
い
か
け
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
一
つ
の
国
が
崩
壊
す
る

と
い
う
こ
と
は
政
治
学
者
に
は
重

要
な
機
会
で
、
そ
の
後
は
予
期
せ

ぬ
こ
と
が
次
々
と
起
こ
り
、
研
究

対
象
は
広
が
り
ま
し
た
。
た
と
え

ば
そ
れ
ま
で
は
、
50
年
も
前
の
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
読
む
こ
と
し

か
で
き
な
か
っ
た
問
題
で
も
、
当

事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
可
能

に
な
っ
た
り
、
開
放
さ
れ
た
史
料

館
で
か
な
り
の
文
書
を
閲
覧
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
た
の
で

す
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
隠
さ

れ
て
い
た
冷
戦
期
の
事
実
が
次
々

に
明
る
み
に
出
て
き
ま
し
た
。
東

西
冷
戦
時
代
、
東
側
が
何
を
考
え

て
い
た
の
か
。
あ
る
い
は
20
世
紀

最
大
の
政
治
家
と
も
い
え
る
ス

タ
ー
リ
ン
（
ヨ
シ
フ
・
ヴ
ィ
ッ
サ

リ
オ
ノ
ヴ
ィ
チ
・
ス
タ
ー
リ
ン
、

1
8
7
8
年
〜
1
9
5
3
年
）
に

つ
い
て
も
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
く
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で

す
。
新
生
ロ
シ
ア
は
、
《
予
期
せ

ざ
る
過
去
を
持
つ
国
》
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
極
め
て
魅
力
的
な
研

究
対
象
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で

す
。
日
本
や
朝
鮮
半
島
研
究
に
も

ロ
シ
ア
史
料
は
重
要
で
す
。

中
央
ア
ジ
ア
で
世
界
に

つ
い
て
考
え
る

　

国
際
政
治
学
科
は
、
今
か
ら
15
年

ほ
ど
前
の
あ
る
卒
業
生
の
一
言
が

き
っ
か
け
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
大

手
家
電
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
出
し
た

彼
女
が
「
大
学
で
も
し
ゃ
べ
れ
る

英
語
、
つ
ま
り
T
O
E
I
C
な
り

T
O
E
F
L
な
り
を
教
え
て
欲
し

か
っ
た
。
私
は
課
長
に
な
れ
そ
う
も

な
く
て
困
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て

く
れ
た
の
で
す
。
ロ
シ
ア
語
か
ら

入
っ
た
私
も
、
英
語
で
は
か
な
り

苦
労
し
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
気
持

ち
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で

2
0
0
5
年
、
英
語
に
も
強
く
な
れ

る
こ
と
を
目
的
に
、
そ
れ
ま
で
の
政

治
学
科
か
ら
国
際
政
治
学
科
を
分

離
、
開
設
し
ま
し
た
。

法政大学　法学部
国際政治学科　教授

下斗米　伸夫先生
P r o f i l e
1948年札幌市生まれ。71年東京大学法学部3類（政治コー
ス）卒業後、同大学大学院法学政治学研究科に入学。文部
省留学（モスクワ）を経て、78年同大学院修了。法学博士。
成蹊大学法学部教授を経て、88年より法政大学法学部教
授。『ゴルバチョフの時代』『ロシア世界』など著書多数。熊本
県立熊本高等学校出身。

新
し
い
太
平
洋
の
時
代
に

　

本
学
科
の
最
も
特
徴
的
な
取
組

が
、
1
年
の
夏
休
み
の
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ユ
ニ
バ
ー

シ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
で
の
1
か
月

間
の
短
期
研
修
（Hosei Oxford 

Programme

（
H
O
P
）
）
で

す
。
国
際
理
解
や
語
学
の
必
要
性

を
感
じ
る
に
は
、
と
に
か
く
海
外

へ
出
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
で

き
る
だ
け
早
い
時
期
に
限
る
と
い

う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
は
別
に
、
私
は
自
分
の

ゼ
ミ
で
も
有
志
を
募
っ
て
、
秋
に

研
修
旅
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今

年
は
モ
ス
ク
ワ
の
語
学
学
校
へ
の

短
期
留
学
。
こ
れ
に
は
ロ
シ
ア
語

を
学
ぶ
に
も
、
英
語
は
欠
か
せ
な

い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
意
図
も
あ
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
就
職
問
題
な
ど
で
、

す
で
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
も
の
を
身
近
に
感
じ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当
に

実
感
す
る
に
は
海
外
へ
出
る
こ
と

で
す
。
そ
の
際
、
英
語
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
こ
と
に
も
改
め
て
気

づ
く
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
私
の
ゼ
ミ
で
時
折
行

く
の
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
で
す
。
地
下
に
は
や
は

り
膨
大
な
量
の
石
油
や
天
然
ガ
ス

な
ど
が
眠
り
ま
す
。
そ
の
資
源
が

東
へ
流
れ
る
の
か
、
西
へ
流
れ
る

の
か
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
真
ん

中
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
中
心
に
立
っ

て
考
え
る
だ
け
で
も
、
世
界
と
日

本
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
自
身
に

つ
い
て
見
つ
め
直
す
大
き
な
き
っ

か
け
と
な
る
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
済
危
機
な
ど
で
か
つ
て
の
勢
い
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
、
中
国
や
東
ア
ジ
ア
諸
国
に

加
え
て
、豊
富
な
地
下
資
源
を
背
景
に
経
済
発
展
を
続
け
る
ロ
シ
ア
の
存
在
感
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
動
向
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
や
今
後
の
日
本
外
交
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
予
想
さ

れ
ま
す
。ロ
シ
ア
政
治
が
ご
専
門
で
「
新
し
い
太
平
洋
の
時
代
の
幕
開
け
」
を
予
見
さ
れ
る
法
政
大
学

法
学
部
国
際
政
治
学
科
教
授
の
下
斗
米
伸
夫
先
生
に
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
構
造
の
変
化
（
パ
ワ
ー
シ

フ
ト
）や
、最
新
の
ロ
シ
ア
研
究
、ま
た
国
際
政
治
学
科
の
学
び
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

国
々
、
中
国
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
の

せ
め
ぎ
合
う
波
立
つ
海
域
へ
と
変

貌
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。

　

政
治
の
変
化
か
ら
も
目
が
離
せ
ま

せ
ん
。
南
沙
諸
島
を
巡
っ
て
中
国

と
の
関
係
が
緊
張
し
て
い
る
ベ
ト

ナ
ム
、
ま
た
新
し
い
指
導
体
制
と

な
っ
た
北
朝
鮮
に
対
し
て
、
ロ
シ
ア

は
い
ま
、
積
極
外
交
を
展
開
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
半
世
紀
前
、

1
9
6
0
年
〜
70
年
代
の
記
憶
さ
え

甦
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
回
は
、
こ

こ
に
ア
メ
リ
カ
の
思
惑
が
絡
ん
で
い

る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

東
ア
ジ
ア
は
、
1
9
7
1
年
の

ニ
ク
ソ
ン
訪
中
で
、
冷
戦
の
中
で

い
ち
早
く
多
極
化
し
、
そ
れ
が
政

治
・
経
済
に
与
え
た
影
響
は
計
り

知
れ
ま
せ
ん
。
今
ま
た
そ
れ
が
新

た
な
段
階
に
な
り
、
東
ア
ジ
ア
全

体
の
秩
序
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変

貌
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

中
で
日
本
は
、
日
ロ
関
係
も
含
め

て
ど
の
よ
う
な
外
交
政
策
を
展
開

す
る
の
か
。
単
な
る
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
い
う
抽
象
的
な
議
論
で
は
済

ま
さ
れ
な
い
厳
し
い
現
実
に
、
私

た
ち
は
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
と
ロ
シ
ア
、
43
歳
で

研
究
対
象
が
な
く
な
る

　

と
こ
ろ
で
私
た
ち
の
学
生
時
代

は
、
政
治
の
季
節
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
、
学
生
を
は
じ
め
、
若
者
の
多
く

が
政
治
に
敏
感
で
し
た
。
東
西
冷

戦
構
造
の
極
ま
っ
た
世
界
に
は
緊
迫

感
が
高
ま
り
、
中
国
と
ソ
連
は
反
対

陣
営
で
あ
る
東
側
の
巨
大
な
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
若
者
の
関
心
を
引
い
て

い
ま
し
た
。
な
か
で
も
中
国
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
指
導
者
で
あ
っ
た
毛

沢
東
に
傾
倒
す
る
若
者
も
多
く
、
研

究
を
志
す
学
生
も
た
く
さ
ん
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
で
私
は
、
北
海
道
で

育
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
共
産
主
義
の

本
家
本
元
で
あ
る
ソ
連
を
研
究
対
象

に
選
び
ま
し
た
。
指
導
さ
れ
た
先
生

売
り
先
と
し
て
は
経
済
危
機
な
ど
で

将
来
的
な
需
要
が
不
安
視
さ
れ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
、
勃
興
す
る
東

ア
ジ
ア
の
方
が
有
望
だ
か
ら
で
す
。

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
再
編
成
、
ウ
ラ
ジ

オ
ス
ト
ッ
ク
へ
の
政
治
的
、
経
済
的

な
中
核
機
能
の
集
約
な
ど
、
ロ
シ
ア

の
東
ア
ジ
ア
シ
フ
ト
は
急
速
に
進
ん

で
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
を
捉
え
て
、
研

究
者
の
中
か
ら
は
、
世
界
は
ア
ヘ

ン
戦
争
以
前
、
1
8
0
年
前
の
ア

ジ
ア
優
位
の
世
界
に
戻
っ
た
と
い

う
人
さ
え
出
て
き
ま
し
た
。
北
極

海
航
路
へ
の
期
待
も
そ
の
動
き
に

一
層
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
。
ま

た
温
暖
化
に
よ
っ
て
ツ
ン
ド
ラ
が

後
退
す
れ
ば
、
そ
こ
に
広
大
な
農

地
が
出
現
す
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
か
つ
て
は
日
米
の
海
と
も
い

え
た
太
平
洋
も
、
今
や
ベ
ト
ナ
ム

を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の

法
政
大
学
　
法
学
部
国
際
政
治
学
科

世界の政治、経済の転換期
に大学生になることは、と

てもチャレンジングな機会に恵まれ
るということです。それに備えて、
今から学校の勉強以外のことにも
貪欲に興味を持ってほしいと思い
ます。テーマは問いません。今は
マイナーなテーマ、国や地域でい
えば貧しい所でも、将来大いに発
展し、表舞台に登場するかもしれ
ないからです。東アジア、環日本
海地域などもこれから大化けするか
もしれません。今のうちに頭だけで
なく、足腰をも鍛えたいものです。

宗教から近世ロシア史を見る
　最近私が最も関心を持っているのが、従来のロシ
ア史を宗教、キリスト教の視点から捉え直すことです。
なかでもその大きな転換点となったロシア革命とそこ
へ至った経緯です。ご存知のようにロシア革命以前
のロシアは、ローマ帝国から派生した東方のロシア正
教会を国教とする宗教国家でした。しかしそこには、数
百年に亘って帝国に反対する勢力がありました。古
儀式派と呼ばれる潮流ですが、抗争の発端は17世
紀の宗教改革で、十字を切る指の数を2本から三位
一体を意味する3本にするなどの礼拝に関することで
した。その背景にはオスマン・トルコに占領された聖地
奪還のため、カトリックと和解し、その影響のあるウクラ
イナとともにロシア帝国を作るといった、政治的な変
動を伴ったからです。
　ウクライナは、その語源についてポーランドの僻地、
隅っこという説があるぐらい、東スラブでありながらロー
マ・カトリックを信奉するポーランドの影響を強く受け、
ロシア正教会とローマ・カトリックの中間のような宗派、
つまり正教会でありながらローマ・カトリックを受け入れ
るユニエイト（東方典礼カトリック教会）が勢力を持っ
ていました。詳細は別の機会に譲りますが、このような
帝国と一体化したロシア正教に対して、実は根深く古
儀式派的な抵抗の考えが20世紀まで生き延び、レー
ニンによるロシア革命への底流をなしているのではな
いか、というのが私の今の仮説です。17世紀以来、
この古儀式派と呼ばれる異端派はモスクワを第3の
ローマとして抵抗運動を続けていましたが、20世紀
に入り日露戦争の敗北によって帝政が揺らぐのを機
に勢いを増します。そして自身は無神論のレーニンが、
自身の信仰、出自は別にして、革命運動の推進に古
儀式派のネットワークを活用したことはようやくよく知ら
れるところとなりました。そもそも、会議体という意味の
ソヴィエトは、教会を持たなかったこの異端派が、工場
や農村で当初は宗教の目的で集まってできたものが、
日露戦争後に政治化したと考えられるのです。
　しかも興味深いことに、この宗派周辺には資本主
義的な考え方が広がりつつありました。ちょうど、マック
ス・ヴェーバー（Max Weber、1864年〜1920年）
が、資本主義形成にはプロテスタンティズムが原動
力となったと言ったのと同じ様な図式です。「土地は神
のもの」という考えからレーニンの、「一人は万人のも
の、万人は一人のもの」という発想が生まれてきたの
ではないか。この宗派の強い地域では、財産は公共
のもの、土地は神のものとされていたのです。ロシアの
土地は広すぎるだけでなく、生産性も低すぎて、所有
に適さなかったのです。
　革命が終息に向かうにつれ、この資本主義の芽生
えは社会主義の中に閉じ込められていくわけですが、
この一連の流れは、ロシア革命を共産主義を具現す
るための理想の革命、あるいは資本主義から社会主
義への歴史的必然とするこれまでの歴史観を、大きく
覆すものともなりかねないのです。
　これまで私たちは、ロシアをキリスト教文明の中で
捉えたことはあまりありませんでした。しかしこのような
角度からロシアの変動、革命、ソ連崩壊について考え
る際にも、この宗教的な視点は極めて示唆的です。
プーチン大統領の祖父がレーニン家の料理番であ
り、エリツィンの祖父もまたこの流れの異端派の信者
であったということを合わせて考えるとき、このことは一
層確かなものと感じられてくるのです。

目
指
せ
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

前
号
に
引
き
続
き
、目
指
せ
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
特
集
し
ま
す
。

そ
の
2

進路の
ヒント

ロ
シ
ア
研
究
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
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歴
史
を
学
ん
で
、世
界
を
知
ろ
う

都
市
研
究
か
ら
日
清
戦
争
研
究
、
生
活
史
研
究
ま
で

迷
い
ま
し
た
。
人
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能

な
文
学
と
比
べ
る
と
、
歴
史

学
で
は
多
く
の
史
・
資
料
を

扱
い
ま
す
か
ら
、
史
・
資
料

を
ど
う
読
み
解
く
か
の
違

い
は
あ
っ
て
も
、
正
反
対
の

解
釈
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん

し
、
ど
こ
か
に
落
着
点
が
あ

り
ま
す
。
結
局
、
私
は
過
去

の
事
象
を
史
・
資
料
で
確
か

め
ら
れ
る
と
い
う
お
も
し

ろ
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
歴
史

学
を
専
攻
し
た
の
で
す
。

　

歴
史
を
学
び
た
い
と

思
っ
て
い
る
人
に
は
、
好

奇
心
を
大
切
に
し
て
ほ
し

い
。
何
を
お
も
し
ろ
い
と
思

う
か
、
そ
し
て
お
も
し
ろ
い

と
思
う
も
の
の
中
で
何
が

大
切
か
を
突
き
詰
め
て
考

え
て
い
く
と
、
い
ま
生
き
て

い
る
社
会
の
問
題
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
色
々

な
情
報
に
じ
か
に
触
れ
て
、

世
界
が
ど
こ
を
向
い
て
い

る
の
か
を
自
分
の
目
で
確

か
め
る
た
め
に
も
、
世
界
の

色
々
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
昔
よ
り
も
、
い

に
維
持
し
よ
う
と
い
う
条
文

も
あ
っ
て
、
欧
米
で
は
国
が

戦
没
者
慰
霊
に
手
を
尽
く
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
も
含
め

て
、
欧
米
の
慰
霊
祭
は
11
月

で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
で

ド
イ
ツ
が
負
け
た
5
月
で

も
、
日
本
が
負
け
た
8
月
で

も
な
く
、
第
一
次
大
戦
の
休

戦
の
月
で
す
。
9
・
11
や

3
・
11
を
経
て
、
世
界
は
変

わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
前
で
い
え
ば
、
や
は
り

第
一
次
世
界
大
戦
が
世
界
で

は
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
2
千
万
ほ
ど
の
人
口
の

国
で
、
１
０
０
万
人
単
位
で

青
年
が
死
ん
で
い
る
の
で
す

か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
当
時
の
日
本
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
は
悲
惨
だ

と
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

1
9
3
0
年
代
以
後
、
日

本
の
進
路
を
誤
ら
せ
た
一
因

だ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま

い
る
全
国
の
陸
軍
海
軍
墓
地

を
歩
く
と
、
二
等
兵
に
な
る

前
の
、
生
兵
と
い
う
入
隊
後

3
ヶ
月
の
訓
練
中
に
亡
く

な
っ
た
方
の
墓
標
に
い
く
つ

も
出
会
い
ま
す
。
農
村
出
身

の
青
年
な
ど
は
、
分
刻
み
の

時
間
の
中
で
生
活
す
る
こ
と

自
体
が
苦
痛
だ
っ
た
と
い
う

話
も
あ
り
ま
す
が
、
健
康
な

二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
青
年
が

た
っ
た
3
ヶ
月
の
間
に
何
人

も
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に

大
変
驚
き
ま
し
た
。

世
界
は
ど
こ
を

向
い
て
い
る
の
か

　

外
国
に
目
を
向
け
る
と
、

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
は
世
界

に
千
数
百
の
戦
没
軍
人
の
墓

地
を
持
っ
て
い
ま
す
。
横
浜

に
も
あ
り
ま
す
。
土
地
は
日

本
が
提
供
し
て
い
て
、
ロ
ン

ド
ン
に
あ
る
半
官
半
民
の
委

員
会
が
、
各
国
と
の
交
渉
や

資
金
集
め
を
行
っ
て
い
ま

す
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

ベ
ル
サ
イ
ユ
講
話
は
、
互
い

の
国
に
作
っ
た
墓
地
は
互
い

日本近代史がご専門で、政治史から都市史、生活史、軍隊の社会史まで幅広
い切り口から近代日本をご研究されている原田敬一先生。近代史は、日本史の
中でも特に外国との関わりの深い時代です。先生のお話からは、グローバルな
時代を生きるためには、歴史や自国について学ぶことが欠かせないことを感じま
す。世界を視野に入れたお話をうかがいました。

せ
ん
。

　

ベ
ル
サ
イ
ユ
講
話
条
約
の

第
一
章
は
国
際
連
盟
の
規
約

で
す
。
ま
た
、
最
終
章
は
国

際
労
働
機
構
（
I
L
O
）
の

規
約
で
、
前
文
に
は
、
国
際

関
係
を
揺
る
が
す
よ
う
な
各

国
間
の
格
差
を
是
正
し
、
各

国
が
民
主
的
で
あ
る
た
め

に
、
幼
年
労
働
の
廃
止
や
労

働
時
間
の
規
正
の
必
要
性
が

説
か
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、

ベ
ル
サ
イ
ユ
講
話
条
約
は
、

戦
争
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い

た
め
の
、
戦
後
平
和
を
作
っ

て
い
く
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
宣
言
な
の
で
す
。
し
か

し
、
日
本
で
は
未
だ
に
こ
う

し
た
受
け
と
め
か
た
が
一
般

的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界

が
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る
の

か
を
、
日
本
人
は
本
当
の
意

味
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
校
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

　

私
は
大
学
生
の
時
に
、
専

攻
を
歴
史
学
か
文
学
か
で

ま
は
金
銭
面
で
も
精
神
面

で
も
海
外
に
行
き
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
は
大

き
な
ハ
ー
ド
ル
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
自
身
も
そ
う
で

す
が
、
自
分
の
足
で
歩
い
て

い
る
と
、
興
味
の
ア
ン
テ
ナ

に
引
っ
か
か
る
も
の
も
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
く
も
の

で
す
。

　

た
く
さ
ん
の
人
に
外
国

史
を
勉
強
し
て
ほ
し
い
と

も
思
っ
て
い
ま
す
。
本
学
は

3
年
前
に
歴
史
学
部
を
創

設
し
て
、
関
西
の
仏
教
系
の

大
学
と
し
て
は
珍
し
く
、
西

洋
史
コ
ー
ス
も
設
置
し
ま

し
た
。
一
学
年
1
3
0
人

の
う
ち
、
30
人
ほ
ど
が
西
洋

史
コ
ー
ス
に
進
ん
で
い
ま

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば

れ
る
今
日
、
何
を
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
呼
ぶ
の
か
と
い
う

問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
外
国
の
こ
と
を
、
歴
史
を

含
め
て
し
っ
か
り
と
知
る

人
が
増
え
る
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
の
日
本
に
は
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

都
市
研
究
か
ら

軍
隊
を
切
り
口
に
し
た

近
代
史
研
究
に

　

も
と
も
と
は
近
代
の
政
治

史
研
究
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
市
政
改
革
運
動
の
き
っ

か
け
を
探
る
中
で
、
80
年
代

に
近
代
都
市
・
大
阪
の
研
究

を
始
め
ま
し
た
。
い
ま
は
随

分
増
え
ま
し
た
が
、
当
時
は

近
代
の
都
市
研
究
を
し
て
い

る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

そ
の
う
ち
に
ス
ラ
ム
の
問
題

に
ぶ
つ
か
り
、
ス
ラ
ム
か
ら

た
く
さ
ん
の
人
が
軍
用
人
夫

と
し
て
日
清
戦
争
へ
行
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
戦
争
で
は
、
兵
と
と
も

に
、
武
器
や
食
料
、
衣
服
な

ど
大
量
の
も
の
が
移
動
し
ま

す
。
こ
れ
を
運
ぶ
た
め
に
馬

を
使
う
と
、
人
の
食
料
以
外

に
馬
料
が
必
要
に
な
り
ま
す

か
ら
、
日
清
戦
争
で
は
軍
用

人
夫
を
大
量
に
雇
っ
て
、
彼

ら
に
も
の
を
運
ば
せ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
数
15
万
人
。
ち

な
み
に
日
露
戦
争
以
降
は

輜し
ち
ょ
う重

兵
を
筆
頭
に
小
銃
を

持
た
な
い
輜
重
輸
卒
（
も
の

を
運
ぶ
人
）
が
兵
站
を
主
に

担
当
し
ま
し
た
。
よ
く
日
露

戦
争
の
１
０
０
万
人
と
比
べ

て
、
日
清
戦
争
は
15
万
の
兵

だ
か
ら
規
模
が
小
さ
い
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
軍
夫
を
あ
わ

せ
る
と
実
際
に
は
30
万
の
人

が
日
清
戦
争
に
行
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

近
代
史
を
軍
隊
と
い
う
切
り

口
か
ら
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
軍
用
墓
地
か
ら

見
え
て
く
る
こ
と
も
多
数
あ

り
ま
す
。
現
在
で
も
残
っ
て

佛教大学　歴史学部

民衆の生活道具からも、
いろいろな歴史が見えてくる
　都市を研究していると、民衆の生活もお
のずと見えてきて、研究対象も広がります。
写真は、明治から昭和初期のひな壇の飾り
です。西日本では下段にこうした台所用具な
どを飾って、子どもたちはままごと遊びをして
いたようです。
　この飾りからも、さまざまな歴史が読み取
れます。上の写真にはない水道の蛇口が、
下の台所セットにはついているのがわかるで
しょうか。1887（明治20）年、上下水道が
最初にひかれたのは横浜で、これは居留地
の欧米人の要望によるものでした。居留地
や軍港、他の大都市に比べて、京都に水
道がひかれたのは遅く、六大都市で最後の
1912（明治45）年です。水道の引き込み栓
は受益者負担でしたから、長屋の場合は家
主が嫌がります。京都は長屋が多く家主の
力も強かった
ため、市会で
もなかなか議
決できなかっ
たようです。

いま見ている世界に
バイアスはかかっていないか
　いまみなさんの多くが接しているのは、アメ
リカを窓口にした世界の情報です。歴史を
顧みると、幕末から明治初期は、イギリスを
窓口とした情報が入ってきていました。当時、
シベリア鉄道が完成すれば、ロシアの軍隊
がアジアに流れ込んで、アジアはロシアのも
のになっていくという論調が主でした。ところ
が、ソ連崩壊後に開示された史料を見ると、
当時のロシアにはそこまでの力はなかったこ
とがわかります。シベリア鉄道がアジアの問
題だと吹き込んだのは、陸路でヨーロッパと
アジアがつながることに危機感をおぼえてい
たイギリスだったのです。そんな中でも伊藤
博文は、シベリア鉄道開通で日本海を発展
させられる、商業のチャンスだと講演していま
す。みなさんには、世界を、歴史を、多面的に
見る目を育ててほしいと思います。

佛教大学　
歴史学部　教授

原田　敬一 先生
P r o f i l e
1948年岡山県生まれ。大阪府
豊中市育ち。大阪大学大学院
文学研究科博士後期課程修
了。博士（文学）。著書に『日本
近代都市史研究』『国民軍の神
話―兵士になるということ―』『日
清・日露戦争』『帝国議会誕生』
など。大阪府立豊中高等学校
出身。

目
指
せ
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

進路の
ヒント
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危機に対応するために

P r o f i l e

1977年東京大学経済学部
卒業。81年11月ロチェスター
大学経済学部博士課程修了。
コーネル大学経済学部インスト
ラクター、同大学経済学部助教
授、ラトガース大学助教授、横浜
国立大学教授、慶應義塾大学
経済学部教授、京都大学経済
研究所教授を経て、2010年４
月から2012年3月まで同研究
所所長。東京都立西高等学校
出身。

京都大学　
経済研究所　教授
矢野　誠 先生

危
機
は
繰
り
返
す
―
―

市
場
の
質
と

危
機
の
歴
史
的
検
証

私
た
ち
は
誰
も
が
希
望

に
溢
れ
、
自
由
で
変
革
の
行

わ
れ
る
社
会
の
実
現
を
願
っ

て
い
ま
す
。
希
望
と
は
、
自

ら
の
手
で
自
ら
の
生
活
す
る

社
会
の
将
来
を
構
築
で
き
る

と
い
う
強
い
思
い
で
あ
る
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
が
、
人

は
経
済
活
動
と
は
無
縁
で
い

ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
た

め
に
は
市
場
の
質
を
高
め
る

こ
と
が
極
め
て
大
切
で
す
。

具
体
的
に
は
、
公
正
な
価
格

が
守
ら
れ
、
公
平
な
競
争
が

行
わ
れ
、
自
分
の
仕
事
が
正

当
に
評
価
さ
れ
、
誰
か
が
得

を
す
る
分
、
他
の
人
が
損
を

す
る
よ
う
な
こ
と
の
な
い
利

他
性
の
強
い
市
場
の
実
現
で

す
。「
公
正
な
」
と
い
う
言

葉
は
、「
だ
れ
も
が
納
得
で

き
る
」
と
言
い
換
え
て
も
よ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

市
場
の
質
は
、
国
の
制

度
や
組
織
、
法
律
、
社
会
の

歴
史
・
文
化
、
人
々
の
習
慣

や
人
生
観
、
そ
し
て
教
育
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
部
の
要

因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
ま

す
か
ら
、
定
量
化
し
て
評
価

す
る
に
は
複
雑
系
の
数
学
を

用
い
ま
す
。
右
下
の
図
は
、

そ
う
し
て
算
出
し
た
市
場
の

質
と
人
間
の
生
産
力
の
向
上

と
の
関
係
を
歴
史
的
に
検
証

ザ
ー
）
と
い
う
分
け
方
を
す

れ
ば
、
技
術
ユ
ー
ザ
ー
の
力

で
す
。

そ
も
そ
も
、
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
は
想
定
外
を
想
定
す

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
に
効
く
薬
で
も
、
副
作

用
だ
け
で
な
く
、
使
い
方
を

誤
れ
ば
毒
に
も
な
る
よ
う

に
、
想
定
外
を
想
定
し
て
い

て
は
、
も
の
は
作
れ
な
い
か

ら
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
一

番
の
目
的
は
良
い
モ
ノ
づ
く

り
に
あ
り
、
基
本
的
に
想
定

外
の
こ
と
を
視
野
に
い
れ
る

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
こ
の
社
会
に
は
、
も

う
一
方
で
、
想
定
外
の
問
題

を
整
理
し
、
以
後
の
青
写
真

を
描
き
、
対
策
を
立
て
ら
れ

る
人
間
が
不
可
欠
で
す
。
技

術
者
の
生
ん
だ
技
術
の
使
い

方
を
考
え
、
異
な
る
専
門

分
野
で
生
ま
れ
る
技
術
の
間

に
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
見

つ
け
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け

る
、
そ
れ
が
ま
さ
に
文
系
の

仕
事
な
の
で
す
。

経
済
学
を
学
ぶ
意
味

文
系
の
人
間
に
と
っ
て
求

め
ら
れ
る
の
は
、
社
会
科
学

的
素
養
で
、
そ
の
ベ
ー
ス
と

な
る
の
が
法
学
的
素
養
と
経

済
学
的
素
養
で
す
。
前
者

は
不
確
か
な
事
象
を
想
定

す
る
想
像
力
に
、
後
者
は
想

定
し
た
事
象
に
対
し
適
切

な
対
策
を
事
前
に
設
定
す

る
力
、
判
断
力
に
直
結
し
ま

す
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
い
わ

ゆ
る
文
系
、
中
で
も
社
会
科

学
系
の
大
学
・
学
部
で
は
こ

れ
ま
で
、
人
付
き
合
い
の
仕

方
や
知
識
の
習
得
を
重
ん
じ

る
あ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
素
養

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に

そ
れ
ほ
ど
真
剣
に
取
り
組
ん

で
こ
な
か
っ
た
。
特
に
戦
後

は
理
系
偏
重
で
、
文
系
の
教

育
が
手
薄
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
が
失
わ
れ
た
20

年
と
言
わ
れ
る
長
い
停
滞
を

生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の

原
発
事
故
に
は
、
も
ち
ろ
ん

技
術
的
な
要
因
も
あ
り
ま
す

が
、
私
は
そ
れ
以
上
に
、
危

機
に
対
応
で
き
る
力
、「
原

子
力
」
と
い
う
当
時
最
新
の

技
術
を
上
手
に
使
う
力
が
欠

け
て
い
た
こ
と
の
方
が
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
大
学

で
は
、
法
学
や
経
済
学
を
通

じ
て
、
想
像
力
や
判
断
力
を

磨
き
、
最
適
な
意
思
決
定

を
学
ぶ
こ
と
が
明
確
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
学

は
、
法
解
釈
中
心
の
日
本
と

違
い
、
立
法
論
が
中
心
で
、

必
ず
起
こ
る
想
定
外
の
事
象

に
対
し
て
、
ど
う
い
う
ル
ー

ル
を
適
用
す
べ
き
か
も
含
め

て
学
び
ま
す
。
同
時
に
、

法
学
的
素
養
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
も

根
強
く
、
1
9
0
0
年
初

頭
、
最
高
裁
判
事
で
、
の
ち

に
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
大
学
と
し

て
名
前
が
残
っ
て
い
る
ル
イ

ス
・
デ
ン
ビ
ッ
ツ
・
ブ
ラ
ン

ダ
イ
ス
（Louis Dem

bitz 
Brandeis

）
は
、《
経
済
学

を
勉
強
し
て
い
な
い
法
律
家

は
公
共
の
敵
と
な
る
傾
向
が

強
い
》
と
さ
え
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
判
断
力
を
培
う

の
に
経
済
学
が
欠
か
せ
な
い

直
後
に
で
き
た
も
の
で
、
そ

の
ル
ー
ル
で
は
派
生
証
券
市

場
を
適
切
に
機
能
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も

現
物
と
違
っ
て
無
限
に
供
給

で
き
る
た
め
、
需
要
が
過
熱

し
て
も
価
格
が
極
限
に
ま
で

上
が
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の

過
熱
ぶ
り
に
当
初
は
誰
も
気

付
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
日

本
の
バ
ブ
ル
が
、
土
地
と
い

う
限
ら
れ
た
も
の
を
対
象
と

し
て
い
た
た
め
、
価
格
の
上

昇
が
極
端
で
、
そ
れ
が
需
要

の
過
熱
の
サ
イ
ン
に
な
っ
た

の
と
は
対
照
的
で
す
。
サ
ブ

こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、
日

本
の
大
学
教
育
に
つ
い
て
も

き
わ
め
て
示
唆
的
で
す
。
も

ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
学
部
教

育
は
、
日
本
と
違
い
専
門
と

い
っ
て
も
専
門
教
養
が
中
心

で
、
専
門
科
目
数
は
少
な

く
、
具
体
的
な
方
法
論
に
つ

い
て
は
主
に
大
学
院
で
学
び

ま
す
。
し
か
し
、
経
済
学
的

思
考
、
法
学
的
思
考
を
し
っ

か
り
と
身
に
つ
け
る
と
い
う

意
味
で
は
、
日
本
の
大
学
よ

り
も
は
る
か
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

新
し
い
技
術
の
使
い
方
を

考
え
、
希
望
あ
る
社
会
を

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
演
じ
た

時
代
か
ら
、
技
術
革
新
、

産
業
革
命
は
、
人
々
か
ら
雇

用
を
奪
う
と
い
う
根
強
い
考

え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
に
は
全
く
根
拠
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
技
術
は

使
う
た
め
に
あ
る
の
で
す
か

ら
、
新
し
い
技
術
に
は
そ
れ

な
り
の
使
い
方
が
あ
る
は
ず

で
す
。
問
題
は
そ
れ
を
見
つ

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
技

術
革
新
と
と
も
に
昔
の
タ
イ

プ
の
仕
事
は
な
く
な
っ
て
い

く
か
、
新
興
国
、
発
展
途
上

国
へ
流
出
し
て
い
く
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
新
し
い

技
術
の
使
い
方
を
見
つ
け
れ

ば
、
当
然
、
新
し
い
タ
イ
プ

の
仕
事
は
生
ま
れ
て
く
る
の

で
す
。
新
し
い
使
い
方
の
な

い
新
し
い
技
術
な
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め

に
こ
そ
想
像
力
、
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
が
求
め
ら
れ

る
。
極
論
す
れ
ば
、
そ
れ
が

文
系
の
唯
一
の
仕
事
な
の
で

す
。こ

れ
か
ら
の
社
会
で
は
特

に
、
想
像
力
を
駆
使
し
て
新

し
い
技
術
の
使
い
方
を
見
つ

け
ら
れ
る
人
と
、
見
つ
け
ら

れ
な
い
人
と
で
は
差
が
つ
き

や
す
い
で
す
し
、
大
き
な
仕

事
が
で
き
る
か
否
か
に
も
、

そ
の
こ
と
が
か
か
っ
て
き
ま

す
。
国
の
内
外
と
も
に
、
経

済
面
の
み
な
ら
ず
政
治
的
な

面
で
も
不
透
明
さ
が
増
す

中
、
ま
さ
に
今
こ
そ
文
系
の

人
々
が
力
を
発
揮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
こ

こ
30
年
で
再
び
勢
い
を
増

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
単

に
I
T
に
た
け
た
技
術
者

が
数
多
く
生
ま
れ
た
か
ら
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
技
術

を
使
っ
て
事
業
化
す
る
文
系

の
人
材
も
豊
富
で
、
そ
れ
ら

が
両
輪
と
な
っ
て
新
た
な
事

業
を
創
出
し
て
き
た
か
ら
で

す
。
総
じ
て
日
本
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
比
べ
て
も
ユ
ー

ザ
ー
と
し
て
の
仕
事
を
見
つ

け
る
の
が
下
手
で
す
か
ら
、

大
学
で
も
も
っ
と
そ
う
い
う

力
を
開
発
す
る
こ
と
に
真

剣
に
な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
、

大
学
生
自
身
も
そ
の
こ
と
を

求
め
る
、
ユ
ー
ザ
ー
と
し
て

洗
練
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ユ
ー
ザ
ー
の
求
め
ほ
ど

供
給
側
を
洗
練
さ
せ
る
も
の

は
な
い
こ
と
は
、
市
場
の
教

え
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

市
場
の
質
は
そ
れ
を
構

成
す
る
個
人
の
質
と
一
致
し

ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
場
の

質
を
高
め
る
か
否
か
は
個

人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
点
で
日
米
を
比
べ

る
と
、
日
本
で
は
個
人
の
意

思
決
定
が
弱
い
の
が
と
て
も

気
が
か
り
で
す
。
市
場
と
は

と
て
も
す
ば
ら
し
い
も
の
で

す
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、

社
会
に
お
け
る
唯
一
公
平
な

ル
ー
ル
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
市
場
の
質
が
よ
く

な
る
か
悪
く
な
る
か
は
、
み

な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
強
く
心
に
刻
ん
で
お

い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

高 校 生 へ の メッセ ー ジ

私は長年アメリカの大学で教えてきまし
た。そこで教員として強く意識してい

たのは「どうしたら目の前の学生の頭をよくで
きるか」ということでした。しかもアメリカの大
学は、たとえアイビーリーグの大学でも、学
生の入学時の学力はかなり分散しています。
そのため、力のある学生に飽きられることな
く、力の足りない学生を引き上げるにはどうし
たらよいか工夫するのも、教員の腕の見せ所
なのです。この点日本では、少し事情が違う
ようですから、学生自身が「教育」のユーザー
として洗練されていく必要があります。

アメリカ時代の経験を通じて、私は「答の
あるものを勉強するのは梅、答のないものを
勉強するのが竹、自分で問題を作るのが松」
と考えるようになりました。大学を出て社会へ
出れば、待っているのは答のないことばかり
です。答のないこと、つまり、想定外のこと
に対してどう対応できるかが人間にとって極め
て大事な能力ですから、大学ではぜひ「松」
と「竹」を学んで下さい。

多様性を学ぶのも大学です。高校時代、
あるいは大学に入ってから海外へ出るのもい
いと思いますが、その最も大きな意義は、多
様性が学べることです。

多様性について一言付言しておくと、市
場の質を高めるという意味でも多様性は欠か
せません。それが競争の受け皿となって、効
率性の高い特化や分業を可能にし、自然淘
汰を防ぐからです。多様性は認めるものでは
なく、意図的に作り出していくものだとさえ、
私は思っています。ビジネスの世界では、ロ
ングテールセオリーと言われるように、情報
収集にコストがかからなくなった今、特殊なも
のまで売れるようになりました。もはやニッチと
いう言葉さえ不用なほど多様化が進んでいま
す。グローバル人材とは、そういう世界でさら
なる多様性を想像できる人であり、新しい技
術について、新しい使い方を考えられる人だ
と思います。

し
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は

３
つ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
の

場
合
も
急
激
な
技
術
革
新
の

後
に
市
場
の
質
が
低
下
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

原
因
は
技
術
革
新
が
既
存
の

市
場
の
イ
ン
フ
ラ
を
陳
腐
化

さ
せ
、
し
か
も
新
し
く
生
ま

れ
た
新
し
い
技
術
の
使
い
方

が
ま
だ
見
出
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
に
よ
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

18
世
紀
中
ご
ろ
の
第
一

次
産
業
革
命
の
後
、
マ
ル
ク

ス
の
指
摘
し
た
《
産
業
労

働
者
の
搾
取
》
は
、
そ
れ
以

前
の
労
働
契
約
が
そ
の
ま
ま

使
わ
れ
て
い
た
結
果
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
イ
ギ

リ
ス
で
労
働
者
の
た
め
の
法

律
、
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
ア
ク
ト

（
工
場
法
）
が
整
備
さ
れ
始

め
た
の
は
19
世
紀
初
頭
か
ら

で
、
こ
の
間
半
世
紀
以
上
の

タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
第
二
次
産
業
革
命
後

の
《
産
業
独
占
に
よ
る
弊

害
》
や
大
恐
慌
に
結
び
付
い

た
1
9
2
0
年
代
の
ア
メ

リ
カ
の
証
券
バ
ブ
ル
は
、
技

術
革
新
に
よ
っ
て
生
産
性
が

高
ま
り
、
そ
れ
を
背
景
に
生

ま
れ
た
独
占
企
業
や
巨
大

金
融
機
関
に
よ
っ
て
、
公
正

な
取
引
が
損
な
わ
れ
た
か
ら

で
す
。
そ
し
て
今
回
、
ア
メ

リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー

ン
に
端
を
発
し
た
世
界
金
融

危
機
は
、
急
激
に
巨
大
化

し
た
派
生
証
券
市
場
で
の
取

引
が
、
I
T
革
命
に
よ
っ

て
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
ま
し
た
。
現
代
の
証
券

取
引
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
は

1
9
3
0
年
の
金
融
恐
慌

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
で
、

多
く
の
人
が
そ
の
過
熱
ぶ
り

に
気
付
い
た
時
に
は
、
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
に
か
け
ら

れ
た
貸
し
倒
れ
保
険
の
額
は

世
界
の
G
D
P
と
同
じ
55

兆
ド
ル
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
想

定
外
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で

す
。

危
機
に
対
応
す
る
の
が

文
系
の
仕
事

想
定
外
と
い
う
こ
と
で

は
、
昨
年
、
日
本
は
原
発
事

故
と
そ
れ
に
伴
う
電
力
不
足

問
題
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ

の
対
応
に
つ
い
て
、
国
や
当

局
者
に
対
し
て
未
だ
に
厳
し

い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
原

発
産
業
や
電
力
市
場
を
支

え
る
イ
ン
フ
ラ
が
育
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
一
因
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
原
発
事
故
も
電
力
不
足

も
経
済
や
市
場
の
問
題
だ
と

私
は
思
い
ま
す
。

イ
ン
フ
ラ
の
育
っ
て
い
な

い
、
ま
さ
に
想
定
外
の
状
況

で
試
さ
れ
る
の
が
、
答
え
の

用
意
さ
れ
て
い
な
い
問
い
に

答
え
る
力
、
想
定
外
を
想

定
内
に
す
る
力
で
す
。
あ
え

て
理
系
、
文
系
と
い
う
分
け

方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が

ま
さ
に
文
系
の
力
で
す
。
技

術
を
生
む
人
（
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
、
ク
リ
エ
ー
タ
ー
）

と
そ
れ
を
使
う
人
（
ユ
ー

世界では2007年の金融危機、またわが国では昨年の福島原発の事故など、私たちは常に思いもかけないリスクに晒されていま
す。そうしたリスクに、どう対応すればいいのか。市場と危機の研究を通じて《良質な市場こそ、よい経済、社会の前提である》と
言われる矢野誠先生に、経済学を学ぶ意味についてお聞きしました。

経済学
の　　ススメ

第❸回

現代の金融危機

市場の質

本
源
的
生
産
力

大恐慌と証券市場崩壊

産業独占による搾取

産業労働者の搾取

第一次産業革命

第二次産業革命

第三次産業革命

？
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貼
り
合
っ
て
自
分
た
ち
を

ダ
メ
に
し
て
い
る
と
。
物

語
は
、
唯
一
シ
ー
ル
を
貼

ら
れ
て
い
な
い
少
女
が
エ

リ
の
も
と
へ
連
れ
て
き
た

若
者
か
ら
、
シ
ー
ル
が
一

枚
剥
が
れ
る
と
こ
ろ
で
終

わ
る
が
、
私
は
、
も
し
本

学
に
面
倒
見
の
良
さ
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ

れ
わ
れ
も
エ
リ
の
よ
う

に
、
若
者
に
貼
ら
れ
た

シ
ー
ル
を
剥
が
す
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

恐
ら
く
同
じ
よ
う
な
悩
み

を
抱
え
た
学
生
、
若
者
は

全
国
に
た
く
さ
ん
い
る
。

私
は
ま
ず
、
こ
の
大
学
で

出
会
っ
た
子
た
ち
の
シ
ー

ル
を
剥
が
す
こ
と
か
ら
始

め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

姜
：
阿
久
戸
先
生
は
学
生

た
ち
へ
の
思
い
入
れ
が
凄

い
。
か
つ
て
あ
る
大
学
の

二
部
で
教
え
た
経
験
を
思

い
出
す
。
自
分
た
ち
は
偏

差
値
と
は
無
縁
の
世
界
に

生
き
て
い
る
と
い
う
意
識

を
持
っ
た
学
生
ば
か
り

で
、
と
て
も
印
象
に
残
っ

て
い
る
。
そ
の
大
学
の
二

部
は
す
で
に
無
く
な
っ
て

い
る
と
聞
く
が
、
大
学
に

も
い
く
つ
か
の
オ
ー
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
と
て
も
重
要
だ
と

思
う
。

　

大
学
が
一
つ
の
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
を
作
っ
て
、
そ
の

中
で
単
線
的
な
価
値
を
主

張
し
て
い
く
だ
け
で
は
、

日
本
は
ダ
メ
に
な
る
一
方

を
求
め
る
中
で
、
あ
の
よ

う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参

加
し
た
と
い
う
。
大
学
は

そ
ん
な
地
域
の
中
で
中

堅
、
中
核
を
な
す
よ
う
な

人
材
の
養
成
を
も
っ
と
真

剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
現
在
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た

教
育
が
、
初
等
・
中
等
教

育
で
も
、
大
学
で
も
叫
ば

れ
て
い
る
が
、
そ
の
側
面

か
ら
も
こ
う
し
た
考
え
方

は
重
要
だ
。
今
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
た
め
の
教
育

は
、
地
域
性
を
排
除
し

て
、
空
間
的
に
ど
こ
へ
で

も
移
動
で
き
る
よ
う
な
幻

想
を
振
り
ま
い
て
い
る
。

し
か
し
現
実
に
は
、
み
な

大
学
に
も

複
線
的
な
価
値
を
?

阿
久
戸
：
聖
学
院
で
教
え

ら
れ
て
※
1
の
印
象
は
。

姜
：
最
初
の
う
ち
は
東
京

大
学
と
同
じ
で
、
こ
ち
ら

か
ら
水
を
向
け
な
い
と
学

生
は
反
応
し
て
く
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
半
年
経

つ
と
反
応
も
表
わ
れ
、
受

験
競
争
で
疲
れ
果
て
、

や
っ
と
大
学
へ
入
っ
て
き

た
学
生
と
は
違
っ
た
良
さ

が
あ
る
こ
と
を
肌
で
感
じ

て
い
る
。

阿
久
戸
：
具
体
的
に
は
?

姜
：
ギ
ス
ギ
ス
し
て
い
な

い
、
と
い
う
か
、
根
っ
子

に
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な

天
真
爛
漫
さ
が
あ
る
。
東

日
本
大
震
災
後
、
海
に

潜
っ
て
遺
体
の
引
き
上
げ

に
協
力
し
た
こ
の
大
学
の

卒
業
生
に
感
じ
た
の
と
同

じ
も
の
だ
。
こ
の
大
学
の

学
生
に
限
ら
な
い
が
、
大

事
に
育
て
ら
れ
て
来
た
子

ど
も
は
、
こ
ち
ら
が
真
剣

に
問
題
提
起
し
て
い
く

と
、
必
ず
そ
れ
に
反
応
し

て
く
れ
る
。

阿
久
戸
：
か
つ
て
本
学
で

学
科
長
を
務
め
て
い
た
だ

き
、
後
に
、
本
学
着
任
前

に
お
ら
れ
た
大
学
の
学
長

に
な
ら
れ
た
先
生
は
、
そ

の
大
学
の
学
生
は
テ
ス
ト

で
み
な
85
点
以
上
は
取
る

け
れ
ど
、
み
な
よ
く
似
て

い
る
。
し
か
し
聖
学
院
に

だ
。
も
っ
と
複
線
的
な
制

度
の
中
で
人
を
育
て
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

※
1　

姜
尚
中
先
生
は
、
2
0
1
2
年

春
学
期
に
、非
常
勤
講
師
と
し
て
、キ
リ

ス
ト
教
関
連
科
目
「
キ
リ
ス
ト
教
と
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」の
科
目
を
担
当
（
2
年
生

以
上
の
選
択
科
目
）。

地
域
と
大
学

阿
久
戸
：
複
線
化
と
い
う

視
点
か
ら
も
、
近
年
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
で
き

る
人
材
の
育
成
と
い
う
視

点
か
ら
も
大
学
が
避
け
て

通
れ
な
い
の
が
地
域
と
の

か
か
わ
り
だ
。

姜
：
先
に
話
し
た
卒
業

生
は
、
社
会
の
階
段
を

上
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
く
、
身
近
な
人
と
交
わ

り
、
自
分
な
り
の
生
き
様

家
族
も
い
る
わ
け
だ
か

ら
、
透
明
人
間
で
も
な
い

限
り
地
域
に
錨
を
下
ろ
し

て
い
な
い
と
生
き
て
い
け

な
い
。
私
が
そ
れ
を
経
験

し
た
の
は
上
尾
だ
。
そ
れ

ま
で
わ
た
し
は
30
年
間
、

漂
泊
し
て
き
た
。
拘
泥
し

な
い
こ
と
、
存
在
被
拘
束

性
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
場

か
ら
離
れ
ら
れ
る
こ
と
が

自
由
だ
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
子
ど
も
が
で
き
、

そ
こ
に
住
ま
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
上
尾
に

着
床
し
た
。
（
こ
れ
は
阿

久
戸
先
生
の
言
わ
れ
る
地

域
社
会
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
だ
と
思
う
。
）
そ
れ

以
来
、
色
々
な
も
の
が
見

え
て
き
た
。
着
床
す
る
に

は
力
が
い
る
が
、
そ
れ
は

喜
び
で
も
あ
る
。
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の

反
対
で
、
非
着
床
的
だ
。

で
き
る
だ
け
ノ
マ
ド
的
に

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行

く
、
あ
る
意
味
で
は
場
所

性
と
は
関
係
な
く
対
応
せ

よ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
、
あ
ま
り
に
も
空

虚
な
論
理
だ
。
人
間
は
必

ず
社
会
の
ど
こ
か
に
着
床

し
て
い
な
い
と
い
け
な

い
。

　

10
年
ほ
ど
前
に
、
5
年

ぐ
ら
い
か
け
て
ト
ヨ
タ
財

団
地
域
社
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
や
っ
た
。
体
制
の
変

わ
っ
た
東
ド
イ
ツ
で
は
、

地
域
社
会
が
虫
食
い
状
態

に
な
っ
て
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

に
な
っ
た
。
思
想
的
に
も

両
極
端
の
人
た
ち
が
出
て

く
る
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら

は
私
が
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え

る
よ
う
な
多
様
な
学
生
が

集
ま
っ
て
い
る
、
と
語
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ち
な

み
に
私
は
、
学
校
を
含
め

日
本
の
組
織
は
総
じ
て

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』

だ
と
思
っ
て
い
る
。
《
幸

福
》
と
い
う
御
馳
走
を
出

す
と
約
束
し
な
が
ら
、
そ

の
前
に
お
客
に
義
務
づ
け

る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多

い
。
受
験
勉
強
も
そ
の
一

つ
。
も
ち
ろ
ん
い
い
面
も

あ
る
が
、
自
由
で
生
命
感

溢
れ
る
発
想
を
殺
し
て
し

ま
う
よ
う
な
負
の
面
が
あ

る
。
絵
本
『
大
切
な
君

へ
』
で
、
M
・
ル
ケ
ー
ド

が
表
現
し
た
よ
う
に
、
自

分
た
ち
で
シ
ー
ル
を
貼
り

合
い
か
ね
な
い
危
う
さ
を

持
っ
て
い
る
。
一
旦
、

シ
ー
ル
、
つ
ま
り
レ
ッ
テ

ル
が
貼
ら
れ
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
そ
れ
に
捕
ら
わ

れ
、
「
私
は
勝
っ
て
は
い

け
な
い
」
と
か
、
「
い
い

成
績
を
取
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
自

分
で
限
界
を
決
め
る
よ
う

に
な
る
。
絵
本
の
中
で
、

神
、
造
物
主
の
象
徴
で
あ

る
木
工
師
エ
リ
は
、
自
分

の
作
っ
た
木
彫
り
の
侏
儒

た
ち
が
、
で
き
た
、
で
き

な
い
で
色
分
け
し
た
シ
ー

ル
を
勝
手
に
貼
り
合
う
の

を
見
て
嘆
く
。
自
分
は
一

人
ひ
と
り
に
そ
れ
ぞ
れ
意

味
を
込
め
て
作
っ
た
の

に
、
お
互
い
に
シ
ー
ル
を

こ
れ
か
ら
は
中
規
模
で

地
域
に
根
ざ
し
た
大
学
の
時
代

は
地
域
が
重
要
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
の
だ
。

　

日
本
の
明
治
維
新
も
、

『
夜
明
け
前
』
の
青
山
半

蔵
で
は
な
い
が
、
地
域
に

根
を
下
ろ
し
た
中
堅
の
人

が
担
っ
て
い
た
。
地
域
の

た
め
に
小
さ
な
こ
と
で
も

や
る
、
そ
れ
が
日
本
の
強

み
だ
。
そ
こ
が
一
挙
に
見

失
わ
れ
て
、
《
1
割
の
エ

リ
ー
ト
が
い
れ
ば
、
あ
と

は
追
随
し
て
い
く
》
と

い
っ
た
考
え
方
で
は
、
社

会
が
毀
れ
る
。
地
域
に
生

き
る
中
堅
の
人
を
ど
う
養

成
す
る
か
は
、
こ
れ
か
ら

の
大
学
教
育
の
最
大
の

テ
ー
マ
だ
と
思
う
。

阿
久
戸
：
先
日
の
私
大
関

係
者
の
集
ま
り
で
、
被
災

地
の
あ
る
大
学
の
学
長
が

話
を
さ
れ
た
。
津
波
で
関

係
者
に
犠
牲
者
が
出
て
、

設
備
も
水
浸
し
に
な
っ

た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
地

域
貢
献
の
た
め
に
全
キ
ャ

ン
パ
ス
を
解
放
し
た
。
隣

接
県
か
ら
急
遽
、
ス
ク
ー

ル
バ
ス
も
呼
び
、
入
試
で

は
な
ん
と
定
員
の
3
分
の

2
を
集
め
た
。
今
後
は
、

今
あ
る
学
部
・
学
科
を
、

今
回
の
被
災
の
意
味
を
受

け
止
め
る
学
部
・
学
科
に

改
組
し
、
通
信
制
も
取
り

入
れ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

地
域
貢
献
を
し
た
い
人
も

支
援
す
る
と
い
う
。
災
い

を
逆
手
に
と
っ
て
、
地
域

と
悩
み
を
共
有
し
て
い
く

と
い
う
姿
勢
に
感
銘
を
受

け
た
。
心
か
ら
拍
手
を
送

り
た
い
。

姜
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
中

央
集
権
的
な
大
学
は
別
に

し
て
、
多
く
は
地
域
と
と

も
に
歩
ん
で
い
る
。
ア
メ

リ
カ
の
大
学
も
そ
う
だ
と

思
う
。
地
域
性
を
抜
き
に

し
て
大
学
は
存
在
し
え
な

い
し
、
地
域
で
活
躍
で
き

る
中
堅
の
人
を
ど
う
育
て

る
か
は
、
世
界
の
大
学
の

課
題
だ
。
I
V
Y
リ
ー
グ

で
も
、
最
近
は
ウ
ォ
ー
ル

街
に
就
職
す
る
学
生
が

減
っ
て
き
た
と
い
う
。
学

生
の
選
択
も
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
有
名
大
学
を
出

て
も
、
何
が
身
に
つ
く
の

か
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な

い
か
ら
だ
。

　

こ
の
観
点
か
ら
い
う

と
、
今
の
日
本
は
一
番
い

い
点
を
削
ぎ
落
と
し
て
い

る
。
例
え
ば
韓
国
は
、
人

口
の
2
分
の
1
近
く
が
ソ

ウ
ル
を
中
心
と
す
る
首
都

圏
に
集
中
し
て
い
て
、
ソ

ウ
ル
に
あ
る
ソ
ウ
ル
大
学

校
、
高
麗
大
学
校
、
延
世

大
学
校
以
外
は
み
な
沈
み

込
ん
で
い
る
。
日
本
は
東

京
の
人
口
を
1
3
0
0
万

人
と
し
て
も
、
日
本
全
体

で
は
10
分
の
1
程
度
。
あ

と
は
地
域
で
賄
っ
て
い
る

か
ら
、
韓
国
に
比
べ
て
ま

だ
ま
だ
地
域
的
な
多
様
性

が
残
っ
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
い

つ
の
間
に
か
コ
リ
ア
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
現
象
が
進
行

し
て
い
る
。
競
争
力
の
あ

る
韓
国
と
戦
う
に
は
、
あ

る
い
は
も
っ
と
具
体
的
に

サ
ム
ス
ン
や
L
G
と
戦
う

た
め
に
は
、
中
央
を
強
く

し
ろ
と
か
、
企
業
は
も
っ

と
合
併
し
ろ
な
ど
と
い
っ

た
号
令
が
か
か
り
、
そ
の

よ
う
な
方
向
へ
、
全
体
も

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

進
ん
で
い
る
。
し
か
し
向

こ
う
で
も
心
あ
る
人
は
、

日
本
の
い
い
点
、
地
域
的

な
多
様
性
が
ま
だ
ま
だ
色

濃
く
残
っ
て
い
る
点
を
学

ぼ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
は
今
、
教
育
や
地

方
と
中
央
の
関
係
を
ど
う

す
る
か
に
つ
い
て
、
か
な

り
意
見
が
ぐ
ら
つ
い
て
い

る
。
こ
ん
な
時
こ
そ
、
自

分
た
ち
の
社
会
の
い
い
面

に
つ
い
て
し
っ
か
り
認
識

し
、
そ
の
上
で
教
育
や
大

学
の
こ
と
を
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
の
に
。
私
と
し
て

は
、
今
後
は
地
域
と
と
も

に
生
き
、
そ
こ
で
中
核
と

な
る
よ
う
な
人
（
材
）
を

育
て
た
い
と
思
っ
て
い

る
。

阿
久
戸
：
私
は
荒
川
区

で
、
自
治
体
職
員
の
入
区

式
や
関
係
学
校
の
開
学
式

に
よ
く
出
る
※
2
。
区
の

職
員
が
国
や
都
の
職
員
に

劣
等
感
を
持
っ
て
は
な
ら

な
い
し
、
持
つ
必
要
も
な

い
と
、
い
つ
も
私
は
言
っ

て
い
る
。
住
民
に
一
番
密

着
し
、
彼
ら
と
苦
楽
を
共

に
で
き
る
位
置
に
い
る
の

は
あ
な
た
方
だ
か
ら
、
誇

り
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
と
。
若
い
職
員
の

中
に
共
感
し
て
く
れ
る
人

も
多
い
。

姜
：
私
も
上
尾
に
い
な

か
っ
た
ら
、
日
本
社
会
を

学
生
時
代
に
刷
り
込
ま
れ

た
よ
う
に
し
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
10
年
近
く
上
尾

と
そ
の
近
隣
に
い
て
、
地

域
こ
そ
が
、
国
を
考
え
て

い
く
際
の
原
点
だ
と
痛
感

聖
学
院
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
面
倒
見
の
よ
い
大
学
は
ど
う
し
て
で
き
た
か
第
4
回
・
特
別
編阿久戸光晴学長と姜尚中先生が語る

東京大学大学院
情報学環・学際情報学府 教授　

姜
カン

　尚
サンジュン

中 先生

P r o f i l e
1950年生まれ、早稲田大学大学院政治学研
究科博士課程修了。旧西ドイツ留学後、国際
基督教大学助教授・準教授などを経て現職。
2012年より聖学院大学非常勤講師も務める。
専攻は政治学、政治思想史。
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し
た
。
ア
メ
リ
カ
ン
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
も
、
タ
ウ
ン

シ
ッ
プ
か
ら
き
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
あ
る
種

の
地
域
の
再
発
見
を
促

す
。
こ
れ
か
ら
は
、
極
端

か
も
知
れ
な
い
が
、
《
パ

ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
な
き
、

ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
（
愛
郷

心
な
き
、
国
家
主
義
）
》

の
時
代
と
い
っ
て
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
行
政
や
経
済
、

教
育
の
中
心
に
い
る
人
々

は
、
地
域
社
会
を
削
ぎ
落

し
て
中
央
だ
け
が
栄
え
れ

ば
い
い
と
思
う
傾
向
が
強

い
の
で
、
教
育
の
最
終

目
標
を
、
で
き
る
上
位

1
0
%
の
生
徒
に
置
い
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。
し
か
し
ト
リ
ク
ル

ダ
ウ
ン
で
、
経
済
が
浮
上

す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
く
な
っ
た
。
教
育
も

そ
う
だ
と
思
う
。
10
%
の

エ
リ
ー
ト
を
作
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

で
全
体
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

し
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か

ら
真
ん
中
を
し
っ
か
り
さ

せ
る
こ
と
、
そ
こ
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
ほ
し

い
。

阿
久
戸
：
一
昨
年
の

N
H
K
テ
レ
ビ
の
大
河
ド

ラ
マ
『
天
地
人
』
は
、
ま

さ
に
そ
う
い
う
こ
と
を
訴

え
て
い
た
と
思
う
。
今

や
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必

要
な
こ
と
は
、
《
中
央
制

覇
》
で
は
な
く
、
ブ
ー
タ

ン
や
荒
川
区
の
取
組
で

は
な
い
が
、
《
幸
福
追

求
》
、
幸
福
実
感
度
を
上

げ
て
い
く
こ
と
に
ガ
バ
ナ

ン
ス
や
教
育
の
目
標
を
変

え
て
い
く
こ
と
だ
。
こ
れ

が
極
め
て
普
遍
的
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
テ
ー
マ
で
あ

る
こ
と
は
、
上
杉
鷹
山
を

故
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
ら
が

日
本
人
の
中
で
最
も
尊
敬

し
て
い
た
こ
と
で
も
わ
か

る
。
内
村
鑑
三
が
上
杉
鷹

山
を
『
代
表
的
日
本
人
』

と
い
う
著
書
の
中
で
描
い

た
こ
と
が
そ
の
き
っ
か
け

と
思
わ
れ
る
が
。

姜
：
全
く
同
感
だ
。
パ
ト

リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
言
っ
て

い
る
が
、
愛
国
で
は
な
く

愛
郷
だ
。
そ
れ
な
ら
外
国

人
も
一
緒
に
な
れ
る
。

　

全
国
の
大
学
が
東
京
大

学
に
右
へ
倣
え
で
、
ひ
た

す
ら
入
試
の
ラ
ン
キ
ン
グ

を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

の
は
根
本
的
に
間
違
っ
て

い
る
。
も
っ
と
地
域
と
い

う
場
で
生
き
、
そ
こ
で
中

核
的
な
存
在
と
な
る
よ
う

な
人
間
を
輩
出
し
て
い
く

こ
と
を
考
え
て
い
く
べ
き

だ
。

※
2　

東
京
都
荒
川
区
で
は
、
平
成
21

年
か
ら
《
荒
川
区
民
総
幸
福
度
の
指
標

化
》の
研
究
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。荒
川

区
で
育
っ
た
阿
久
戸
学
長
は
、
そ
の
基

に
な
っ
て
い
る『
荒
川
区
基
本
計
画（
平

成
19
年
度
か
ら
28
年
度
）』の
策
定
か
ら

関
わ
っ
て
い
る
。

人
文
知
と
悩
む
力

姜
：
明
治
以
来
日
本
は
、

中
央
集
権
国
家
の
確
立
を

目
指
し
て
、
西
洋
式
の
大

学
を
作
っ
た
。
だ
か
ら
東

京
大
学
の
教
育
目
標
に

は
、
現
在
で
も
事
実
上
、

こ
れ
か
ら
は
中
規
模
で

地
域
に
根
ざ
し
た
大
学
の
時
代

国
家
枢
要
の
人
材
輩
出
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

て
、
教
員
は
国
家
の
方
針

に
異
を
唱
え
に
く
い
。
そ

の
弱
さ
を
露
呈
し
た
の
が

今
度
の
大
震
災
だ
。
み
な

優
秀
だ
と
は
思
う
が
、
パ

ニ
ッ
ク
が
起
こ
る
と
対
処

で
き
な
い
。
か
つ
て
田
中

角
栄
は
日
中
国
交
正
常
化

に
際
し
て
、
中
国
側
か
ら

台
湾
と
の
絶
縁
を
迫
ら
れ

て
戸
惑
う
面
々
を
見
て
、

《
大
学
出
は
ダ
メ
だ
な
》

と
語
っ
た
と
い
う
。

阿
久
戸
：
彼
が
卒
業
し
た

あ
る
専
門
学
校
の
式
典
で

語
り
継
が
れ
て
い
る
彼
の

言
葉
は
、
「
大
学
生
が
電

卓
を
叩
い
て
い
る
時
に
、

君
ら
は
歴
史
書
を
読
め
」

と
い
う
も
の
だ
。

姜
：
田
中
角
栄
が
言
い
た

か
っ
た
の
は
、
大
卒
を
見

返
し
、
大
卒
に
負
け
な
い

た
め
に
は
、
人
間
に
つ
い

て
学
べ
、
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は

ま
さ
に
私
が
人
文
知
と
呼

ぶ
と
こ
ろ
の
一
つ
の
側
面

で
も
あ
る
。
教
養
と
い
っ

て
も
い
い
。
大
学
に
と
っ

て
、
今
も
最
も
欠
け
て
い

る
の
は
こ
の
点
の
教
育

だ
。
パ
ワ
ー
エ
リ
ー
ト
と

言
え
ど
も
日
本
は
こ
こ
が

弱
い
。

阿
久
戸
：
先
生
が
『
続
・

悩
む
力
』
の
巻
頭
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
、
「
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
功
績
、
業

績
を
見
る
が
、
悩
む
と
こ

ろ
、
人
の
痛
み
を
背
負
う

と
こ
ろ
に
大
き
な
幸
福
、

人
生
の
充
実
に
つ
な
が
る

も
の
が
あ
る
」
と
い
う
言

葉
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
。

姜
：
そ
れ
は
自
分
が
ダ
メ

だ
と
思
っ
て
い
る
人
の
最

後
の
拠
り
所
だ
。
自
分
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
気
づ
い

て
い
な
い
学
生
は
少
な
く

な
い
か
ら
、
そ
ん
な
彼
ら

か
ら
既
成
概
念
を
取
り
払

う
必
要
が
あ
る
。

阿
久
戸
：
社
会
へ
出
て
し

ま
う
と
悩
ん
で
い
る
時
間

は
な
い
。
悩
み
な
ど
捨
て

て
、
早
く
創
造
的
な
取
組

に
加
わ
り
た
い
と
み
な
焦

る
。
悩
む
と
こ
ろ
に
人
間

の
宝
と
な
る
も
の
が
あ
る

と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う

な
状
況
で
大
き
な
福
音
と

な
る
。

姜
：
こ
う
い
う
傾
向
の
本

を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
今
の
若
者
に
45
年
前

の
自
分
が
重
な
っ
て
見
え

る
か
ら
だ
。
な
ぜ
日
本
は

こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
。
若
者
に
潜
在
能
力
は

あ
る
の
に
、
ラ
ベ
リ
ン
グ

が
そ
れ
を
見
え
な
く
し
て

い
る
。
そ
れ
を
剥
が
し
さ

え
す
れ
ば
、
も
っ
と
大
き

な
力
が
発
揮
で
き
る
の

に
、
と
い
う
思
い
で
一
杯

だ
。

学
ぶ
喜
び
と
、

4
年
で
大
逆
転
を

目
指
す
大
学

阿
久
戸
：
確
か
に
そ
の

通
り
で
、
そ
れ
が
で
き

る
と
学
生
は
化
け
る
。

私
は
最
近
学
生
に
ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
清
心
学
園
の
理
事

長
の
渡
辺
和
子
さ
ん
が
そ

の
著
書
『
置
か
れ
た
場
所

で
咲
き
な
さ
い
』
で
書
か

れ
た
言
葉
を
借
り
て
話
し

て
い
る
。
ま
ず
本
学
に
迎

え
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
止

め
よ
う
と
。
そ
し
て
こ
こ

に
は
、
悩
む
力
を
持
っ
た

人
、
悩
み
を
聞
い
て
く
れ

る
人
、
一
緒
に
悩
ん
で
く

れ
る
人
が
い
る
。
も
し
留

学
し
た
け
れ
ば
そ
れ
も
可

能
だ
。
こ
ん
な
素
晴
ら
し

い
環
境
が
他
に
あ
る
だ
ろ

う
か
。
だ
か
ら
決
し
て
置

か
れ
た
場
所
を
否
定
し
な

い
で
ほ
し
い
。
そ
こ
に
は

深
い
意
味
が
あ
る
の
だ

と
。

姜
：
私
に
も
よ
く
わ
か

る
。
そ
れ
は
地
域
の
中
核

的
存
在
に
な
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
。

阿
久
戸
：
本
学
の
あ
る
先

生
は
、
こ
の
大
学
で
教
え

る
醍
醐
味
を
次
の
よ
う
に

語
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　

「
偏
差
値
に
よ
る
受

験
競
争
の
弊
害
か
、
こ

こ
の
学
生
に
は
勉
強
を

一
度
も
面
白
い
と
感
じ
た

こ
と
の
な
い
人
た
ち
が
多

い
。
放
っ
て
お
く
と
、
い

か
に
勉
強
を
す
り
抜
け
て

単
位
を
取
る
か
、
い
か
に

楽
に
卒
業
す
る
か
し
か
考

え
な
い
。
し
か
し
こ
ち
ら

が
真
剣
勝
負
で
臨
む
と
、

初
め
て
勉
強
す
る
こ
と
が

楽
し
い
こ
と
に
気
づ
い
て

く
れ
る
。
そ
の
時
の
変
わ

り
方
が
す
ご
い
。
ま
さ
に

豹
変
だ
。
ま
ず
目
の
色
が

変
わ
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
で

た
め
た
お
金
で
服
を
買
っ

た
り
、
旅
行
に
行
っ
た
り

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

自
分
で
本
を
買
う
な
ど
考

え
た
こ
と
の
な
い
学
生
た

ち
。
し
か
し
自
ら
本
を
買

う
よ
う
に
も
な
る
。
こ
ち

ら
も
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
ら
い
、
あ
ら
た

め
て
人
間
に
と
っ
て
学
ぶ

と
い
う
こ
と
は
最
高
の
幸

福
だ
と
い
う
こ
と
を
再
認

識
さ
せ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
う
し
た
こ
と
は
、
本

来
、
小
中
学
校
や
高
等
学

校
で
経
験
し
て
お
く
こ
と

で
、
そ
れ
が
で
き
て
い
れ

ば
、
大
学
へ
来
る
ま
で
に

も
っ
と
い
ろ
い
ろ
、
自
分

に
ふ
さ
わ
し
い
道
と
い
う

も
の
を
開
拓
で
き
た
の
で

は
な
い
か
、
と
思
う
。

　

「
こ
の
大
学
に
来
て
し

ま
っ
た
よ
」
な
ど
と
、
学

生
自
身
が
後
ろ
向
き
に

思
っ
て
い
る
う
ち
は
と
も

か
く
、
あ
る
時
点
で
学
ぶ

こ
と
が
楽
し
い
と
気
づ
い

た
学
生
は
と
ん
で
も
な
い

変
わ
り
方
を
す
る
。
そ
れ

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

が
、
こ
の
大
学
で
教
え
る

醍
醐
味
だ
。

　

そ
も
そ
も
歴
史
で
名
を

残
す
の
は
み
な
落
第
生
で

は
な
か
っ
た
か
。
お
決
ま

り
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を

歩
ん
で
き
た
人
が
歴
史
に

名
を
残
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い

う
可
能
性
を
こ
こ
の
学
生

に
は
感
じ
る
」
と
。

姜
：
確
か
に
。
今
は
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
や
っ

て
い
る
が
、
最
初
は
誰
も

本
を
買
っ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
最
近
は
何
人

か
が
岩
波
文
庫
版
を
持
っ

て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
驚

い
て
い
る
。
自
分
の
力
を

全
部
使
い
果
た
し
て
入
学

し
、
後
の
4
年
間
を
ブ
ラ

ン
ド
に
乗
っ
た
ま
ま
過
ご

す
学
生
と
、
入
る
に
は
そ

う
困
難
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
こ
の
3
、
4
年
で
徹

底
的
に
勉
強
し
た
子
と
で

は
学
力
が
違
っ
て
く
る
と

思
う
。
入
っ
た
時
に
頭
が

詰
ま
っ
て
い
て
も
、
出
る

時
に
抜
け
て
し
ま
っ
て
い

て
は
意
味
が
な
い
。
重
要

な
の
は
大
学
で
何
を
勉
強

し
た
か
だ
。
社
会
の
目
は

相
変
わ
ら
ず
入
口
に
向
け

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
を

も
っ
と
き
っ
ち
り
見
る
よ

う
に
変
わ
っ
て
ほ
し
い
。

阿
久
戸
：
大
学
で
は
知
恵

を
学
ぶ
こ
と
も
重
要
だ
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
人
口
に

比
べ
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞

者
が
多
い
と
聞
く
が
、
こ

れ
は
教
育
資
金
が
潤
沢
で

は
な
い
小
国
か
ら
で
も
、

驚
異
的
な
発
想
力
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
本
当

の
教
育
、
学
問
だ
と
思

う
。
工
学
系
な
ど
の
よ
う

に
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
も
の

を
重
視
す
る
学
問
も
も
ち

ろ
ん
社
会
に
と
っ
て
は
必

要
だ
ろ
う
が
、
本
当
の
学

問
と
は
批
判
の
学
問
で

あ
っ
て
、
批
判
力
、
構
築

力
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
力
に
基

づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
私
は
思
っ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
、
規
模
が
小
さ
く
て
も

ス
ケ
ー
ル
大
き
く
考
え
ら

れ
る
人
間
を
輩
出
し
て
い

き
た
い
。

姜
：
社
会
へ
出
て
も
学
ぶ

こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と

や
、
ど
こ
と
ど
こ
を
動
か

せ
ば
自
分
に
必
要
な
も
の

が
身
に
つ
く
か
を
知
る
こ

と
が
大
事
だ
。
自
分
で
悩

み
な
が
ら
い
ろ
ん
な
も
の

を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
う

ち
に
新
し
い
も
の
が
出
て

く
る
こ
と
を
知
る
こ
と
、

つ
ま
り
人
類
学
で
い
う
ブ

リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
器
用
仕

事
）
を
ど
こ
か
で
学
ん
で

お
か
な
い
と
、
社
会
へ
出

て
か
ら
磨
滅
し
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
校
生
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

姜
：
僕
は
根
暗
だ
っ
た
。

今
の
高
校
生
に
も
同
じ
も

の
を
見
る
。
み
な
、
丸
太

の
上
を
歩
い
て
い
る
よ
う

な
危
う
さ
を
持
っ
て
い

る
。
と
く
に
男
の
子
。
17

歳
前
後
は
精
神
的
に
不
安

定
で
、
性
に
も
目
覚
め

る
。
自
分
の
中
に
あ
る
自

分
で
も
説
明
で
き
な
い
も

の
、
本
人
に
も
わ
か
ら
な

い
も
の
に
動
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し

そ
れ
を
も
大
事
に
し
て
ほ

し
い
と
思
う
。

　

進
路
選
択
は
、
大
学
名

よ
り
も
、
莫
と
し
て
い
て

も
い
い
が
、
自
分
の
や
り

た
い
と
い
う
も
の
を
基
準

に
し
て
ほ
し
い
。
親
と
先

生
の
期
待
に
応
え
る
た
め

だ
け
で
な
く
、
自
分
の
た

め
に
勉
強
し
て
ほ
し
い
。

阿
久
戸
：
お
か
し
い
と
い

う
感
覚
を
大
事
に
し
て
ほ

し
い
。
そ
れ
が
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
る
。
ま
た

早
目
の
解
決
を
し
な
い
こ

と
。
未
解
決
の
ま
ま
抱
え

て
い
く
こ
と
に
、
案
外
解

決
の
鍵
が
あ
る
。
そ
し
て

い
か
な
る
時
も
逃
げ
な
い

で
、
正
々
堂
々
と
歩
き
考

え
る
。
人
生
と
は
充
実
す

べ
き
も
の
だ
し
、
し
て
い

く
可
能
性
の
あ
る
も
の

だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学校法人聖学院　
理事長・院長
聖学院大学　学長・教授　

阿久戸　光晴 先生
P r o f i l e
1951年生まれ。73年一橋大学社会学部卒
業。75年同大学法学部卒業後、住友化学工
業㈱入社。85年学校法人聖学院（本部）入
職。90年東京神学大学大学院博士課程前期
修了（神学修士）。2002年聖学院大学政治経
済学部教授に就任。03年より学長。
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藤
田
／
浪
人
中
は
、
東
大

に
入
り
た
い
気
持
ち
を
大

事
に
し
て
過
ご
し
て
い

た
。
東
大
を
目
指
し
た
の

は
、
政
治
史
の
中
で
も
、

政
治
的
な
面
か
ら
軍
事
史

を
学
び
た
い
か
ら
。

　

と
こ
と
ん
や
る
性
格
な

の
で
、
受
験
勉
強
で
は
過

去
問
を
や
り
つ
く
し
た
。

社
会
は
『
25
ヶ
年
』
を
完

全
制
覇
、
自
分
で
問
題
が

作
れ
る
か
も
と
い
う
レ
ベ

ル
ま
で
追
求
し
た
。
た
だ

高
3
の
時
は
そ
れ
が
裏
目

に
出
た
と
い
う
か
、
基
礎

が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い

て
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
足

り
な
か
っ
た
の
で
落
ち

た
。
こ
の
反
省
を
生
か
し

て
、
浪
人
中
は
基
礎
を

し
っ
か
り
や
っ
た
。
特
に

漢
文
な
ど
は
『
25
ヶ
年
』

で
一
所
懸
命
過
去
問
に
取

り
組
ん
だ
。
他
大
学
の
過

去
問
は
い
っ
さ
い
や
ら
な

か
っ
た
。
数
学
は
得
意

て
い
た
け
ど
、
高
2
で

フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
し

ま
っ
た
。
高
校
の
間
は
高

校
で
し
か
で
き
な
い
こ
と

を
や
り
き
っ
た
方
が
い
い

か
ら
、
部
活
は
最
後
ま
で

や
っ
た
方
が
い
い
と
思

う
。

　

授
業
は
、
自
分
の
好
き

な
分
野
の
話
を
す
る
先
生

が
多
く
て
、
僕
は
そ
れ
が

大
好
き
だ
っ
た
。
高
3
に

な
る
と
大
学
の
単
位
制
と

同
じ
よ
う
に
、
好
き
な
授

業
が
選
択
で
き
る
の
で
、

お
も
し
ろ
い
先
生
の
授
業

を
好
ん
で
取
っ
て
聞
い
て

い
た
。
授
業
中
ず
っ
と
自

習
し
て
い
る
人
も
い
た
け

ど
、
そ
れ
は
や
は
り
も
っ

な
ぜ
東
大
に
？

受
験
は
ど
う

乗
り
切
っ
た
？

井
手
／
東
大
を
志
望
し
た

の
は
、
み
ん
な
が
目
指
し

て
い
た
か
ら
と
い
う
の
が

一
番
の
理
由
。
受
験
勉
強

を
通
し
て
得
ら
れ
る
も
の

は
あ
ま
り
な
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
、
い
か
に
少
な

い
勉
強
量
で
合
格
す
る
か

を
考
え
て
い
た
。
た
と
え

ば
数
学
は
自
分
で
考
え
ず

に
最
初
か
ら
答
え
を
見

て
、
解
法
を
覚
え
た
。
学

部
も
一
番
受
か
り
や
す
い

か
ら
文
3
に
。

佐
野
／
将
来
、
国
際
社
会

で
活
躍
す
る
人
に
な
り
た

い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い

る
。
高
2
の
頃
は
、
海
外

の
大
学
へ
の
進
学
を
本
気

で
考
え
て
い
た
。
金
銭
面

や
語
学
の
問
題
な
ど
が

あ
っ
た
の
で
、
日
本
の
大

学
で
外
交
官
な
ど
を
目
指

し
て
み
よ
う
と
考
え
直

し
、
東
大
を
志
望
し
た
。

　

受
験
勉
強
は
結
構
好
き

だ
っ
た
。
暗
記
が
嫌
に
な

る
こ
と
も
あ
っ
た
け
ど
、

わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
が

楽
し
か
っ
た
。
高
1
か
ら

塾
に
通
っ
て
い
て
、
高
2

か
ら
は
放
課
後
に
塾
の
友

達
と
自
習
室
で
勉
強
す
る

の
が
日
課
に
な
っ
た
。
部

活
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
受
験
勉
強
が
部
活

み
た
い
だ
っ
た
。
友
だ
ち

と
一
緒
に
勉
強
し
た
り
夕

食
を
食
べ
た
り
す
る
の
も

楽
し
か
っ
た
。

　

大
学
生
に
な
っ
て
実
感

す
る
の
は
、
受
験
勉
強
で

じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
、

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
攻
め

た
。

　

や
っ
ぱ
り
1
年
も
勉
強

し
て
い
る
と
、
受
験
勉
強

の
本
質
が
見
え
て
く
る

し
、
客
観
的
に
シ
ビ
ア
な

自
己
分
析
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
な
ど
、
浪
人
し
た

こ
と
で
得
た
も
の
も
あ

る
。
ま
た
、
東
大
に
入
学

す
る
と
東
大
の
枠
内
で
し

か
友
だ
ち
が
な
か
な
か
で

き
な
い
の
で
、
予
備
校
で

幅
広
い
人
に
出
会
え
た
の

も
よ
か
っ
た
と
思
う
。

高
校
と
の

つ
き
あ
い
方

佐
野
／
受
験
に
関
係
な

く
、
先
生
の
話
が
お
も
し

ろ
い
授
業
だ
け
聞
い
て
い

た
。
そ
れ
以
外
は
自
習
時

間
に
し
て
、
受
験
の
た
め

の
勉
強
は
塾
が
基
本
だ
っ

た
。

奥
村
／
テ
ニ
ス
部
に
入
っ

た
い
な
い
。
先
生
は
受
験

に
は
関
係
な
い
な
が
ら
も

よ
い
授
業
を
し
て
い
た

し
、
学
校
の
授
業
は
ち
ゃ

ん
と
聞
い
て
お
く
べ
き
だ

と
思
う
。

　

ち
な
み
に
数
学
が
好
き

に
な
っ
た
の
は
、
高
1
の

先
生
の
影
響
。
最
初
は
基

礎
数
学
に
興
味
が
あ
っ
た

け
ど
、
最
近
、
経
済
の
本

を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、

応
用
数
学
も
お
も
し
ろ
い

な
と
思
い
始
め
た
。

佐
野
／
う
ち
は
ほ
と
ん
ど

み
ん
な
東
北
大
志
望
で
、

勉
強
方
法
も
ま
っ
た
く

違
っ
た
の
で
、
自
分
で
き

ち
ん
と
情
報
を
集
め
て
考

え
な
い
と
東
大
を
目
指
せ

な
い
環
境
だ
っ
た
。
そ
う

い
う
面
で
地
方
は
少
し
つ

ら
い
。

藤
田
／
僕
も
地
方
の
、
し

か
も
仙
台
と
違
っ
て
田
舎

の
高
校
。
ひ
と
学
年
約

3
0
0
人
で
、
東
大
を

目
指
す
の
は
数
人
。
優
秀

な
子
で
も
、
堅
実
に
医
学

部
を
目
指
す
子
が
多
か
っ

た
。
先
生
も
全
体
的
に
東

大
を
目
指
し
て
い
る
感
じ

は
な
か
っ
た
け
ど
、
添
削

な
ど
は
熱
心
に
し
て
く
れ

た
。

　

部
活
は
高
2
の
最
後
で

引
退
し
た
け
ど
、
割
と
一

所
懸
命
や
っ
た
。
人
間
関

係
や
上
下
関
係
な
ど
、
勉

強
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の

が
得
ら
れ
た
。

井
手
／
ラ
・
サ
ー
ル
で
は

医
学
部
志
向
が
大
半
。
あ

と
、
う
ち
の
高
校
は
6
割

が
寮
生
な
の
が
特
徴
。
高

3
に
な
る
と
強
制
的
に
寮

を
出
さ
れ
て
下
宿
す
る
け

ど
、
や
は
り
寮
の
延
長

線
。
当
時
は
よ
さ
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
け
ど
、
卒
業

後
は
他
で
は
得
ら
れ
な
い

経
験
が
で
き
て
よ
か
っ
た

と
思
っ
て
い
る
。
僕
は
高

校
か
ら
ラ
・
サ
ー
ル
で
、

地
元
は
福
岡
。
そ
の
せ
い

か
九
州
の
中
で
完
結
し
た

く
な
く
て
、
そ
の
気
持
ち

が
東
大
を
目
指
す
原
動
力

に
も
な
っ
た
。

佐
野
／
う
ち
も
医
学
部
を

目
指
す
子
は
多
か
っ
た
。

地
方
と
東
京
で
い
え
ば
、

地
方
か
ら
東
大
へ
来
た
人

と
、
東
京
近
辺
で
生
ま
れ

育
っ
て
東
大
に
来
た
人
と

で
は
、
価
値
観
が
全
然
違

う
。

奥
村
／
う
ち
の
高
校
だ

と
、
東
大
は
す
ぐ
側
だ

し
、
お
昼
を
食
べ
に
行
く

こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
そ
う

い
う
意
味
で
は
す
ご
く
身

近
。現

在
の
心
境

佐
野
／
授
業
は
7
割
が
単

位
の
取
り
や
す
い
講
義

で
、
残
り
は
自
分
の
興
味

で
選
ん
だ
。
大
教
室
の
講

義
は
先
生
と
の
つ
な
が
り

が
感
じ
ら
れ
な
く
て
、
少

し
物
足
り
な
い
。

　

東
大
生
が
平
和
の
た
め

に
で
き
る
こ
と
を
考
え
よ

う
と
い
う
「
軍
縮
ゼ
ミ
」

を
取
っ
て
い
て
、
こ
れ
は

少
人
数
で
、
み
な
意
識
が

高
く
、
す
ご
く
楽
し
い
。

自
分
で
決
め
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
本
を
読
む
な
ど
し

て
グ
ル
ー
プ
発
表
を
す
る

「
基
礎
演
習
」
も
お
も
し

ろ
い
。

　

サ
ー
ク
ル
は
、
卒
業
生

身
に
つ
け
た
基
礎
が
物
事

を
深
く
理
解
す
る
の
を
助

け
て
く
れ
る
と
い
う
こ

と
。
絵
画
や
映
画
を
見
る

に
し
て
も
、
基
礎
知
識
が

あ
る
と
世
界
が
ぐ
っ
と
広

が
る
。
だ
か
ら
、
受
験
勉

強
が
役
立
た
な
い
と
い
う

意
見
に
は
反
対
。

奥
村
／
東
大
を
目
指
し
た

の
は
、
第
一
に
、
近
か
っ

た
し
、
み
ん
な
が
目
指
し

て
い
た
か
ら
。
ま
た
、
私

大
の
世
界
史
の
よ
う
に
重

箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な

問
題
が
好
き
に
な
れ
ず
、

そ
れ
と
比
べ
て
東
大
の
入

試
は
、
比
較
的
真
っ
当
な

勉
強
で
臨
め
る
気
が
し
た

か
ら
、
と
い
う
の
も
大
き

な
理
由
。
「
お
勉
強
さ
せ

ら
れ
る
」
こ
と
へ
の
嫌
悪

感
が
強
か
っ
た
が
、
高
2

の
時
に
先
輩
に
言
わ
れ
た

「
受
験
勉
強
が
無
駄
だ
と

は
い
わ
な
い
が
、
受
験
勉

強
ほ
ど
つ
ま
ら
な
い
も
の

は
な
い
。
そ
れ
に
費
や
す

時
間
は
で
き
る
だ
け
少
な

く
し
た
方
が
い
い
。
浪
人

は
絶
対
に
し
な
い
こ
と
」

と
い
う
言
葉
が
印
象
に

残
っ
て
い
た
し
、
11
月
の

文
化
祭
後
は
周
り
も
必
死

に
な
る
の
で
、
雰
囲
気
に

気
圧
さ
れ
て
勉
強
し
た
。

一
年
を
通
じ
て
、
受
験
勉

強
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
と
て
も
低
か
っ

た
。

文科3類

井手　啓太郎 くん

（ラ・サール高等学校出身）

文科1類

佐野　由梨 さん

（宮城県仙台第二高等学校出身）

文科2類

奥村　恭平 くん

（筑波大学附属駒場高等学校出身）

今春、東京大学に合格した4名の先輩に、受験勉強や入学してみての感想などを語り合ってもらいました。

私たち、こうして東大に合格しました !

受 験 勉 強を楽しん で

理科3類

山中　貴央 くん
（茨城県立水戸第一高等学校出身）

高校と受験勉強
　高校時代は部活動には所属していなかったものの、
県内約70kmの道のりを2日間歩き続けるという過酷
な行事（歩く会）など、学校行事は多かった。歩く会で
は、つらくなることも多いけど、友人と話しながら歩く楽し
さやゴールにたどり着いたときの達成感は格別だった。
　こうした心身を鍛え抜く行事の成果もあってか、私は
受験勉強にそれほど苦労した覚えがない。みなさんには

「受験で苦労したくないなら、受験勉強を楽しめ」と言
いたい。
　受験勉強の多くは暗記ではない。勉強というのは、
自分の頭で考え、理解していくことだからだ。暗記では

なく、自分の頭でしっかりと理解できると、勉強は楽しく
なると思う。
　また、勉強を楽しむためには苦手教科もなくすべ
き。苦手な教科を作ると、その勉強をすることが嫌で
勉強しなくなり、さらに苦手になっていくという負のス
パイラルに陥るからだ。私はこうした事態に陥らない
ために、わからないことはすぐに調べてわかるようにし
ていた。勉強を楽にするための小手先のテクニック
に頼るのではなく、きちんと内容を理解していくのが、
勉強を楽にする最善の方法だと思う。
医師を目指した理由と東大での生活
　医師になりたいと初めて思ったのは、小学生の頃、

弟が生まれるときに病院で見た産婦人科医がかっこ
よかったから。中学では医師になってたくさんの人の
命を助けたいという思いが強くなり、医学部を受験す
ることに決めた。志望を東大に決めたのは高1のと
き。実際入って感じるのは、学生の自主性が強く求め
られているということ。理3生は特にそうで、他と違って
進む学部がほとんど決まっている分、怠けすぎずに自
分で勉強をがんばらないといけないなと感じている。
　大学の生活は、自由で楽しいことばかりだが、その
分、自主性がとても重要だと思う。だからこそ、受験生
には、受験勉強を通じて自ら学ぶという姿勢を身
につけてほしいと思う。
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ど
、
留
学
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

井
手
／
大
学
4
年
間
は
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
だ
と
思
っ
て

い
る
か
ら
か
、
入
学
後
も

あ
ま
り
積
極
的
に
は
勉
強

し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
集

ま
っ
て
い
る
み
な
さ
ん

は
、
意
識
が
高
く
て
び
っ

く
り
し
て
い
る
。
本
を
読

む
の
が
好
き
な
の
で
、
文

学
部
に
行
き
た
い
。
書
く

こ
と
に
興
味
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
け
ど
、
有
名
な

著
述
家
に
仏
文
科
出
が
多

く
、
な
ん
と
な
く
憧
れ
が

あ
る
の
で
仏
文
科
を
選
ぶ

つ
も
り
。
サ
ー
ク
ル
で
は

バ
ン
ド
を
し
て
い
る
。

奥
村
／
僕
は
興
味
の
あ
る

分
野
に
は
高
い
意
識
を

持
っ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ

意
外
は
そ
う
で
も
な
い
。

テ
ニ
ス
と
ダ
ブ
ル
ダ
ッ
チ

の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
も
楽
し
ん

で
遊
ん
で
い
る
。
数
学
が

好
き
な
の
で
、
将
来
は
経

済
に
進
む
つ
も
り
。
周
り

か
ら
就
職
で
き
な
さ
そ
う

と
言
わ
れ
る
の
で
、
研
究

者
に
な
る
こ
と
も
考
え
て

い
る
。

秋
入
学
に
つ
い
て

佐
野
／
み
ん
な
が
秋
入

学
に
な
る
必
要
は
な
い

と
思
う
。
全
員
強
制
的

に
と
い
う
の
に
は
違
和
感

が
あ
る
。
で
も
、
ギ
ャ
ッ

プ
タ
ー
ム
に
は
魅
力
を
感

じ
る
。
も
し
自
分
の
時
に

あ
れ
ば
、
海
外
に
行
っ
た

り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参

加
し
た
り
し
た
か
っ
た
。

井
手
／
僕
も
高
校
卒
業
後

に
1
年
ほ
ど
渡
米
し
て
英

語
を
勉
強
し
よ
う
か
と
真

剣
に
考
え
て
い
た
時
期
が

あ
っ
た
。
親
に
反
対
さ
れ

て
断
念
し
た
け
ど
。
だ
か

ら
ギ
ャ
ッ
プ
タ
ー
ム
と
い

う
制
度
が
あ
る
の
は
い
い

な
と
思
う
。
半
年
や
1

年
、
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ
る

の
は
た
い
し
た
こ
と
な

い
。

佐
野
／
大
学
に
入
っ
て
か

ら
だ
と
何
か
と
忙
し
く

て
、
留
学
す
る
タ
イ
ミ
ン

グ
を
つ
か
む
の
が
難
し

い
。
あ
と
文
1
は
法
曹
を

目
指
し
だ
す
と
勉
強
が
忙

し
く
て
、
留
学
す
る
人
は

少
な
い
み
た
い
。

井
手
／
僕
は
夏
休
み
に
海

外
へ
旅
行
に
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
一
番
の
目

的
は
、
知
見
を
広
げ
る
た

め
。
で
き
れ
ば
語
学
も
マ

ス
タ
ー
し
た
い
。
天
候
の

よ
い
西
海
岸
に
行
く
つ
も

り
。

奥
村
／
僕
は
ギ
ャ
ッ
プ

タ
ー
ム
の
制
度
を
作
る
な

ら
、
入
試
も
遅
ら
せ
て
ほ

し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
貴

重
な
高
校
3
年
間
の
最
後

の
1
年
を
受
験
勉
強
だ
け

に
使
う
人
が
減
る
と
思
う

か
ら
。
高
3
の
ほ
と
ん
ど

を
受
験
勉
強
だ
け
で
過
ご

す
の
は
本
当
に
も
っ
た
い

な
い
。
秋
入
学
に
す
る
な

ら
、
高
校
生
活
を
謳
歌
し

て
、
卒
業
し
て
か
ら
入
試

ま
で
の
数
ヶ
月
を
受
験
勉

強
に
あ
て
て
受
験
し
た
ら

い
い
。
ち
な
み
に
僕
は
人

生
経
験
と
い
う
意
味
で
の

留
学
に
行
こ
う
と
は
思
わ

な
い
。
大
学
院
進
学
や
就

職
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
留

学
す
る
つ
も
り
。

藤
田
／
僕
も
個
人
的
に

ギ
ャ
ッ
プ
タ
ー
ム
は
歓

迎
し
て
い
る
。
た
だ
使

い
方
に
は
疑
問
が
あ
る
。

日
本
人
は
横
並
び
思
考
と

い
う
か
、
何
才
ま
で
に
大

学
を
卒
業
し
て
、
何
才
ま

で
に
就
職
し
て
と
い
う
、

い
つ
ど
こ
の
段
階
で
次
の

ス
テ
ッ
プ
に
進
む
か
に
神

経
を
使
い
が
ち
で
、
こ
う

し
た
体
質
を
変
え
る
た
め

に
秋
入
学
は
役
立
つ
の
で

は
と
思
っ
て
い
る
。
ま
と

ま
っ
た
期
間
、
自
分
た
ち

で
考
え
て
社
会
奉
仕
し
た

り
、
働
い
て
み
た
り
、
留

学
も
含
め
て
、
個
々
人
が

自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き

る
か
を
考
え
る
材
料
に
な

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
浪

人
し
て
思
う
け
ど
、
本
当

に
1
年
く
ら
い
余
分
に
時

間
を
使
っ
て
も
、
何
の
問

題
も
な
い
。

高
校
生
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス

佐
野
／
大
学
選
び
に
は
、

偏
差
値
以
外
の
要
素
も
大

切
。
自
治
医
大
に
行
っ
た

友
達
に
よ
る
と
、
自
治
医

大
は
全
寮
制
で
一
学
年
も

1
2
0
人
ほ
ど
で
人
間
関

係
が
す
ご
く
濃
い
ら
し

い
。
こ
う
し
た
大
学
の
雰

囲
気
が
自
分
に
合
う
か
ど

う
か
も
、
進
路
を
選
ぶ
際

に
は
き
ち
ん
と
考
え
な
い

と
い
け
な
い
と
思
う
。
私

も
実
際
に
東
大
に
入
っ
て

か
ら
東
大
の
雰
囲
気
が
わ

か
っ
た
。
何
が
い
い
か
は

断
言
で
き
な
い
け
ど
、
可

能
な
限
り
先
輩
に
話
を
聞

く
な
り
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
に
足
を
運
ぶ
な
り

し
て
ほ
し
い
。
ち
な
み
に

私
は
高
2
の
夏
に
高
校
か

ら
一
泊
二
日
で
オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
た
。

奥
村
／
入
学
後
の
生
活
へ

の
幻
想
は
捨
て
て
お
く
こ

と
。
僕
ら
は
先
輩
か
ら
さ

ん
ざ
ん
「
大
学
は
つ
ま
ら

な
い
」
と
聞
い
て
い
た
の

で
、
入
っ
て
か
ら
幻
滅
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大

学
を
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ

だ
と
期
待
し
す
ぎ
な
い
こ

と
。
た
し
か
に
お
も
し
ろ

い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

高
校
生
活
と
は
ま
た
質
の

異
な
る
お
も
し
ろ
さ
だ
と

思
う
。

藤
田
／
大
学
は
自
分
で
勉

強
す
る
と
こ
ろ
だ
し
ね
。

東
大
生
に
つ
い
て
い
え

ば
、
じ
っ
く
り
話
を
す
る

と
、
み
ん
な
見
所
が
絶
対

に
あ
る
と
い
う
か
、
一
角

の
人
と
い
う
面
は
あ
る
と

思
う
。

　

あ
と
は
、
も
っ
と
浪
人

し
て
も
い
い
と
思
う
。
三

重
県
が
現
役
志
向
の
強
い

地
域
な
の
か
も
し
れ
な
い

け
ど
。
そ
の
方
が
高
校
3

年
間
を
の
び
の
び
過
ご
せ

る
か
ら
。

佐
野
／
私
も
入
学
し
て
み

て
、
い
い
意
味
で
も
悪
い

意
味
で
も
、
東
大
生
と
い

え
ど
も
意
外
と
普
通
の
人

だ
と
思
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

高
校
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
面
も
あ
る
。
た
だ
、
高

校
で
は
出
会
え
な
か
っ
た

よ
う
な
、
自
分
の
理
念
が

は
っ
き
り
し
て
い
て
、
理

想
や
夢
を
持
っ
た
人
も
い

る
。
自
分
が
出
会
お
う
と

思
っ
た
ら
、
す
ご
い
人
に

出
会
え
る
環
境
だ
と
は
思

う
。

文科1類

藤田　奈比古 くん

（三重県立津高等学校出身）

理科2類

土居　健人 くん
（東京都立国立高等学校出身）

　志望を決めたのは、高3の春。どうせなら目標は
高く持とうと思って。また、将来の夢が決まってい
ないので、大学3年で学部を決める進学振り分け
制度も魅力だった。高3の5月に部活を引退した
後、初めて過去問を一通りやってみた。塾に通っ
ていなかったので、勉強の計画を立てるためにも、
まずは自分の実力を知ろうと思ったからだ。
　過去問の結果から、試験本番で合格最低点
を超えるために、それぞれの教科であと何点必要
か、そのためにはどのような勉強が必要か、何月ま
でにどの参考書をやるといった具体的な計画を練
った。特に苦手だった英語は、学校の先生にも相

談した。 
　1年間で最も苦労したのは夏休み。国立高校
の文化祭は日本一と言われるだけあって、3年生
は出し物の演劇に夏をかけて取り組む伝統があ
る。最高の劇を作り上げたい気持ちと、勉強が計
画通りに進まないという焦りの中、少しでも両立で
きるようにと、文化祭の準備のために学校へ行く
時でも必ず勉強道具を持って行き、時間のある時
には勉強するようにした。結果、クラスは最優秀
賞を獲得!あの時の涙は一生の思い出になってい
る。 文化祭が終わると、他校に比べて勉強が遅
れていることに対する危機感があったが、参考書

や問題集はとにかく一冊を完璧にすることを心が
けた。正解した問題に○、間違えた問題に△をつ
ける表を作り、表が○で埋まるまで繰り返し解い
た。そのせいか、本番では基本的な問題を確実に
ものにできた。
 　今は、高校時代から続けている器械体操と、
アルバイト、勉強に追われる日々だが、大学生活
は自由度が高くて本当にやりがいがある。将来は
薬剤関係や、宇宙関係の仕事などに進みたいと
思っているが、まだ迷っている。2年間でさまざまな
ことを学び、広い視野を持った人になりたいと思っ
ている。

高 校 生 活と受 験を両 立させ る た め に

早 稲 田 大 学 大 学 院 に、2013年4月、 国 際 教
養学部を母体とした「国際コミュニケーション研究科

（Graduate School of International Culture and 
Communication Studies:GSICCS）」が新たに設置
される。（早稲田大学大学院の研究科としては22番目、
国際学術院としては3番目となる新研究科の記者説明会
に参加した（7月27日）。）

国際コミュニケーション研究科（以下、GSICCS）の
特徴は、国際教養学部同様、英語による教育・研究
指導が行われること。国外からの留学生の割合を30%
にするという目標を掲げ、国際社会で活躍できるグローバ
ル人材の育成を目指す。

国際コミュニケーション研究とは、国際的視野から見
る比較論的アプローチで、言語・文化・社会的領域を
横断的にとらえる最先端の学際的研究。また、理論と
実践の統合や、現代社会固有の問題にも積極的に取
り組む。GSICCSでも、言語・コミュニケーション研究、
文化研究といった人文学的基礎に加えて、社会科学的
な視点を交えた研究・教育体制が整えられる予定。個々
人の対話だけでなく、個人が社会へ発信するメッセージ
や、異なる共同体間で交わされる社会・政治的コミュニ
ケーションなども研究対象とすることで、言語・文化・社
会のそれぞれの役割を理論と実践の両面から研究するこ
とを目指している。

カリキュラムは、言語を媒体とするコミュニケーションを
研究の中心とする“言語コミュニケーション”、文化を中
心にコミュニケーションのあり方を研究する“文化コミュニ
ケーション”、社会におけるコミュニケーションの役割を研
究する“社会コミュニケーション”の3つのスタディープラ
ンに分けられる。他にも、他研究科に設けられているコミュ
ニケーション学に近接する科目の履修、国内外でのイン
ターンシップや海外留学の単位認定も認められる場合が
ある。

世界に通用する研究者、国際感覚の豊かなグローバ
ル人材の育成を目指していて、修了生には、最先端の
研究を牽引していくことを期待される一方で、多国籍企
業や国際機関、NPO、NGOなどで国の垣根を越えて
活動する組織で働く中で、幅広く国際社会に貢献するこ
とが期待されている。 

来春、早稲田大学大学院に
22番目となる研究科が新設
グローバル人材を育てる
国際コミュニケーション研究科

去る8月26日、国際教養大学、国際基督教大学、
上智大学、立命館アジア太平洋大学（以下、APU）、
早稲田大学の5大学（グローバル5大学）が、グロー
バル人材育成に関する教育方法や学生支援体制に関
する情報共有、協同教育などを目指した連携協定を締
結した。国際教養大学、国際基督教大学、APU、早
稲田大学の4大学は2010年4月に協定を結んでいるが、
今回それに上智大学が加わったことになる。当日は5大
学による進学フェアも行われ、多数の受験生や保護者
が来場した。

国際教養大学・国際基督教大学・
上智大学・立命館アジア太平洋
大学・早稲田大学が
グローバル人材を目指す
連携協定を締結

と
の
交
流
会
を
企
画
す
る

団
体
や
、
ア
フ
リ
カ
の
文

化
を
紹
介
し
た
り
援
助
に

つ
い
て
考
え
た
り
す
る

サ
ー
ク
ル
、
ス
ポ
ー
ツ
愛

好
会
や
茶
道
サ
ー
ク
ル
ま

で
、
興
味
の
あ
る
も
の
全

て
に
顔
を
出
し
て
い
る
。

ク
ラ
ス
が
あ
る
の
で
、
東

大
生
は
仲
が
よ
い
の
が
い

い
。
何
十
年
か
経
っ
て
か

ら
、
1
年
生
の
ク
ラ
ス
の

同
窓
会
が
開
か
れ
る
と
い

う
話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。

奥
村
／
語
学
も
少
人
数
だ

か
ら
友
達
が
で
き
や
す

い
。

藤
田
／
授
業
は
思
っ
た
よ

り
お
も
し
ろ
い
。
特
に
お

も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
毎

回
違
う
農
学
部
の
先
生
が

来
て
、
研
究
の
最
前
線
の

話
を
わ
か
り
や
す
く
教
え

て
く
れ
る
「
緑
が
創
る
持

続
型
社
会
―
環
境
・
食

糧
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
植

物
」
と
い
う
講
義
。
関
心

の
あ
る
軍
事
史
の
授
業
も

や
は
り
楽
し
い
。

　

将
来
の
こ
と
は
具
体
的

に
は
考
え
て
い
な
い
け

●　　　●　　　●
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る
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
（
1
8
8
5

〜
1
9
6
2
）
で
あ
る
。
ノ
ー

ベ
ル
賞
受
賞
後
、
1
9
2
1
年

に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
理
論
物
理

学
研
究
所
（
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア

研
究
所
）
を
創
設
し
、
国
を
追
わ

れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
科
学
者
た
ち
を
助

け
、
戦
争
の
さ
な
か
に
国
境
を
越

え
て
、
敵
も
味
方
も
な
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
物

理
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
コ

ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
と
も
呼
ば
れ

る
。
い
わ
ば
、
科
学
者
の
ミ
ニ
世

界
連
邦
を
作
り
上
げ
た
の
だ
。
こ

の
精
神
が
、
C
E
R
N
に
受
け

継
が
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
今
回
の

ヒ
ッ
グ
ス
の
発
見
に
も
つ
な
が
っ

た
と
い
え
る
。
完
全
な
相
互
公
開

制
、
こ
れ
こ
そ
が
、
信
頼
を
促
進

し
、
共
通
の
安
全
を
保
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
見
本
を
作
っ

た
の
だ
。

数
学
は
万
国
共
通
語

共
通
語
で
分
野
の
壁
を
超
え
る

科
学
は
、
物
質
科
学
の
一
番
簡

単
な
と
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
難
し

く
な
っ
て
い
く
か
ら
、
こ
れ
を
き

ち
ん
と
語
る
に
は
、
ど
う
し
て
も

数
学
が
い
る
。
な
か
で
も
や
は
り

一
番
使
う
の
は
物
理
だ
ろ
う
。

私
は
文
系
の
大
学
で
長
く
教
え

て
き
た
が
、
文
系
の
学
生
も
、
か

な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
内
容
は
理
解

し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
親
子
理
科

実
験
教
室
な
ど
で
見
て
い
て
も
、

子
ど
も
た
ち
は
実
験
す
る
こ
と
で

理
解
を
深
め
る
。
た
だ
、
そ
れ
を

数
学
と
い
う
言
葉
で
理
解
し
な
い

で
き
な
い
巨
大
加
速
器
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
巨
大
科
学
の
計
画
の
多

く
は
、
宇
宙
開
発
で
も
原
子
力
で

も
、
国
や
企
業
、
そ
し
て
軍
が
絡

み
莫
大
な
予
算
が
つ
く
。
そ
こ
で

お
金
だ
け
に
目
が
く
ら
む
と
、
そ

れ
を
も
ら
う
の
に
一
生
懸
命
に
な

り
、
純
粋
な
研
究
が
疎
か
に
な
り

や
す
い
。
今
回
の
福
島
原
発
事
故

で
、「
原
子
力
村
」
な
ど
と
揶
揄

さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
利

益
で
動
く
仕
組
み
に
対
す
る
反
省

が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
。
と
こ
ろ

が
、
素
粒
子
の
統
一
的
な
理
解
を

求
め
て
建
設
さ
れ
た
L
H
C
で

は
、
純
粋
に
真
理
を
追
求
す
る
た

め
に
科
学
者
が
地
道
に
成
果
を
積

み
上
げ
、
国
境
を
越
え
て
協
力
し

合
う
仕
組
み
が
で
き
て
い
る
。
巨

大
科
学
で
あ
り
な
が
ら
、
理
想
的

な
国
際
協
力
が
実
現
し
て
い
て
、

小
さ
な
国
も
大
き
な
国
も
対
等
か

つ
平
等
に
協
力
し
合
っ
て
い
る
。

実
は
、
み
な
さ
ん
が
よ
く
使
っ
て

い
る
w
w
w
は
、
お
互
い
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
ら
に
進

め
る
た
め
に
こ
こ
で
発
明
さ
れ
た

も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で

あ
げ
た
成
果
は
、
世
界
中
が
一
緒

に
な
っ
て
喜
び
あ
え
る
。
利
益
を

度
外
視
し
て
、
真
理
を
求
め
て
生

ま
れ
た
国
際
協
力
の
理
想
の
姿
が

そ
こ
に
あ
る
。

C
E
R
N
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体

で
運
営
し
て
い
る
研
究
所
で
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
で
き
た
。
こ

の
と
き
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
生
ま
れ
で
、

量
子
力
学
の
生
み
の
親
と
言
わ
れ

NPOあいんしゅたいん理事長
愛知大学名誉教授

坂東　昌子 先生
P r o f i l e
1960年京都大学理学部物理学科卒
業。65年同大学大学院理学研究科博
士課程修了（博士号取得）。湯川秀樹
研究室で素粒子論を専攻。京大理学
部助手等を経て、87年より愛知大学教
養学部教授。専門は素粒子論、非線形
物理。京都大学に保育所設立を実現さ
せるなど、女性研究者の支援でも活躍。
ノーベル賞を受賞した小林・益川博士と
は助手時代は同じ研究室。日本物理学
会長等を経て、2009年3月、若手研究
者支援のためのNPO法人「知的人材
ネットワークあいんしゅたいん」を設立。
大阪府立大手前高等学校出身。

去る７月１４日、大阪府立北野高等学校同窓会館で開催された「夏休み直前、
進路を考える特別シンポジウム」の様子をお届けします。シンポジウムには、
北野高校の生徒や先生方の他に、大阪府の進学指導特色校10校などの生
徒、先生方などにも多数ご参加いただきました。
これまで日本社会では、数学は現実社会の役にあまり立っていないという風
潮があったことは否めません。しかし科学・技術、情報化の目覚ましい進展に
伴って、数学、あるいは数理的なリテラシーは、今や文系へ進む学生にとって
も不可欠なものとなっています。
数学はどれだけ社会の役に立つのか。どれだけ社会を幸せにできるのか。数
理科学と物理学の専門家の先生方にお話を聞いてみました。

と
、
さ
ら
な
る
一
歩
が
進
め
ら
れ

な
い
。
最
後
に
行
き
詰
ま
る
の

だ
。『
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
』
的
理

解
ま
で
近
づ
く
の
は
大
事
だ
が
、

数
式
で
理
解
す
る
の
と
、
そ
の
前

の
段
階
で
、「
な
る
ほ
ど
」
で
終

わ
る
の
と
で
は
随
分
違
う
。
も
っ

と
も
理
系
は
理
系
で
、
式
は
わ

か
っ
て
も
内
容
を
説
明
で
き
な
い

よ
う
な
ケ
ー
も
あ
る
か
ら
、
多
面

的
理
解
も
必
要
だ
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ス
コ
ミ
な

ど
に
出
て
く
る
人
の
多
く
が
、
言

葉
を
知
ら
な
い
こ
と
は
恥
ず
か
し

い
と
言
う
の
に
「
数
学
や
物
理
は

苦
手
で
…
」
と
平
気
で
言
う
の
は

ど
こ
か
お
か
し
い
。

言
葉
は
内
容
が
あ
っ
て
こ
そ

フ
ァ
ラ
デ
ー
と
マ
ッ
ク
ス
ウ
エ
ル

か
の
有
名
な
フ
ァ
ラ
デ
ー
は
、

優
れ
た
直
感
力
に
恵
ま
れ
、
電
気

と
磁
気
に
関
し
て
数
多
く
の
仕
事

を
残
し
た
。
そ
し
て
、
電
気
や
磁

気
の
力
は
空
間
を
伝
わ
る
に
違
い

な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い

た
。
し
か
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

を
数
式
と
い
う
言
葉
で
み
ん
な

に
伝
え
た
の
は
、
数
学
が
得
意

だ
っ
た
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
だ
（
マ
ク

ス
ウ
ェ
ル
の
方
程
式
）。
も
ち
ろ

ん
数
式
で
き
ち
ん
と
記
述
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
何
か
の
役

に
立
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
電

気
と
磁
気
を
見
事
に
統
一
し
た
理

論
は
、
空
間
を
伝
搬
す
る
電
磁
波

の
存
在
を
予
言
し
た
。
数
学
の
力

で
、
空
間
に
電
磁
波
が
飛
び
か
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
。

一
度
、
数
学
と
い
う
言
葉
で
理
解

科
学
は
国
境
も

分
野
も
超
え
る

ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
発
見
に
よ
せ
て

最
近
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る

ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
の
発
見
か
ら
話
を

始
め
よ
う
。
素
粒
子
の
間
に
働
く

見
か
け
は
全
く
異
な
っ
た
性
質
を

持
つ
3
つ
の
力
、
強
い
力
、
弱
い

力
、
電
磁
力
を
ゲ
ー
ジ
理
論
と
い

う
枠
組
み
で
統
一
的
に
理
解
す
る

た
め
に
は
、
新
し
い
粒
子
が
あ
る

は
ず
だ
、
と
発
表
さ
れ
た
の
は

1
9
6
4
年
だ
か
ら
も
う
50
年

近
く
前
に
な
る
。
欧
州
原
子
核
研

究
機
構
（
C
E
R
N
）
に
設
置
さ

れ
た
大
型
ハ
ド
ロ
ン
衝
突
型
加
速

器
（
L
H
C
）
は
、
こ
の
ヒ
ッ
グ

ス
粒
子
を
見
つ
け
る
た
め
に
計
画

さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
ア
ト
ラ
ス

（
A
T
L
U
S
）
と
欧
米
中
心
の

C
M
S
と
い
う
チ
ー
ム
が
関
わ

り
、
お
互
い
別
々
に
解
析
し
て
、

同
時
に
結
果
を
出
し
た
と
こ
ろ
、

し
統
一
し
て
お
く
と
、
も
っ
と
素

晴
ら
し
い
世
界
が
垣
間
見
え
る
と

い
う
例
だ
。
こ
う
し
て
1
0
0

年
後
、
I
T
時
代
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
数
学
の
力
が
あ
る

だ
け
で
も
駄
目
だ
。
数
学
は
し
ゃ

べ
る
道
具
で
、
そ
の
前
に
し
ゃ
べ

る
べ
き
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
と

意
味
が
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル

は
し
ゃ
べ
る
べ
き
内
容
、
つ
ま
り

イ
メ
ー
ジ
は
フ
ァ
ラ
デ
ー
か
ら
も

ら
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

フ
ァ
ラ
デ
ー
も
マ
ク
ス
ウ
ェ

ル
も
、
一
瞬
に
伝
わ
る
神
秘
的
な

相
互
作
用
を
不
自
然
だ
と
考
え
、

そ
れ
を
数
学
で
表
し
た
が
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
重
力
理
論
に
も
当
て
は
ま

る
。
内
容
と
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
に

す
る
こ
と
、
そ
の
道
具
が
数
学
な

の
だ
！

数
学
は
さ
ら
に
先
を
見
通
す

湯
川
先
生
と
南
部
先
生

湯
川
先
生
の
場
合
に
は
、「
力

は
空
間
を
伝
搬
す
る
波
で
伝
わ

る
」
と
い
う
電
磁
場
の
イ
メ
ー
ジ

を
原
子
核
の
中
の
強
い
力
《
核

力
》
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
。
こ

の
伝
搬
す
る
波
を
粒
子
と
し
て
と

ら
え
た
の
が
、
ゲ
ー
ジ
粒
子
※
と

い
わ
れ
る
質
量
ゼ
ロ
の
粒
子
だ
。

し
か
し
、
核
力
は
も
っ
と
短
い
距

離
し
か
伝
搬
し
な
い
か
ら
、
湯
川

先
生
は
、
ゲ
ー
ジ
粒
子
よ
り
質
量

の
高
い
粒
子
が
飛
ん
で
い
な
い
と

お
か
し
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
そ

れ
を
パ
イ
中
間
子
と
名
付
け
、
新

し
い
粒
子
の
存
在
を
予
言
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
結
論
は
数
学
を

使
っ
て
導
か
れ
た
。
実
際
に
見
つ

か
っ
た
の
は
10
年
ほ
ど
後
だ
が
、

ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
に
比
べ
れ
ば
結
構

早
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
面
白
い
の
は
、
湯
川

理
論
で
は
、
質
量
を
持
つ
粒
子
が

力
の
媒
介
を
し
て
い
る
点
で
、
こ

れ
は
数
学
的
に
は
奇
妙
だ
っ
た
。

電
磁
場
を
つ
か
さ
ど
る
ゲ
ー
ジ
粒

子
（
光
子
）
は
質
量
が
ゼ
ロ
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
時
だ
け

美
し
い
数
学
で
表
さ
れ
る
。
そ
れ

は
ゲ
ー
ジ
対
称
性
が
貫
徹
し
て
い

る
か
ら
だ
。
し
か
し
湯
川
先
生
は

「
ゲ
ー
ジ
対
称
性
が
な
く
て
も
仕

方
が
な
い
」
と
思
っ
た
。
一
方
、

南
部
先
生
は
、
ゲ
ー
ジ
対
称
性
が

な
い
の
は
お
か
し
い
、
数
学
の
言

葉
が
通
じ
な
い
の
は
お
か
し
い
と

考
え
ら
れ
た
。
現
実
の
世
界
は
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
て
も
、真
理
、

法
則
の
世
界
は
非
常
に
美
し
い
の

で
、
ゲ
ー
ジ
対
称
性
が
も
と
も
と

な
い
な
ど
と
い
う
の
は
納
得
で
き

な
い
、
と
。
こ
れ
を
突
き
詰
め
る

と
、
対
称
性
が
破
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
が
別
の
形
と
し
て
現

わ
れ
た
だ
け
で
、
対
称
性
は
厳
然

と
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
れ
を
保
証
す
る
の
が
、南
部
ゴ
ー

ル
ド
ス
ト
ー
ン
粒
子
と
い
う
も
の

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
と

同
じ
数
学
の
構
造
を
駆
使
し
て
、

実
は
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
の
存
在
が
予

言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
対
称
性
原

理
は
厳
然
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が

一
見
破
れ
た
よ
う
に
見
え
る
と
き

ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
が
予
言
さ
れ
た
と

も
い
え
る
。
こ
れ
が
「
自
発
的
対

称
性
の
破
れ
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
突
き
詰
め
ら

れ
た
南
部
先
生
は
、
あ
る
意
味
で

湯
川
先
生
よ
り
数
学
を
大
事
に
し

た
の
か
な
と
い
う
気
が
す
る
。

数
学
と
い
う
言
葉
を
駆
使
す
る

実
力
を
鍛
え
て
お
く
と
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
発
見
に

つ
な
が
る
の
だ
。

※　

電
磁
気
力
な
ど
の
力
を
伝
え
る
粒

子
の
一
群

高 大 連 携 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム

自然、人間、社会の複雑な現象を数学で解く
数理科学

数
学
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

文
部
科
学
省
の
外
郭
団
体
が
つ
く
っ

た
報
告
書
の
中
に
、
数
学
は
「
諸
科
学

の
基
盤
と
な
る
科
学
で
あ
る
、
ほ
か
の

分
野
と
結
び
つ
け
ば
、
社
会
的
利
益
は

巨
大
で
あ
る
。（
中
略
）
ブ
レ
イ
ク
ス

ル
ー
の
重
要
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

普
遍
的
か
つ
強
力
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
間
接

基調
講演
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特別
講演

数
学
は
科
学
を

語
る
言
葉

的
、
直
接
的
に
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
」
と
あ
る
。
ま
た
坂
東
先
生
は
、
数

学
は
言
葉
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も
の

だ
と
も
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
数
学

が
社
会
の
中
で
実
際
ど
の
よ
う
に
役
に

立
っ
て
い
る
か
は
見
え
づ
ら
い
。
例
え

ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
分
解
し
て
、

一
番
大
事
な
C
P
U
（
中
央
処
理
装

置
）
を
見
て
も
そ
こ
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
だ
。
実
際
に
は
、
回
路
網
は
グ
ラ

フ
理
論
に
関
係
す
る
し
、
整
数
論
も
使

わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
大
事
な
部
分
で

は
、
論
理
と
そ
れ
に
関
係
す
る
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
が
使
わ
れ
て
い
る
。
他
に
も
代

数
学
な
ど
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
て
、

数
学
の
成
果
の
塊
だ
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
は
表
に
は
全
然
見
え
て
こ

な
い
※
１
。

特別協力：明治大学総合数理学部（2013年4月開設予定）

そ
れ
ら
は
よ
く
合
致
し
て
い
た
。

1
0
0
億
分
の
1
の
確
率
で
出
現

す
る
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
を
見
つ
け
よ

う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
大
変
精
密

な
観
測
が
必
要
だ
。
と
も
か
く
新

粒
子
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
は
確
か

で
、
ま
だ
細
か
い
チ
ェ
ッ
ク
は
必

要
だ
が
、
ほ
ぼ
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子
と

考
え
ら
れ
る
。
今
年
、
２
倍
に
増

え
た
デ
ー
タ
を
全
部
解
析
し
直
し

た
と
い
う
。
L
H
C
は
、
修
理
に

入
る
予
定
を
延
ば
し
て
、
今
年
の

終
わ
り
頃
ま
で
、
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子

と
確
認
で
き
る
ま
で
実
験
を
続
け

る
と
の
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
で
こ
ん
な
実
験
は
社
会

の
役
に
立
つ
の
か
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
実
は
な
か
な
か

役
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
加
速
器

を
回
す
超
電
導
の
機
材
。
日
本
は

昔
か
ら
、
技
術
面
で
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
が
、
今
回
も
そ

の
技
術
開
発
に
大
き
な
刺
激
を
与

え
て
き
た
。
ま
た
、
き
わ
め
て
精

密
な
検
出
器
の
開
発
。
浜
松
ホ
ト

ニ
ク
ス
に
よ
る
光
電
子
増
倍
管
は

日
本
に
し
か
で
き
な
い
す
ご
い
技

術
だ
。

し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
知
っ
て

お
い
て
ほ
し
い
の
は
、
C
E
R
N

の
組
織
の
特
徴
だ
。
な
ぜ
、
ス
イ

ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
国
境
を
ま
た

い
で
、
研
究
所
が
で
き
て
い
る
の

か
。
こ
こ
は
国
際
的
な
共
同
研
究

所
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
メ
ン

バ
ー
が
国
境
を
越
え
て
常
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
シ
ス

テ
ム
を
作
り
上
げ
て
き
た
が
、
巨

大
科
学
と
国
際
協
力
と
い
う
意
味

で
は
、
と
て
も
珍
し
い
ケ
ー
ス
。

L
H
C
は
一
国
で
は
賄
え
な
い
よ

う
な
莫
大
な
予
算
を
使
わ
な
い
と
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だ
。ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
は
炭
素
原
子
が
共

有
結
合
で
結
ば
れ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
、
宝
石
と
し
て

だ
け
で
な
く
、
実
験
材
料
と
し
て
も
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
晶
と

し
て
い
い
性
質
を
い
ろ
い
ろ
持
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

そ
の
一
つ
は
極
め
て
対
称
性
が
大

き
い
こ
と
。
実
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

以
外
に
、
そ
れ
と
似
た
対
称
性
を
持
つ

も
の
が
、
た
だ
一
つ
存
在
す
る
こ
と

を
、
2
0
0
5
年
ご
ろ
に
私
が
発
見

し
た
。
10
員
環
（
立
体
10
角
形
）
が
網

の
目
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
結
晶
構
造

で
、
ま
さ
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
双
子
と

呼
べ
る
も
の
だ
（
左
写
真
）。

数
学
の
立
場
か
ら
は
、
結
晶
の
デ
ザ

イ
ン
で
終
わ
り
だ
が
、
私
の
現
在
の
研

究
は
代
数
的
位
相
幾
何
学
を
使
っ
て
結

晶
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
あ
る
。
物

質
科
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
新
し
い

物
質
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
何
か
新

し
い
材
料
を
作
り
た
い
。
そ
こ
で
最
近

は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
双
子
を
合
成
し
よ

う
と
い
う
人
た
ち
が
出
て
き
た
。
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
な
い
い
性
質
を
持
つ

も
の
が
、
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
れ
ば
あ
り

が
た
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
可
能

性
は
開
け
る
。
か
つ
て
は
、
グ
ラ
フ
ェ

ン
で
も
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
が
、
技
術
の
進
展
で
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。

ほ
か
に
は
、
代
数
的
位
相
幾
何
学
を

使
っ
て
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
み
た
結
晶
構

造
も
あ
る
。

物
質
デ
ザ
イ
ン
で
使
わ
れ
る
数
学
と

目
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
に
は
、
あ
る

順
番
が
あ
る
。
最
初
に
出
て
く
る
の
が

W
ikipedia

。
次
に
、
文
部
科
学
省
な

ど
が
拠
出
す
る
科
学
研
究
費
と
い
う
よ

う
に
、
大
体
重
要
な
項
目
が
最
初
に
出

て
く
る
。こ
の
順
番
は
、各
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
ラ
ン
ク
づ
け
を
す
る
ペ
ー
ジ
ラ
ン

ク
と
い
う
手
法
に
よ
る
も
の
で
、
こ
こ

に
数
学
が
使
わ
れ
て
い
る
。

政
府
の
統
計
の
一
つ
と
し
て
非
常

に
重
要
な
産
業
連
関
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
各
産
業

を
、
１
次
産
業
、
２
次
産
業
、
３
次

産
業
の
３
つ
、
あ
る
い
は
50
、
場
合
に

よ
っ
て
は
5
0
0
ぐ
ら
い
の
産
業
部

門
に
分
け
て
、
そ
の
間
に
ど
う
い
う
経

済
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
数
値
で

示
す
。
こ
れ
は
G
D
P
算
出
の
基
礎

に
な
っ
て
い
る
。

検
索
エ
ン
ジ
ン
と
産
業
連
関
は
全
く

分
野
が
違
う
が
、
共
通
し
て
使
わ
れ
て

い
る
数
学
が
、
私
た
ち
の
つ
く
る
学
部

で
も
習
う
ペ
ロ
ン
・
フ
ロ
ベ
ニ
ウ
ス
の

定
理
（
ド
イ
ツ
の
数
学
者
フ
ロ
ベ
ニ
ウ

ス
が
証
明
し
た
）。
背
景
に
は
線
形
代

数
や
グ
ラ
フ
理
論
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
全
く
違
う
分
野
で
役
に
立
つ
と
い
う

の
は
、
数
学
の
持
つ
汎
用
性
を
表
わ
し

て
い
る
。

物
質
デ
ザ
イ
ン
と
電
子
暗
号

化
学
で
は
、
２
つ
の
原
子
が
、
幾

つ
か
の
電
子
を
共
有
し
て
結
合
し
て
い

る
こ
と
を
共
有
結
合
と
い
う
。
た
く
さ

ん
の
原
子
が
共
有
結
合
し
て
い
る
と
、

点
と
線
か
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で

き
る
。
物
質
は
す
べ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
言
え
る
が
、
特
に
周
期
性
を
持
っ
て

い
る
結
晶
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
考
え
方

で
捉
え
や
す
い
。
最
近
は
広
い
意
味
で

の
結
晶
、
準
結
晶
、
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
な

ど
も
物
質
の
大
本
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
型
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
フ
ラ
ー
レ
ン
、
グ
ラ

フ
ェ
ン
と
い
う
２
次
元
結
晶
、
あ
る
い

は
い
ろ
ん
な
新
し
い
材
料
に
使
わ
れ
る

カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
も
そ
う

し
て
は
、
グ
ラ
フ
理
論
、
群
論
、
代
数

的
位
相
幾
何
学
、
ホ
モ
ロ
ジ
ー
と
か
被

覆
空
間
な
ど
が
あ
る
。
あ
と
は
、
最
小

理
論
、
離
散
幾
何
解
析
が
代
表
的
だ
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
強
く
関
係
す
る
も

の
で
は
、
ほ
か
に
電
子
暗
号
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
使

わ
れ
る
数
学
で
、
一
番
大
事
な
の
は
素

数
※
３
の
理
論
。
2
5
0
0
年
ぐ
ら
い

前
に
始
ま
っ
た
研
究
で
、
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
、
オ
イ
ラ
ー
、

ガ
ウ
ス
、
リ
ー
マ
ン
と
い
っ
た
非
常
に

有
名
な
人
た
ち
が
ず
っ
と
研
究
を
続
け

て
き
た
と
こ
ろ
、
20
世
紀
の
終
わ
り
ご

ろ
に
な
っ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
た
め

に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
使
え
る

よ
う
に
し
た
人
も
偉
い
が
、
何
に
使
わ

れ
る
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
も
、
素
数
に

こ
こ
で
は
、
私
た
ち
が
作
ろ
う
と

し
て
い
る
学
部
の
研
究
の
一
つ
に
も
あ

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
考
え
方
を
中

心
に
、
い
か
に
数
学
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
、
点
と
線
か
ら

な
る
図
形
で
あ
る
グ
ラ
フ
の
言
い
換
え

で
、
あ
る
い
は
、
も
の
た
ち
の
つ
な

が
り
を
表
わ
す
概
念
で
あ
り
、
自
然
や

社
会
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
に

様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
紹
介
す
る
。

※
１　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
理
論
的
基

礎
を
作
っ
た
の
は
、
計
算
機
の
父
と
言

わ
れ
て
い
る
２
人
の
う
ち
の
一
人
、
ア

ラ
ン
・
チ
ュ
ー
リ
ン
グ（
1
9
1
2
年
〜

1
9
5
4
年
）。彼
は
、
エ
ニ
グ
マ
と
い

う
難
解
な
ド
イ
ツ
の
暗
号
を
解
い
た
こ

と
で
有
名
に
な
っ
た
が
、
計
算
と
は
何

か
を
徹
底
的
に
分
析
し
て
、
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
の
数
学
的
定
式
化
を
行
っ
た
。そ

の
た
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
理
論
的
な

部
分
は
、チ
ュ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン（
計
算

機
の
一
番
単
純
化
し
た
も
の
）
に
よ
っ

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。チ
ュ
ー

リ
ン
グ
マ
シ
ン
は
、
無
限
に
長
い
テ
ー

プ
と
、
そ
れ
を
読
み
取
り
書
き
換
え
る

制
御
部
と
ヘ
ッ
ド
か
ら
な
る
。テ
ー
プ

に
は
文
字
が
書
か
れ
、
ヘ
ッ
ド
が
読
み

取
り
な
が
ら
、
読
み
取
っ
た
文
字
に
応

じ
て
左
右
に
自
動
的
に
動
き
、
テ
ー
プ

の
文
字
を
書
き
換
え
て
い
く
。テ
ー
プ

が
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
メ
モ
リ
に
相
当
す

る
。様

々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

数
学

ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
、

エ
レ
ベ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

近
年
、
電
力
問
題
で
よ
く
話
題
に
な

る
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
。
太
陽
光
や
風

力
発
電
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
発
電

が
増
え
て
く
る
中
で
、
そ
れ
ら
を
う
ま

く
結
び
つ
け
、
必
要
電
力
等
の
情
報
を

双
方
向
に
や
り
と
り
し
て
、
無
駄
を
抑

え
、
な
る
べ
く
経
済
的
、
効
率
的
に
結

び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
各
家
庭

で
勝
手
に
つ
く
っ
て
、
余
っ
た
電
力
を

電
力
会
社
に
売
る
の
は
い
い
が
、
や
り

方
に
よ
っ
て
は
、
無
駄
が
多
く
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
エ
レ
ベ
ー
タ
シ
ス
テ

ム
。
高
層
ビ
ル
で
は
た
く
さ
ん
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
が
使
わ
れ
る
が
、
バ
ラ
バ
ラ

に
動
く
と
無
駄
も
増
え
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
箱
が
な
か
な
か
下
り
て
こ
な
い

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
待
ち
時
間
を

神
秘
的
な
思
い
を
持
っ
て
ず
っ
と
研
究

を
し
て
き
た
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ

と
が
、
私
に
は
素
晴
ら
し
く
思
え
る
。

2
0
1
3
年
４
月
、《
自
然
を
解

く
、
社
会
を
解
く
、
人
間
を
解
く
、
そ

し
て
新
し
い
世
の
中
を
つ
く
る
》
と
い

う
こ
と
で
、総
合
数
理
学
部
が
で
き
る
。

坂
東
先
生
の
お
話
の
中
で
特
に
印
象

に
残
っ
た
の
は
、
数
学
は
非
常
に
重
要

な
言
葉
だ
が
、
内
容
を
伴
わ
な
け
れ
ば

意
味
が
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
新
学
部

で
は
、
特
に
そ
の
内
容
に
、
重
点
を
置

く
つ
も
り
だ
。

や
は
り
坂
東
先
生
の
お
話
の
中
に

国
際
協
力
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。

実
は
数
理
科
学
と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
非
常
に
国
際
的
な
分
野
だ
。
エ
ジ
プ

ト
に
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
と
い
う

地
中
海
に
面
し
た
有
名
な
都
市
が
あ
る

が
、
紀
元
前
3
0
0
年
、
博
物
館
と

図
書
館
が
つ
く
ら
れ
て
、
国
際
研
究
所

と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ

た
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ

ス
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
、
ト
レ
ミ
ー
、
パ
ッ
プ
ス
、
メ
ネ
ラ

ウ
ス
と
い
っ
た
数
学
者
が
、
入
れ
代
わ

り
立
ち
代
わ
り
集
ま
っ
て
研
究
し
て
い

た
。我

々
も
ま
た
、
こ
の
新
し
い
学
部
と

接
続
す
る
大
学
院
、
先
端
数
理
科
学
研

究
科
を
国
際
的
な
拠
点
に
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

※
3　

自
然
数
で
、1
と
、そ
れ
自
身
で

し
か
割
れ
な
い
数
。

現
象
数
理
学
と
は

数
理
科
学
は
、
広
い
意
味
で
は
数
学

を
含
め
て
生
物
学
や
化
学
、
物
理
学
な

ど
の
自
然
科
学
や
、
経
済
学
な
ど
の
社

会
科
学
に
数
学
を
利
用
す
る
学
問
分
野

全
般
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
物

学
や
化
学
、
物
理
学
等
々
に
お
い
て
現

象
と
数
学
の
橋
渡
し
と
し
て
モ
デ
ル
と

い
う
も
の
を
考
え
、
そ
れ
を
構
築
す
る

よ
う
な
数
理
科
学
を
、
私
は
現
象
数
理

学
と
呼
ん
で
い
る
。
文
部
科
学
省
な
ど

に
よ
る
「
数
学
・
数
理
科
学
」
と
い
う

表
現
に
合
わ
せ
れ
ば
、
数
理
科
学
の
中

で
、
モ
デ
ル
を
主
と
す
る
現
象
解
析
が

現
象
数
理
学
に
ほ
ぼ
あ
た
る
だ
ろ
う
。

現
象
数
理
学
の
歴
史
は
古
い
。

4
0
0
年
程
前
に
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ

リ
レ
イ
が
ピ
サ
の
斜
塔
の
高
さ
を
調
べ

る
の
に
、
適
当
に
こ
じ
ん
ま
り
し
た
と

て
は
何
か
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
と
い

うCloud dynamics

の
研
究
が
意
欲

的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
中
で
は
、
金
融
危
機
の
よ
う
に
起
き

て
欲
し
く
な
い
よ
う
な
現
象
も
重
要
な

研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。

※
1　

物
体
が
落
下
す
る
時
に
落
ち
る

距
離
は
、
落
下
時
間
の
2
乗
に
比
例
す

る
と
い
う
も
の
。

※
2　

理
研
の
甘
利
俊
一
先
生
は
「
数

理
脳
科
学
」と
呼
ぶ
。

細
胞
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、

生
物
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

枯
草
菌
と
い
う
バ
ク
テ
リ
ア
は
、

養
分
を
と
っ
て
成
長
、
分
裂
す
る
こ
と

か
ら
数
を
増
や
し
て
コ
ロ
ニ
ー
を
形
成

す
る
。
寒
天
培
養
、
つ
ま
り
寒
天
に
養

分
を
入
れ
て
、
バ
ク
テ
リ
ア
を
一
点
に

接
種
す
る
と
、
寒
天
が
軟
ら
か
い
と
き

に
は
、
鞭
毛
を
使
っ
て
養
分
の
多
い
所

に
ス
イ
ス
イ
と
泳
い
で
い
き
、
そ
れ
を

摂
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

寒
天
が
硬
い
と
き
に
は
泳
ぐ
こ
と
が
で

き
ず
、
し
か
も
養
分
が
非
常
に
少
な
い

と
い
う
劣
悪
な
状
況
で
は
、
養
分
が
拡

散
し
て
自
分
の
所
へ
来
る
の
を
、
た
だ

ひ
た
す
ら
待
つ
。
し
か
し
そ
ん
な
条

件
で
も
、
バ
ク
テ
リ
ア
は
極
め
て
ゆ
っ

く
り
だ
が
、
コ
ロ
ニ
ー
を
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
コ
ロ
ニ
ー
は
、
養

分
が
あ
っ
て
泳
ぎ
や
す
い
時
の
よ
う
な

デ
ィ
ス
ク
形
状
で
は
な
く
、
ト
ゲ
ト
ゲ

し
て
複
雑
な
、
D
L
A
（Diffusion 

Limited Aggregation

）
と
呼
ば
れ

る
形
状
と
な
る
。
D
L
A
の
境
界
の

長
さ
は
、
デ
ィ
ス
ク
形
状
の
50
倍
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
だ
。
自
分
が
動
け
な

い
代
わ
り
に
、
養
分
を
と
る
コ
ロ
ニ
ー

の
境
界
の
長
さ
を
で
き
る
だ
け
長
く
し

て
、
養
分
を
少
し
で
も
多
く
取
り
込
も

う
と
い
う
戦
略
だ
。
こ
の
不
思
議
さ
は

細
胞
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
な
の
だ
ろ
う

か
。こ

れ
を
解
明
す
る
に
は
、
モ
デ
ル
の

提
出
と
そ
の
解
析
が
必
要
で
あ
る
。
興

味
深
い
の
は
、
す
で
に
純
粋
数
学
者
が

こ
こ
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
1
0
0
年
ほ
ど
前
に

活
躍
し
た
コ
ッ
ホ
（
ヘ
ル
ゲ
・
フ
ォ
ン
・

コ
ッ
ホ
：
1
8
7
0
〜
1
9
2
4
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
数
学
者
）
だ
。
有
限

の
二
点
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
曲
線
の
う

ち
、
一
番
短
い
の
は
直
線
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
が
、
逆
に
、
無
限
の
長
さ

で
つ
な
ぐ
よ
う
な
曲
線
が
作
ら
れ
る
と

コ
ッ
ホ
は
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
２
つ

の
点
の
長
さ
が
１
と
な
る
直
線
を
考
え

る
。
こ
の
線
分
1
を
３
等
分
し
て
、
そ

の
真
ん
中
の
線
分
を
底
辺
と
す
る
正
三

角
形
を
つ
く
る
。
長
さ
３
分
の
１
の
線

分
を
２
つ
使
っ
て
２
点
間
の
曲
線
を

作
る
と
、
３
分
の
１
の
線
分
が
４
つ
で

き
る
の
で
、
曲
線
の
長
さ
は
３
分
の
４

に
な
る
。
こ
の
作
業
を
繰
り
返
し
行
っ

て
正
三
角
形
を
増
や
し
て
い
く
と
、
自

己
相
似
の
構
造
を
持
つ
曲
線
が
出
来
上

が
り
、
そ
の
長
さ
は
３
分
の
４
の
ｎ
乗

に
な
る
。
そ
こ
で
、
ｎ
を
無
限
大
に
し

て
い
く
と
、
２
点
間
の
曲
線
の
長
さ
は

無
限
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
例
え
ば

n = 

50
で
も
約
1
3
0
万
倍
と
膨

大
な
長
さ
と
な
る
。
じ
つ
は
こ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
、
先
ほ
ど
の
バ
ク
テ
リ
ア
が

コ
ロ
ニ
ー
を
作
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
も
見

ら
れ
る
。
コ
ッ
ホ
は
、
全
く
純
粋
数
学

的
な
、
あ
え
て
悪
口
を
い
う
と
病
理
学

的
な
興
味
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
た
の

だ
が
、
バ
ク
テ
リ
ア
の
コ
ロ
ニ
ー
形
成

に
対
し
て
、
モ
デ
ル
の
理
解
を
通
し
て

重
要
な
貢
献
を
し
た
の
で
あ
る
。

モ
デ
ル
で
解
析
、

モ
デ
ル
か
ら
物
づ
く
り

こ
の
よ
う
に
、
モ
デ
ル
を
使
っ
て

解
析
が
進
む
一
方
、
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
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こ
ろ
で
高
さ
を
決
め
、
そ
こ
か
ら
物
体

を
落
下
さ
せ
、
落
下
時
間
の
比
例
法
則

を
使
っ
て
塔
の
高
さ
を
計
っ
た
※
１
の

が
そ
の
一
つ
の
例
だ
。
空
気
抵
抗
を
考

慮
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
法
則

が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
種
の

微
分
方
程
式
が
モ
デ
ル
と
し
て
登
場
す

る
。
モ
デ
ル
が
で
き
あ
が
る
と
、
あ
と

は
数
学
の
問
題
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
私

は
モ
デ
ル
と
数
学
が
つ
な
が
っ
て
初
め

て
《
現
象
》
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
意
味
で
現
象
数
理
学
を
捉
え
て
い

る
。わ

れ
わ
れ
が
対
象
と
す
る
シ
ス
テ
ム

は
主
に
、
個
々
の
要
素
は
単
純
な
特
性

し
か
持
た
な
い
が
、
た
く
さ
ん
集
ま
る

と
、
そ
の
間
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
複

雑
な
機
能
が
生
ま
れ
た
り
、
予
想
で
き

な
い
現
象
を
示
し
た
り
す
る
シ
ス
テ
ム

だ
。
典
型
的
な
例
は
脳
で
、
人
間
で
は

千
億
ぐ
ら
い
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
あ
り
、

一
つ
ひ
と
つ
は
単
純
な
機
能
し
か
持
っ

て
い
な
い
が
、
全
体
と
し
て
は
高
度
な

機
能
を
発
揮
す
る
※
２
。
坂
東
先
生
の

お
話
に
あ
っ
た
交
通
流
で
も
、
ド
ラ
イ

バ
ー
一
人
一
人
は
、
渋
滞
を
起
こ
さ

な
い
よ
う
に
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
を

使
っ
て
運
転
し
て
い
る
が
、
車
の
密
度

が
高
く
な
っ
て
い
く
と
、
少
し
の
乱
れ

に
よ
っ
て
渋
滞
が
起
こ
る
。
こ
の
現
象

に
対
し
て
板
東
先
生
は
微
分
方
程
式
を

使
っ
た
モ
デ
ル
―
―
あ
え
て
モ
デ
ル
と

言
わ
せ
て
い
た
だ
く
が
―
―
を
提
出
さ

れ
た
。
一
旦
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
あ

と
は
数
学
、
あ
る
い
は
計
算
機
に
強
い

人
が
そ
れ
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
個
々
の

要
素
が
た
く
さ
ん
集
ま
り
、
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
そ
の
構
造
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
使
っ
て
実
際
に
も
の
づ
く

り
を
し
よ
う
、
と
い
う
試
み
も
進
ん
で

い
る
。
広
島
大
学
の
小
林
亮
先
生
た
ち

の
グ
ル
ー
プ
は
、
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
な

粘
菌
の
持
つ
面
白
い
性
質
を
使
っ
て
、

カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
を
つ
く
る
研
究
を

行
っ
て
い
る
。
詳
し
い
こ
と
は
割
愛
す

る
が
、
粘
菌
は
餌
場
を
い
く
つ
か
与
え

る
と
そ
の
間
を
最
短
距
離
で
つ
な
ぐ
性

質
が
あ
り
、
餌
場
の
数
を
増
や
せ
ば
非

常
に
巧
妙
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
こ
と
を
利
用
し
た
も
の
だ
。

更
に
、
こ
の
よ
う
な
生
物
の
持
っ
て

い
る
わ
れ
わ
れ
の
予
想
を
超
え
る
よ
う

な
機
能
（
生
物
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）

を
、
モ
デ
ル
を
使
っ
て
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
利
用
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
り
、

ロ
ボ
ッ
ト
を
作
る
こ
と
で
生
き
物
の
か

ら
く
り
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
研
究
も

小
林
先
生
、
中
垣
俊
之
先
生
（
は
こ
だ

て
未
来
大
）、
石
黒
章
夫
先
生
（
東
北

大
）
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。

一
昨
年
、
科
学
技
術
振
興
機
構

（
J
S
T
）
の
呼
び
か
け
で
、
地
球
環

境
変
動
や
自
然
災
害
、
疫
病
の
伝
搬
な

ど
、
今
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
て
い
る
10
の

難
問
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
い
う
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
。

そ
こ
で
の
議
論
は
、
確
か
に
難
問
の
解

決
に
は
複
数
に
ま
た
が
っ
た
既
存
の
学

問
分
野
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
を
縦
糸
と
し
た

と
き
、
そ
れ
ら
を
つ
な
げ
る
横
糸
と
し

て
数
理
科
学
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も

の
だ
っ
た
。
モ
デ
ル
を
通
し
て
、
い
ろ

ん
な
角
度
か
ら
、
こ
の
難
問
題
を
解
決

し
て
い
こ
う
と
い
う
学
際
的
な
研
究
は

決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
若

い
諸
君
に
は
、
ぜ
ひ
大
学
、
大
学
院
に

進
ん
で
、
こ
う
い
っ
た
問
題
に
挑
戦
し

て
ほ
し
い
と
思
う
。

モ
デ
ル
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
自
ら
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
を
通

し
て
、
社
会
に
貢
献
す
る
数
学
、
そ
し

て
現
象
数
理
学
が
今
こ
そ
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

な
る
べ
く
短
く
し
、
使
う
電
力
も
少
な

く
す
る
よ
う
な
効
率
性
と
省
電
力
を

考
え
た
シ
ス
テ
ム
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

考
え
方
を
使
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
え
る

際
に
よ
く
使
わ
れ
る
数
学
は
、
最
適
化

数
理
。
ほ
か
に
グ
ラ
フ
理
論
、
線
形
代

数
、
群
論
、
組
み
合
わ
せ
論
な
ど
が
使

わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
学
で
習
う
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も

の
が
あ
る
が
、
実
は
、
効
率
的
、
経
済

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
モ
デ
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
数
学

者
リ
ー
マ
ン
に
よ
る
リ
ー
マ
ン
予
想
の

類
似
に
関
係
し
て
い
る
。

リ
ー
マ
ン
予
想
と
は
、

ζ（s

）=

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
表
さ
れ

る
リ
ー
マ
ン
ゼ
ー
タ
関
数
（
ζ
（
ゼ
ー

タ
）
は
ギ
リ
シ
ャ
文
字
）
に
つ
い
て
の

予
想
で
、
s
に
複
素
数
※
２
を
代
入
し

た
と
き
、
こ
の
関
数
の
ゼ
ロ
に
な
る
点

が
、
ほ
と
ん
ど
、
複
素
数
平
面
の
あ
る

直
線
上
に
並
ぶ
と
い
う
予
想
。
ほ
か
に

も
ゼ
ロ
点
と
い
う
ゼ
ロ
を
と
る
点
は
あ

る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
計
算
す
る

と
、
数
万
個
の
ゼ
ロ
点
が
、
す
べ
て
そ

の
上
に
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て

い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
関
係
す
る
の
は
伊
原
ゼ
ー
タ

関
数
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う

な
一
見
全
く
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
数
学
が
現
実
の
世
界
で
こ
れ
だ
け

役
に
立
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
リ
ー
マ
ン
予
想
の
解
決
に

は
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
レ
ー
研
究
所
が
、

１
億
円
の
懸
賞
金
を
か
け
た
が
、
未
だ

に
解
か
れ
て
は
い
な
い
。

※
2　

複
素
数
と
は
、
実
数+

虚
数
で

表
さ
れ
る
数
。

検
索
エ
ン
ジ
ン
と
産
業
連
関

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
表
例
で
あ
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
検
索
エ
ン
ジ
ン

に
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
砂
田

利
一
」
で
検
索
す
る
と
た
く
さ
ん
の
項

1—1
s  +

  1—2
s  +

  1—3
s +

  1—4
s +

 …

現代の金融危機

市場の質

本
源
的
生
産
力

大恐慌と証券市場崩壊

産業独占による搾取

産業労働者の搾取

第一次産業革命

第二次産業革命

第三次産業革命

？

コッホ曲線
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力
学
系
理
論
と
は
何
か

私
の
研
究
分
野
は
力
学
系
理
論
と

い
う
も
の
で
、
初
期
時
刻
で
の
状
態
か

ら
、
す
べ
て
の
時
刻
の
状
態
が
た
だ
一

つ
に
決
ま
る
よ
う
な
法
則
に
従
っ
て
、

時
々
刻
々
変
化
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を

扱
う
分
野
だ
※
１
。
高
校
で
習
う
漸
化

式
も
力
学
系
の
一
種
。
高
校
で
は
、

線
形
、
つ
ま
り
１
次
式
で
表
さ
れ
る
漸

化
式
し
か
習
わ
な
い
と
思
う
が
、
そ

れ
を
２
次
式
に
し
て
、
少
し
非
線
形
に

す
る
と
※
２
、
そ
れ
だ
け
で
研
究
の
最

先
端
に
入
っ
て
し
ま
う
。
２
次
関
数
の

漸
化
式
と
い
う
の
は
簡
単
そ
う
に
見
え

て
、
じ
つ
は
非
常
に
難
解
で
奥
深
い
数

学
が
中
に
潜
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
変
数

を
複
素
数
に
拡
張
し
た
力
学
系
を
考
え

る
と
、
マ
ン
デ
ル
ブ
ロ
集
合
と
呼
ば
れ

る
複
雑
な
図
形
が
現
れ
て
く
る
。
C
G

ア
ー
ト
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ク

タ
ル
図
形
※
３
と
し
て
も
非
常
に
興
味

深
い
対
象
で
あ
る
こ
の
図
形
の
構
造
を

調
べ
る
こ
と
と
、
こ
の
力
学
系
の
解
の

構
造
を
調
べ
る
こ
と
と
が
密
接
に
結
び

つ
く
の
だ
。
こ
こ
に
は
非
常
に
深
く

て
、
未
解
決
の
大
き
な
問
題
が
残
っ
て

い
る
。
こ
の
集
合
を
初
め
て
可
視
化
し

て
図
に
描
い
て
見
せ
た
の
が
マ
ン
デ
ル

ブ
ロ
で
あ
り
、
私
の
同
僚
の
宍
倉
光
広

さ
ん
は
、
マ
ン
デ
ル
ブ
ロ
集
合
の
研
究

で
世
界
的
に
有
名
だ
※
４
・
５
。
こ
の
よ

う
に
、
高
校
の
数
学
の
題
材
は
注
意
深

く
安
全
な
と
こ
ろ
に
収
ま
っ
て
い
る

が
、
一
歩
踏
み
出
す
と
、
突
然
、
最
先

端
に
も
突
入
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
問

題
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
。

力
学
系
理
論
は
、
そ
の
名
前
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
運
動
法

造
、
解
の
全
体
の
構
造
を
調
べ
る
こ
と

に
興
味
を
持
ち
、
粗
い
骨
格
だ
け
で
も

と
ら
え
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
、
ト
ポ

ロ
ジ
ー
の
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
、
計

算
機
を
利
用
し
て
解
析
す
る
方
法
を
ア

メ
リ
カ
な
ど
の
共
同
研
究
者
と
一
緒
に

試
み
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
使
っ
て
何
か
で
き

な
い
か
と
思
っ
て
い
る
時
に
、
た
ま
た

ま
J
S
T
（
独
立
行
政
法
人　

科
学

技
術
振
興
機
構
）
の
C
R
E
S
T
※
７

の
数
学
領
域
、『
数
学
と
諸
分
野
の
協

働
に
よ
る
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
の
探
索
』

の
募
集
を
知
り
※
８
、
機
械
工
学
と
非

線
形
物
理
の
方
た
ち
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
結
合
力
学
系
、
つ
ま
り
様
々
な
力
学

系
が
相
互
作
用
し
て
い
る
よ
う
な
複
合

的
な
シ
ス
テ
ム
を
共
同
で
研
究
し
よ

う
と
い
う
こ
と
で
応
募
し
て
採
択
さ
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
歩
行
の
よ
う
な
、
神

経
系
と
身
体
と
の
協
調
構
造
を
数
学
的

に
解
析
し
、
そ
れ
を
工
学
的
に
役
立
て

ら
れ
な
い
か
と
い
う
研
究
を
行
っ
て
い

る
。

※
６　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
A
・
ヨ
ー
ク

（Jam
es A

lan Y
orke　

1
9
4
1

年
〜
）：
ア
メ
リ
カ
人
の
数
学
者
で
、

現
在
は
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
の
教
授
。

1
9
7
5
年
、李
天
岩
と
と
も
に
、区
間

上
の
連
続
関
数
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る

力
学
系
の
解
が
あ
る
簡
単
な
条
件
で
非

常
に
複
雑
な
振
る
舞
い
を
示
す
こ
と
を

証
明
し
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
現
象
を

カ
オ
ス
と
呼
ん
だ
。そ
の
後
も
、力
学
系

や
カ
オ
ス
に
つ
い
て
の
新
し
い
興
味
深

い
現
象
を
数
多
く
発
見
し
、
2
0
0
3

年
に
マ
ン
デ
ル
ブ
ロ
と
共
に
日
本
国
際

賞
を
受
賞
し
た
。

※
７　

J
S
T
に
よ
る
戦
略
的
創
造
研

究
推
進
事
業
の
一
つ
で
、「
国
が
定
め
る

戦
略
目
標
の
達
成
へ
向
け
て
課
題
達
成

型
基
礎
研
究
を
推
進
し
、
科
学
技
術
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
革
新
的
技

術
シ
ー
ズ
を
創
出
す
る
た
め
の
チ
ー
ム

型
研
究
」。

※
８　

テ
ー
マ
は
『
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
全

構
造
計
算
法
の
発
展
に
よ
る
脳
神
経—

身
体
リ
ズ
ム
機
構
の
解
明
と
制
御
』で
、

《
ヒ
ト
や
動
物
が
動
的
に
変
動
す
る
環

境
に
適
応
し
て
活
動
す
る
基
礎
と
な
る

脳
神
経
系
と
身
体
系
の
リ
ズ
ム
制
御

機
構
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ダ
イ
ナ
ミ

ク
ス
全
構
造
計
算
法
な
ど
の
数
理
的
方

法
を
用
い
て
神
経
系
の
数
理
モ
デ
ル
の

ア
ト
ラ
ク
タ
の
多
様
性
や
引
き
込
み
領

域
を
解
析
す
る
こ
と
で
高
度
な
機
能
発

現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
数
理
的

解
析
と
実
機
モ
デ
ル
で
の
実
験
を
通
し

て
、
リ
ズ
ム
調
整
や
歩
容
遷
移
な
ど
の

歩
行
制
御
機
構
の
研
究
か
ら
工
学
的
な

技
術
や
応
用
に
つ
な
げ
る
こ
と
》
を
目

指
す
と
す
る
。

京都大学大学院
理学研究科　教授

國府　寛司 先生
P r o f i l e
京都大学理学部卒業後、同大学
大学院理学研究科博士後期課程
数学専攻修了。理学博士。京都
大学理学研究科助教授を経て、
2006年より現職。自然界の諸現
象を数理モデルで説明。最近は力
学系の「位相計算的方法」に取組
む。有限的なデータしか表現できな
い計算機に、トポロジーの考え方を
融合し、力学系という連続的なも
のを有限の形で表現し構造を調べ
る。JST-CREST「ダイナミクス全
構造計算法の発展による脳神経
―身体リズム機構の解明と制御」
の中心メンバー。

実
際
に
使
わ
れ
て
い
る

物
理
、
数
学

今
日
は
物
理
の
話
を
中
心
に
、
物
理

と
数
学
が
ど
う
関
係
し
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
、
世
の
中
に
ど
う
関
係
し
て
い

る
か
に
つ
い
て
話
す
。
ま
ず
高
校
の
数

学
や
物
理
は
大
学
の
学
問
に
ど
う
つ
な

が
っ
て
い
る
か
。
理
系
の
場
合
は
主
に

大
学
１
年
で
線
型
代
数
や
微
分
積
分
を

習
う
が
、
微
分
積
分
は
高
校
で
習
っ
た

も
の
の
延
長
で
、
微
分
方
程
式
な
ど
に

つ
な
が
る
。
線
型
代
数
は
数
Ｃ
の
行
列

の
延
長
上
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
先

に
、
数
学
は
も
ち
ろ
ん
、
物
理
学
な
ど

の
専
門
分
野
が
あ
る
。
物
理
学
と
数
学

の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
は
最
先
端
の
領
域

だ
け
で
な
く
、
基
礎
的
な
段
階
で
も
見

ら
れ
る
。
情
報
学
も
、
数
学
と
の
関
係

が
密
接
だ
。
み
な
、
大
学
１
、
２
年
の

数
学
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
い
い
。

こ
れ
ら
を
応
用
し
た
の
が
工
学
だ

が
、身
の
回
り
の
も
の
、例
え
ば
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
１
つ
で
も
、
高
校
２
年
で
習

う
三
角
関
数
、
あ
る
い
は
微
分
積
分
、

さ
ら
に
は
電
磁
気
学
、
相
対
性
理
論
や

量
子
力
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
数
学
的

知
識
や
物
理
学
的
知
識
が
使
わ
れ
て
い

る
。三

角
関
数
は
、
物
理
で
習
う
振
動
、

波
動
の
ほ
う
が
よ
り
近
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
電
波
に
関
係
す
る
。
電
波
に
も

い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
が
、
実
は
三
角

関
数
を
合
成
し
た
も
の
で
必
ず
で
き
て

い
る
。
こ
れ
は
、
大
学
で
習
う
フ
ー
リ

エ
解
析
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ

ん
電
磁
気
に
も
関
係
が
あ
る
。

相
対
性
理
論
は
物
理
学
科
で
は
大
学

３
、
４
年
で
習
う
が
、
カ
ー
ナ
ビ
や
最

近
は
携
帯
電
話
な
ど
に
も
入
っ
て
い
る

G
P
S
に
関
係
し
て
い
る
。
G
P
S

は
、
地
球
の
周
り
を
飛
ん
で
い
る
人
工

衛
星
か
ら
電
波
を
飛
ば
し
て
自
分
の
位

置
を
計
算
し
て
い
る
。
人
工
衛
星
は
、

地
球
の
上
を
と
て
も
速
い
ス
ピ
ー
ド
で

回
っ
て
い
る
の
で
、
相
対
性
理
論
に
よ

れ
ば
、
積
ん
で
い
る
時
計
が
示
す
時
間

の
進
み
方
が
変
わ
る
。
そ
れ
に
加
え
て

さ
ら
に
、
重
力
が
強
い
と
こ
ろ
と
弱
い

と
こ
ろ
と
で
は
、
時
空
の
ゆ
が
み
方
が

異
な
り
、
こ
の
影
響
で
時
間
の
進
み
方

が
変
わ
る
。
G
P
S
で
位
置
を
推
定

す
る
に
は
、
き
わ
め
て
高
精
度
の
時
計

が
必
要
な
の
で
、
相
対
性
理
論
の
影
響

を
考
慮
し
て
時
計
を
補
正
し
な
い
と
、

自
分
の
い
る
位
置
が
ず
れ
て
し
ま
う
。

も
う
少
し
数
学
よ
り
の
話
で
は
、

大
学
１
年
で
習
う
オ
イ
ラ
ー
の
公
式
は

重
要
だ
。
高
校
２
年
以
上
で
は
指
数
関

数
を
習
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
学
Ⅲ

で
は
さ
ら
に
ｅ
と
い
う
数
を
習
う
。
ｅ

と
い
う
の
は
、
自
然
対
数
の
底
（
ネ
イ

ピ
ア
数
）
※
１
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

2
・
7
1
8
2
8
…
と
い
う
無
理
数
で

あ
る
。
こ
の
数
と
、
円
周
率
π
、
虚
数

i
の
間
に
は
、           　
と
い
う
関

係
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
オ
イ

ラ
ー
が
3
0
0
年
近
く
前
に
見
つ
け

た
式
で
、
物
理
で
も
工
学
で
も
日
常
的

に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
、
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
電
気

回
路
の
電
流
を
計
算
す
る
と
き
に
は
、

π
の
部
分
を
一
般
の
角
度
に
し
て
や
る

と
、
振
動
な
ど
の
振
る
舞
い
を
簡
単
に

計
算
で
き
る
。

量
子
力
学
も
大
学
の
物
理
学
科
や
化

学
科
に
行
く
と
習
う
。
原
子
や
分
子
、

光
子
な
ど
の
、
常
識
と
は
か
け
離
れ
た

性
質
を
記
述
す
る
に
は
、
量
子
力
学
が

必
要
で
あ
る
。
携
帯
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
中
に
あ
る
C
P
U
は
、
半
導

体
と
呼
ば
れ
る
物
質
※
２
か
ら
で
き
て

い
る
が
、
そ
の
性
質
は
量
子
力
学
が
な

い
と
理
解
で
き
な
い
。
ほ
か
に
も
た
と

え
ば
、
薬
品
な
ど
の
化
学
物
質
を
合
成

す
る
際
も
、
量
子
力
学
に
基
づ
い
た
計

算
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
量
子
力
学
は

難
解
だ
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
現
代
の

文
明
は
成
り
立
た
な
い
。

※
１　
e
の
定
義
は
、                

で

与
え
れ
る
。e

x

と
い
う
指
数
関
数
を
x

で
何
度
微
分
し
て
も
元
と
同
じ
e

x

に

な
る
な
ど
興
味
深
い
性
質
を
持
っ
て
い

る
。

※
２　

半
導
体
は
、
電
気
を
流
さ
な
い

絶
縁
体
と
電
気
を
流
す
導
体
の
中
間
的

な
性
質
を
持
つ
。

私
の
研
究

コ
ッ
プ
１
杯
の
水
に
は
大
体
10
の

24
乗
個
ぐ
ら
い
の
分
子
が
入
っ
て
い

る
。
ア
ボ
ガ
ド
ロ
数
を
習
っ
た
と
思
う

が
、
１
mol
は
約
10
の
23
乗
。
コ
ッ
プ

に
は
約
10 

mol
の
水
が
入
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
構
成
す
る
分
子
が
ラ
ン
ダ
ム
に
飛

び
回
っ
て
い
る
。
分
子
を
直
接
見
る
こ

と
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

も
し
も
分
子
た
ち
を
１
個
１
個
観
察

し
て
操
作
で
き
る
と
、
情
報
を
使
っ
て

あ
る
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
（
こ
こ
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
は
、
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
仕
事
な
ど
に
使
う
こ
と
の
で

き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
）。
19
世
紀
に
原
子
や
分
子
を
１
個

ず
つ
操
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
考
え

た
の
が
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
と
い
う
物
理
学

者
で
、
原
子
を
１
個
ず
つ
操
っ
て
情
報

を
自
由
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
空
想
上
の
存
在
を
マ
ク

ス
ウ
ェ
ル
・
デ
ー
モ
ン
と
呼
ぶ
。

20
世
紀
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
、
実

際
に
原
子
を
１
個
１
個
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
精
密
に
操

作
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
工
学
的
な
観
点
か
ら
は
、
原
子

一
つ
ひ
と
つ
を
操
作
し
て
情
報
を
貯
え

る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
た
く
さ
ん
の
情
報
を
小
さ

な
範
囲
に
蓄
え
ら
れ
る
か
ら
、
と
て
も

小
さ
く
て
性
能
の
良
い
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
が
実
現
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

量
子
力
学
に
出
て
く
る
不
確
定
性

原
理
を
使
う
と
、
さ

ら
に
す
ご
い
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
が
で
き

る
。
原
子
や
分
子
に

は
、
観
測
す
る
ま

で
、
そ
こ
に
あ
る
の

か
な
い
の
か
決
ま
っ

て
い
な
い
と
い
う
不

思
議
な
性
質
が
あ

る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
こ
の
こ
と
に

関
し
て
、「
月
を
見

て
い
な
い
時
、
月
は

本
当
に
そ
こ
に
あ
る

の
か
」
と
言
っ
て
疑

問
を
投
げ
か
け
た
の

は
有
名
だ
。
こ
の
よ

う
な
物
理
学
の
根
本

京都大学白眉センター
特定助教　

沙川　貴大 先生
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則
を
微
分
積
分
学
を
用
い
て
定
式
化
し

た
と
こ
ろ
に
起
源
を
持
つ
。
ニ
ュ
ー
ト

ン
は
太
陽
と
地
球
の
２
つ
の
天
体
が
、

共
通
の
重
心
の
周
り
を
楕
円
運
動
し
て

い
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
そ
こ
へ
さ
ら

に
、
木
星
も
考
慮
に
入
れ
て
、
多
く
の

数
学
者
、
物
理
学
者
た
ち
が
解
明
を
試

み
た
が
、
な
か
な
か
上
手
く
い
か
な

い
。
そ
ん
な
中
で
、
1
8
9
0
年
代

に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ア
ン
カ
レ
※

６
が
、
３
つ
の
天
体
が
相
互
に
作
用
す

る
よ
う
な
《
３
体
問
題
》
と
い
う
の
は

解
け
な
い
、
解
は
あ
る
が
、
式
で
書
き

下
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
た
。
そ
し
て
、
解
が
書
け
な
い

な
ら
、
方
程
式
を
解
か
ず
に
解
の
性
質

を
理
解
し
よ
う
と
、
微
分
方
程
式
の
解

を
定
性
的
に
調
べ
る
こ
と
を
始
め
た
。

今
日
の
力
学
系
理
論
は
こ
こ
に
誕
生
す

る
。

※
1　

X
n

＋1 =f (X
n ) 

と
い
う
漸
化
式

の
ｎ
を
時
刻
と
考
え
る
と
、
時
刻
ｎ
に

対
し
て
、
ｎ
＋
１
と
い
う
次
の
時
刻
に

お
け
る
状
態
が
前
の
時
刻
の
状
態
か
ら

た
だ
１
つ
に
決
ま
る
。時
刻
ゼ
ロ
で
の

初
期
状
態 X

0 = p 

が
与
え
ら
れ
れ
ば
、

次
々
と
辿
る
こ
と
で
、
好
き
な
時
刻
ｎ

で
の
状
態X

n

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、X

n

＋1 = aX
n 

と
い
う
漸
化
式

な
らX

n = pa
n-1 

に
な
る
。

※
２　

非
線
形
と
は
、
１
次
式
で
は
書

き
表
せ
な
い
よ
う
な
式
の
こ
と
。X

n

＋

1 = X
n (1-X

n ) 

な
ど
はX

n

の
２
次
の
項
を

含
む
の
で
非
線
形
な
漸
化
式
と
な
る
。

※
３　

リ
ア
ス
式
海
岸
の
海
岸
線
の
よ

う
に
ど
の
部
分
を
拡
大
し
て
も
、
元
の

図
形
と
同
じ
複
雑
さ
を
持
っ
て
い
る
よ

う
な
、
非
常
に
複
雑
な
図
形
を
数
学
的

に
定
式
化
し
た
概
念
。

※
４　

ブ
ノ
ワ
・
マ
ン
デ
ル
ブ
ロ

（Benoît B. M
andelbrot, 

1
9
2
4

年
〜
2
0
1
0
年
）、フ
ラ
ン
ス
系
ア
メ

リ
カ
人
で
、
フ
ラ
ク
タ
ル
の
概
念
の
提

唱
者
。数
学
者
、
自
然
科
学
者
で
あ
り
、

経
済
学
者
で
も
あ
る
。
2
0
0
3
年
に

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ヨ
ー
ク
と
と
も
に
日
本

国
際
賞
を
受
賞
し
た
。

※
５　

1
9
9
4
年
に
、
こ
れ
に
関
連

す
る
複
素
力
学
系
の
業
績
に
つ
い
て

フ
ィ
ー
ル
ズ
賞
を
受
賞
し
た
の
が
フ
ラ

ン
ス
の
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ヨ
コ
ツ 

（
1
9
5
7
〜
）。

※
６　

ア
ン
リ
・
ポ
ア
ン
カ
レ（H

enri 
Poincaré

、
1
8
5
4
年
〜
1
9
1
2

年
）は
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
。解
析
学
を

中
心
と
す
る
広
い
分
野
の
数
学
、
数
理

物
理
学
、
天
体
力
学
な
ど
に
重
要
な
貢

献
を
し
、
ト
ポ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
の
１

人
と
な
っ
た
。科
学
哲
学
の
著
作
も
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。

構
造
安
定
性
と
構
造
不
安

定
性
、
カ
オ
ス

1
9
3
0
年
代
に
な
っ
て
、
力
学

系
理
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
１
つ
の

ア
イ
デ
ア
と
し
て
構
造
安
定
性
と
い
う

概
念
が
出
て
き
た
。
少
し
だ
け
揺
す
っ

て
み
て
も
、
解
の
定
性
的
な
構
造
が
全

く
変
化
し
な
い
よ
う
な
力
学
系
だ
。
物

理
現
象
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
現
象
が
力

学
系
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
か
ら
に
は
、

構
造
安
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
の
は
も
っ
と
も
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
重

要
な
考
え
だ
と
い
う
こ
と
で
、
１
９
６

０
年
頃
か
ら
ス
メ
ー
ル
を
中
心
と
し
た

数
学
者
た
ち
が
、
そ
れ
を
双
曲
性
と
い

う
概
念
に
よ
っ
て
数
学
的
に
特
徴
づ
け

よ
う
と
す
る
研
究
を
開
始
し
、
１
９
９

０
年
代
ま
で
に
一
応
の
解
決
が
得
ら
れ

た
。
そ
れ
に
は
東
大
の
林
修
平
さ
ん
も

重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、

《
構
造
安
定
》
で
は
な
い
が
、
非
常
に

豊
か
な
振
る
舞
い
を
す
る
力
学
系
が
、

気
象
学
や
電
気
工
学
、
生
物
学
な
ど
で

散
発
的
に
発
見
さ
れ
た
。
気
象
学
で
は

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
、
天
気

の
長
期
予
報
を
理
論
的
に
研
究
し
て
い

て
、
そ
こ
で
導
か
れ
た
比
較
的
簡
単
そ

う
に
見
え
る
力
学
系
で
は
、
少
し
初
期

値
が
変
わ
る
と
、
時
間
の
経
過
で
そ
の

差
が
急
速
に
拡
大
し
て
、
予
測
で
き
な

い
ぐ
ら
い
に
違
っ
た
結
果
に
な
る
こ
と

を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
、

《
バ
タ
フ
ラ
イ
効
果
》
と

呼
ば
れ
て
、《
ア
マ
ゾ
ン

で
蝶
が
羽
ば
た
い
た
ら
テ

キ
サ
ス
で
ト
ル
ネ
ー
ド
が
起
こ
る
》
な

ど
、
様
々
な
譬
え
を
生
み
、
映
画
ジ
ュ

ラ
シ
ッ
ク
・
パ
ー
ク
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

電
子
工
学
で
も
、
あ
る
種
の
電
気

回
路
で
非
常
に
複
雑
な
発
振
振
動
現
象

が
起
こ
る
の
を
、
京
都
大
学
工
学
部
の

上
田
睆
亮
氏
が
見
つ
け
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
ロ
バ
ー
ト
・
メ
イ
は
、
２
次
関
数
で

表
さ
れ
る
生
物
学
の
個
体
数
変
化
を

表
す
力
学
系
モ
デ
ル
で
、
生
物
の
数
が

非
常
に
不
規
則
に
変
化
す
る
こ
と
を

見
つ
け
た
。
そ
れ
ら
を
見
て
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
A
・
ヨ
ー
ク
※
６
が
、
そ
れ
を

カ
オ
ス
と
名
づ
け
た
こ
と
で
、
一
躍
有

名
に
な
っ
た
。
現
在
、
力
学
系
理
論
で

は
、
よ
り
豊
か
な
非
線
形
現
象
の
理
解

の
た
め
に
力
学
系
理
論
を
発
展
さ
せ
よ

う
と
、
こ
の
構
造
不
安
定
な
力
学
系
に

つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

る
。力

学
系
は
時
間
と
と
も
に
変
化
す

る
シ
ス
テ
ム
の
た
め
、
数
学
と
し
て
も

興
味
深
い
対
象
だ
が
、
他
の
分
野
と
も

共
同
の
議
論
や
研
究
が
し
や
す
い
。
例

え
ば
航
空
宇
宙
工
学
で
は
、
N
A
S
A

の
ジ
ェ
ネ
シ
ス
計
画
で
、
打
ち
上
げ
る

衛
星
の
コ
ス
ト
を
で
き
る
だ
け
抑
え
る

た
め
に
、
力
学
系
の
理
論
の
最
新
の
成

果
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
。

私
は
、
力
学
系
の
分
岐
の
研
究
、

つ
ま
り
力
学
系
を
揺
す
っ
て
み
て
ど
う

い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
を
調
べ
て
い
る

う
ち
に
、
自
然
に
力
学
系
の
全
体
の
構

高 大 連 携 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム

数理科学

問
題
、
実
在
と
は
何
か
と
い
っ
た
こ
と

と
関
係
し
て
く
る
よ
う
な
不
思
議
な
性

質
を
使
え
ば
、
す
ご
い
情
報
処
理
が
で

き
る
。
こ
れ
が
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

と
か
量
子
暗
号
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。

量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
ま
だ
で
き
て

い
な
い
が
、
あ
る
種
の
計
算
に
つ
い
て

は
、
た
と
え
ば
今
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
１
億
年
ぐ
ら
い
か
か

る
よ
う
な
処
理
を
、
１
分
ぐ
ら
い
で
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
一

方
、
量
子
の
性
質
を
使
っ
て
、
い
わ
ば

物
理
法
則
の
レ
ベ
ル
で
絶
対
に
破
れ
な

い
暗
号
を
作
る
の
が
量
子
暗
号
。
大
規

模
な
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
実
現
は
か

な
り
困
難
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
大
規

模
な
量
子
暗
号
の
実
用
化
は
そ
う
遠
く

な
い
将
来
に
可
能
で
あ
る
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。

私
は
、
原
子
や
分
子
を
操
っ
て
情
報

を
ど
う
制
御
す
る
か
と
い
う
研
究
を
し

て
い
る
。
情
報
と
物
理
は
、
一
見
、
全

く
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
実
は

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
昔
か
ら
物
理

学
者
た
ち
が
言
う
通
り
、「
情
報
は
物

理
的
」
な
の
だ
。
こ
れ
か
ら
も
情
報
と

物
理
を
考
え
る
こ
と
で
新
し
い
分
野
を

切
り
開
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

e
πi = -1
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大阪府立北野高校　校長
楠野　宣孝先生

得
意
技
を
磨
け
、

高
校
で
は
基
礎
を

司
会
・
上
山
大
信
先
生
（
明
治
大
学

総
合
数
理
学
部
広
報
担
当
）
：
高
校

で
は
数
学
と
物
理
な
ど
の
理
科
と
は

分
け
て
学
ん
で
い
る
が
、
今
日
の
先

生
方
の
お
話
で
は
そ
れ
ら
が
分
野
を

超
え
て
混
ざ
り
合
っ
て
お
り
、
大
学

で
の
最
先
端
の
教
育
・
研
究
の
姿
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
。
た
だ
こ
う
し
た
分
野
を
越
え

た
研
究
は
た
や
す
そ
う
に
見
え
て
、

実
際
に
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。

國
府
先
生
は
C
R
E
S
T
で
、
分
野

を
越
え
て
異
分
野
の
人
と
研
究
交
流

し
て
い
く
中
で
、
新
た
な
数
理
科
学

が
見
え
て
く
る
と
言
わ
れ
た
が
、
困

難
な
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
思

う
。
ま
ず
は
、
そ
の
あ
た
り
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
て
、
議
論
の
始
ま
り

と
し
た
い
。

國
府
寛
司
先
生
：
そ
れ
ま
で
も
い
ろ

ん
な
分
野
の
人
と
話
を
す
る
こ
と

は
、
比
較
的
多
か
っ
た
と
思
う
。
た

だ
、
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
工
学
者

や
物
理
学
者
の
感
覚
が
す
ぐ
に
わ
か

ら
ず
、
数
学
の
立
場
か
ら
、
「
定
義

は
何
で
す
か
」
な
ど
と
す
ぐ
聞
い
て

し
ま
う
。
定
義
が
わ
か
ら
な
い
と
、

何
を
話
し
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
と
。
私
の
場
合
、
言
葉
が
少
し

通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
一
つ

の
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
。
以
後
、
そ
う

い
う
こ
と
を
す
る
の
な
ら
、
こ
う
考

え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
が
時
々

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
数

学
で
、
わ
か
っ
た
と
い
う
の
と
は
違

う
。
少
し
視
野
が
開
け
、
自
分
の
考

え
方
が
も
う
一
つ
増
え
た
よ
う
で
非

常
に
面
白
い
と
思
っ
て
い
る
。

司
会
：
坂
東
先
生
の
タ
イ
ト
ル
の
よ

う
に
、
分
野
を
越
え
る
と
き
に
は
、

数
理
科
学
、
数
学
が
共
通
の
言
葉
と

な
る
。
専
門
ご
と
に
違
う
言
葉
遣
い

の
中
か
ら
共
通
の
言
葉
が
得
ら
れ
る

と
、
交
流
が
一
気
に
進
む
。
そ
う
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
、
三

村
先
生
は
モ
デ
リ
ン
グ
を
強
調
さ
れ

た
。
モ
デ
リ
ン
グ
が
で
き
れ
ば
、
現

象
は
数
学
の
言
葉
に
な
り
、
数
学
と

い
う
道
具
を
使
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
象

が
理
解
で
き
る
と
。
将
来
、
モ
デ
リ

ン
グ
に
か
か
わ
る
た
め
に
は
、
高
校

時
代
は
ど
う
い
う
姿
勢
で
、
何
を
学

ん
で
お
け
ば
い
い
の
か
。

三
村
昌
泰
先
生
：
ま
ず
少
し
で
も
あ

や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
わ

か
ら
な
い
と
い
う
数
学
者
の
態
度

で
は
、
共
同
研
究
は
絶
対
で
き
な

い
。
厳
密
性
を
大
事
に
す
る
数
学
の

言
葉
以
外
に
、
医
学
、
生
物
学
に
も

彼
等
の
言
葉
が
あ
る
。
言
葉
の
違
い

を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
モ
デ
リ
ン
グ
は
数
学
的

な
構
造
か
ら
入
っ
て
い
く
が
、
現
場

で
異
分
野
の
人
と
話
し
て
つ
く
っ
て

い
く
も
の
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
一
方
で
、
連
携
や
横
断
と

い
っ
て
自
分
の
立
場
が
な
く
な
る
よ

う
な
勉
強
で
は
困
る
。
必
ず
自
分
の

得
意
技
を
持
た
な
い
と
駄
目
だ
。
面

白
い
問
題
に
は
必
ず
深
い
数
学
が
必

要
で
、
底
の
浅
い
数
学
で
は
解
け
な

い
。
き
ち
ん
と
し
た
数
学
、
深
い
数

学
を
身
に
つ
け
て
、
い
ろ
ん
な
分
野

に
切
り
込
ん
で
い
け
る
よ
う
な
人
た

ち
が
、
こ
れ
か
ら
世
の
中
に
出
て
く

れ
ば
非
常
に
う
れ
し
い
。

坂
東
昌
子
先
生
：
高
校
時
代
は
学
問

の
基
礎
を
身
に
つ
け
る
時
期
。
た

だ
、
基
礎
は
世
の
中
の
複
雑
な
現
象

か
ら
エ
ッ
セ
ン
ス
、
常
識
的
な
こ

と
だ
け
を
取
り
出
し
た
も
の
だ
か

ら
、
確
か
に
面
白
く
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
私
も
高
校
時
代
、
物
理
は

面
白
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
運
動

と
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
に
従
っ
た

規
則
的
な
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
学
ぶ
か
ら
、
次
に
カ
オ
ス
の
よ

う
な
も
の
の
面
白
さ
や
不
思
議
さ
に

驚
く
。
カ
オ
ス
の
よ
う
に
動
く
お
も

ち
ゃ
を
見
て
も
、
孫
に
は
面
白
さ
が

わ
か
ら
な
い
。

　

基
礎
を
学
ぶ
の
は
忍
耐
力
が
い

る
。
か
と
い
っ
て
カ
オ
ス
の
面
白
さ

を
知
ら
ず
に
忍
耐
す
る
だ
け
で
は
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
続
か
な
い
。
研
究

者
は
い
つ
も
悩
み
な
が
ら
、
ど
ち
ら

も
目
指
し
て
い
る
と
思
う
。
私
自

身
は
、
山
口
先
生
か
ら
刺
激
を
受
け

て
、
最
初
に
交
通
流
の
分
野
で
仕
事

を
し
た
。
そ
の
時
感
じ
た
の
は
、
興

味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
を

仕
事
に
す
る
の
と
で
は
違
う
と
い
う

こ
と
。
実
際
、
工
学
部
の
人
と
仕
事

を
し
て
み
る
と
、
カ
ル
チ
ャ
ー
も
言

葉
も
違
う
。
ま
た
物
理
で
は
、
交
通

渋
滞
の
原
因
が
わ
か
る
こ
と
が
大
事

だ
が
、
工
学
部
の
人
は
、
そ
れ
が
ど

う
役
立
て
ら
れ
る
か
を
考
え
る
。

司
会
：
沙
川
さ
ん
、
高
校
か
ら
大
学

へ
か
け
て
、
例
え
ば
数
理
科
学
に
対

す
る
見
え
方
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
。

沙
川
貴
大
先
生
：
大
学
に
入
る
と
、

勉
強
す
る
範
囲
が
高
校
の
物
理
や
数

学
に
比
べ
て
か
な
り
増
え
る
。
高

校
の
と
き
の
よ
う
に
多
く
の
練
習

問
題
を
解
い
て
一
つ
一
つ
の
範
囲

を
習
得
す
る
、
と
い
う
だ
け
の
余

裕
が
必
ず
し
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
興
味

の
あ
る
こ
と
や
、
得
意
に
し
た
い

こ
と
に
つ
い
て
は
し
っ
か
り
学
ん

で
ほ
し
い
。
分
野
横
断
型
で
活
躍

す
る
に
は
、
得
意
分
野
を
一
つ
極

め
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
。
文
系

の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
理
系

の
研
究
開
発
職
で
一
般
企
業
に
就

職
す
る
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
昔
の
偉
い
人
の
言
葉
に
、

“To know something about 
everything and everything 
about something

”
と
い
う
の
が

あ
る
。
す
べ
て
の
分
野
に
つ
い
て
少

し
ず
つ
で
も
何
か
を
知
っ
て
お
き
、

あ
る
分
野
に
つ
い
て
は
全
て
を
知
っ

て
お
く
、
そ
れ
が
理
想
だ
と
い
う
こ

と
だ
。
高
校
時
代
や
大
学
の
１
年
、

２
年
は
、
ま
だ
基
礎
固
め
の
と
き
。

自
分
の
好
き
な
分
野
、
得
意
な
も
の

を
と
に
か
く
深
く
極
め
て
ほ
し
い
。

砂
田
利
一
先
生
：
恐
ら
く
こ
の
中
で

は
、
私
が
一
番
、
純
粋
数
学
の
研
究

者
だ
と
思
う
が
、
私
自
身
は
、
深
く

極
め
て
い
く
方
で
、
あ
ま
り
横
へ
の

広
が
り
持
た
な
か
っ
た
。
た
だ
、
数

学
と
い
う
分
野
で
は
、
あ
る
時
期
に

は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
程
度
の
パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
の
人
た
ち
は
、
あ
る
時

期
か
ら
横
か
ら
も
見
て
い
こ
う
と

啓
発
書
を
書
い
た
り
す
る
よ
う
に
な

る
。
私
も
40
歳
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
本

を
書
き
始
め
、
岩
波
の
『
物
理
の
世

界
』
に
も
書
い
た
。
そ
れ
が
き
っ
か

け
で
物
理
に
興
味
が
わ
き
、
結
晶
の

研
究
へ
と
つ
な
が
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
若
い
時
代
か
ら
そ
う
い

う
環
境
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
必
要

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
総

合
数
理
学
部
で
は
、
少
し
で
も
興
味

を
持
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
つ
い
て

話
や
議
論
の
で
き
る
環
境
を
、
最
初

か
ら
整
え
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
か
つ
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ガ

ウ
ス
な
ど
深
さ
と
横
へ
の
広
が
り
を

併
せ
持
っ
た
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
い

た
。
今
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、

こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
い
う
研
究
者
が

や
は
り
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ

か
ら
だ
。
数
理
科
学
、
あ
る
い
は
自

然
科
学
で
、
い
い
意
味
で
二
面
性
を

持
っ
た
研
究
者
が
出
て
く
れ
ば
、
日

本
と
は
い
わ
ず
、
世
界
の
人
類
の
た

め
に
も
、
と
て
も
い
い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
冨
山
先
生
、
高
校
で
数
学

を
教
え
て
お
ら
れ
る
立
場
か
ら
、
今

日
の
講
演
等
に
つ
い
て
の
感
想
を
。

冨
山
先
生
：
高
校
の
数
学
の
授
業
で

は
、
ほ
か
の
分
野
と
の
関
連
に
つ
い

て
話
す
の
は
非
常
に
難
し
い
。
こ
の

学
校
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
進
学

を
真
剣
に
考
え
て
い
る
生
徒
の
多

い
学
校
で
は
、
少
し
で
も
先
に
進
む

こ
と
、
受
験
に
役
立
つ
こ
と
の
方
が

期
待
さ
れ
る
。
授
業
の
中
で
、
個
人

的
に
は
大
学
の
学
問
と
の
つ
な
が
り

を
話
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
話

は
あ
ま
り
聞
き
た
く
な
い
と
い
う
よ

う
な
顔
を
生
徒
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
私
の
話
術
の
問
題
も
あ
る
と
は

思
う
が
、
今
学
ん
で
い
る
こ
と
が
、

こ
の
先
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か

と
い
う
意
識
は
希
薄
だ
。
今
日
、
お

話
を
伺
っ
て
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
生

徒
だ
け
で
も
少
し
意
識
を
変
え
て
く

れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
る
。

　

生
徒
諸
君
は
、
こ
の
機
会
に
、
な

ぜ
大
学
入
試
に
数
学
が
あ
る
の
か
を

考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
数
学
は
点
数

を
と
る
た
め
の
科
目
で
は
な
い
し
、

試
験
で
君
た
ち
を
ふ
る
い
に
か
け
る

た
め
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
君
た

ち
が
こ
の
先
、
い
ろ
ん
な
分
野
で
研

究
し
て
い
く
た
め
の
ベ
ー
ス
に
な
る

も
の
だ
か
ら
、
卒
業
の
時
点
で
、
ど

れ
く
ら
い
身
に
つ
い
て
い
る
か
を
確

認
し
よ
う
と
い
う
主
旨
で
行
わ
れ
て

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
質
疑
応
答

高
校
の
数
学
は

ど
こ
へ
つ
な
が
る
か

生
徒
A
：
砂
田
先
生
に
。
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
根
本
に
な
る

よ
う
な
数
学
と
は
。

砂
田
利
一
先
生
：
高
校
の
数
学
で

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
直

接
、
関
係
す
る
も
の
は
な
い
が
、

す
べ
て
に
先
が
あ
る
。
一
番
大
事

な
の
は
、
計
算
問
題
が
解
け
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
論
証
が
で
き

る
、
証
明
が
書
け
る
こ
と
。
論
理

は
大
学
で
は
と
て
も
よ
く
使
う

が
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
ま
さ
に
論

証
の
数
学
的
な
定
式
化
の
一
部
だ

か
ら
、
間
接
的
で
は
あ
っ
て
も
、

高
校
の
数
学
を
き
ち
ん
と
や
っ
て

お
け
ば
、
結
局
は
じ
わ
じ
わ
と
効

い
て
く
る
。
電
気
回
路
の
中
の
交

流
回
路
に
関
係
し
て
く
る
フ
ー
リ

エ
級
数
も
、
微
積
分
の
続
き
と
い

え
ば
続
き
だ
。
だ
か
ら
微
積
分
は

役
に
立
つ
と
言
っ
て
も
い
い
。
し

か
し
、
も
っ
と
大
事
な
の
は
、
や

は
り
高
校
の
数
学
を
き
ち
ん
と
勉

強
し
て
お
く
こ
と
自
体
が
、
そ
の

人
に
と
っ
て
役
に
立
つ
と
い
う
こ

と
だ
。

生
徒
A
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
起
こ
る

生
徒
B
：
数
学
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
も
た
ら
す
と
言
わ
れ
る
が
、

ジ
ュ
ラ
シ
ッ
ク
・
パ
ー
ク
で
は
な

い
が
、
S
F
の
世
界
の
よ
う
な
世

界
が
実
際
に
実
現
さ
れ
る
可
能
性

は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
。

國
府
寛
司
先
生
：
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
を
と
い
う

こ
と
が
今
、
数
学
に
期
待
さ
れ
て
い

て
、
環
境
問
題
や
生
命
科
学
の
問
題

な
ど
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
ニ
ー
ズ

は
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
後
も

続
く
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
何
か
新
し

い
も
の
を
生
み
出
す
可
能
性
は
十
分

あ
る
と
思
う
。

生
徒
B
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

司
会
：
皆
さ
ん
、
日
常
的
にGoogle

な
ど
の
検
索
を
使
っ
て
い
る
と
思
う

が
、Google

の
創
始
者
の
一
人
は
数

学
科
の
出
身
だ
。
当
時
は
検
索
の
技

術
が
こ
こ
ま
で
劇
的
に
世
の
中
を
変

え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
予

想
し
な
か
っ
た
。
や
は
り
新
た
な
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
背
後
に
は
、
数
学

的
な
考
え
方
が
必
ず
あ
る
と
思
う
。

生
徒
C
：
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
て
い
く
こ
と
以
外
に
、
科
学
者
の

目
標
は
あ
る
か
。

國
府
寛
司
先
生
：
私
自
身
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
よ
う
な
何

か
を
形
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
い
ろ
ん
な
分
野

と
協
働
す
る
こ
と
で
数
学
自
体
も
豊

か
に
な
る
こ
と
に
す
ご
く
期
待
を

持
っ
て
い
る
。
数
学
が
い
ろ
ん
な
分

野
に
貢
献
し
て
い
く
の
は
も
ち
ろ
ん

大
事
だ
が
、
一
方
で
そ
こ
か
ら
新
し

い
問
題
を
発
見
し
て
、
数
学
自
体
が

豊
か
に
な
っ
て
い
く
の
も
、
学
問
の

発
展
と
し
て
大
き
な
意
味
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

司
会
：
確
か
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
ら

れ
る
先
生
方
は
、
む
し
ろ
学
問
に
対

す
る
ロ
マ
ン
で
研
究
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
思
う
。
科
学
・
技
術
は
、
人
間

を
幸
福
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は
非

常
に
重
要
だ
が
、
一
方
で
研
究
者
と

し
て
は
、
結
果
と
し
て
は
そ
こ
に
つ

な
が
っ
て
ほ
し
い
が
、
研
究
し
て
い

る
最
中
は
そ
れ
を
忘
れ
て
、
面
白
い

も
の
、
何
か
し
ら
新
し
い
も
の
を
見

い
だ
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

る
。

常
識
を
疑
え

三
村
昌
泰
先
生
：
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
大
事
だ
が
、
学
問
に
は
常
識

を
覆
す
と
い
う
役
割
も
あ
る
。
数

学
者
で
あ
る
ア
ラ
ン
・
チ
ュ
ー
リ

ン
グ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
父
で

あ
る
と
同
時
に
、
数
理
生
物
学
者

と
し
て
も
名
前
を
残
し
て
い
る
。

亡
く
な
る
２
年
前
、
１
９
５
２
年

シ
マ
ウ
マ
や
ヒ
ョ
ウ
な
ど
の
表
皮

の
美
し
い
幾
何
学
模
様
は
、
そ
れ

ま
で
考
え
て
い
た
よ
う
に
生
物
の

神
秘
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
拡

散
と
い
う
物
理
化
学
的
な
機
構
に

よ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と

発
表
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
拡
散

と
は
化
学
物
質
が
液
中
で
一
様
に

広
が
る
こ
と
が
常
識
だ
が
、
状
況

に
よ
っ
て
は
、
そ
の
逆
で
空
間
的

に
非
一
様
化
を
促
進
す
る
こ
と
が

起
こ
る
と
い
う
こ
と
を
簡
単
な
方

程
式
で
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
拡

散
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
当
時
の
生
物

界
で
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
彼
は
論
理
的
な
結
論

か
ら
、
生
物
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
は

ず
だ
と
予
見
し
た
。
数
学
者
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
示
唆

す
る
実
験
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
60
年
経
っ
た

今
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
考
え
方
が

正
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
み
な

さ
ん
に
は
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
な
ぜ
そ
う
な
る
か
を

絶
え
ず
考
え
て
ほ
し
い
。
数
学
、

論
理
的
な
思
考
と
い
う
の
は
、
そ

の
た
め
に
も
非
常
に
大
事
だ
。

知
り
た
い
こ
と
と

役
に
立
つ
こ
と

坂
東
昌
子
先
生
：
常
識
に
と
ら
わ
れ

る
な
と
い
う
の
は
ど
ん
な
科
学
に
も

共
通
す
る
。
湯
川
先
生
が
パ
イ
中
間

子
を
予
言
し
た
と
き
に
は
、
ボ
ー
ア

か
ら
は
「
あ
な
た
は
そ
ん
な
に
新
し

い
粒
子
が
好
き
で
す
か
」
と
言
わ
れ

た
。
常
識
は
、
見
た
こ
と
も
な
い
粒

子
の
存
在
を
受
け
入
れ
な
い
。
し
か

し
、
数
学
と
い
う
道
具
を
駆
使
す
る

と
そ
の
常
識
を
超
え
ら
れ
る
。
新
粒

子
の
予
言
は
、
湯
川
理
論
以
後
も
た

く
さ
ん
の
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
原
理
」
を
追
求
し
数
学
で
詰
め
て

い
く
こ
と
が
得
意
な
素
粒
子
論
の
特

徴
か
も
し
れ
な
い
。
W
粒
子
や
Z
粒

子
、
そ
し
て
今
回
の
ヒ
ッ
グ
ス
粒
子

も
全
て
そ
う
だ
。

　

電
磁
気
学
を
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
が
数

式
を
駆
使
し
て
き
れ
い
な
形
に
ま
と

め
た
の
は
、
一
見
、
数
学
を
使
っ
た

だ
け
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
目
に
は

見
え
な
い
が
空
間
を
伝
わ
る
電
磁
波

が
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
た
。
こ
の
電

磁
波
が
、
１
０
０
年
後
に
情
報
革
命

の
基
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
、

数
学
的
に
記
述
さ
れ
た
式
の
中
に
潜

ん
で
い
る
と
は
不
思
議
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
研
究
者
に

と
っ
て
は
、
世
の
中
の
役
に
立
ち

た
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
知
り

た
い
と
い
う
欲
求
の
方
が
先
に
あ

る
。
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
S
F
の
世

界
だ
っ
た
宇
宙
の
始
ま
り
の
話
な
ど

も
、
か
な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
わ
か
っ

て
き
た
。
こ
れ
は
測
定
技
術
の
発
達

に
も
よ
る
が
、
研
究
者
が
科
学
的
、

論
理
的
に
詰
め
て
い
っ
た
結
果
だ
。

宇
宙
は
や
は
り
膨
脹
し
て
い
な
い
と

お
か
し
い
と
。
こ
の
こ
と
が
ど
う
い

う
形
で
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
跳
ね

返
っ
て
く
る
か
は
別
に
し
て
、
こ
れ

は
人
間
の
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が

な
せ
る
技
だ
と
思
う
。

　

私
自
身
は
今
、
低
放
射
線
が
生
体

に
及
ぼ
す
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
モ
デ

ル
を
つ
く
ろ
う
と
が
ん
ば
っ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
素
粒
子
研
究
で
培
っ

た
ス
キ
ル
を
活
か
し
て
、
社
会
貢
献

す
る
道
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、

3
・
11
以
後
、
特
に
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。

司
会
：
最
後
に
先
生
方
か
ら
皆
さ
ん

に
エ
ー
ル
を
一
言
ず
つ
と
考
え
て
い

た
が
、
質
疑
応
答
の
中
で
す
で
に
そ

れ
は
達
成
さ
れ
た
と
思
う
。
終
わ
り

に
北
野
高
校
校
長
の
楠
野
先
生
に
一

言
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
き
た
い
。

楠
野
宣
孝
校
長
：
今
日
は
大
変
ぜ
い

た
く
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
と
感
謝
し
て
い
る
。
そ
し
て
数

学
に
か
か
わ
る
先
生
方
は
、
決
し
て

奇
人
変
人
で
は
な
く
、
素
晴
ら
し
い

方
々
だ
と
い
う
こ
と
も
よ
く
わ
か
っ

た
。
生
徒
た
ち
も
知
的
好
奇
心
を
刺

激
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
脳
の

興
奮
を
忘
れ
ず
に
、
興
味
、
関
心
の

輪
を
広
げ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
主

体
的
で
創
造
的
な
学
習
を
続
け
て

い
っ
て
ほ
し
い
。

Q&A

会場から
質問も交えて

明治大学総合数理学部
広報担当

上山　大信先生

P r o f i l e
1970年生まれ。95年龍谷大
学理工学研究科数理情報
学専攻修士課程修了。98
年北海道大学大学院理学
研究科数学専攻博士課程
単位取得満期退学。広島
大学理学部数学科専任助
手、明治大学理工学部数
学科特任講師などを経て、
2008年４月より現職。研究
分野は数学一般（含確率
論・統計数学）。

大阪府立北野高校　教論
数学科主席

冨山　一紀先生

い
る
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
理
解

し
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

確
か
に
今
の
皆
さ
ん
に
は
、
そ
う
い

う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
余
裕
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
将
来
、
今
日

の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、
す
ご
く
役

に
立
つ
企
画
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
も

ら
え
れ
ば
幸
い
だ
。
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　オリンピックの水泳でバタフライを見ました。前々
から思っていたのですが、謎の泳法です。難しそう
だし、どう考えても実生活では役に立ちそうにありま
せん。川に放り込まれて、バタフライで岸に戻って
来る人がいたらびっくりです。ワイルドすぎます。普
通、クロールか平泳ぎでしょう、そこは。このように
実生活では活躍の場のほとんどないバタフライです
が、しかし競技として存在します。何故か。それが “文
化”というものです。実生活に役に立つことしかや
らないのなら野生動物と一緒。
　みなさんが日々 がんばっている勉強も同じだと思い
ます。因数分解・微分積分、古文・漢文、気体
の状態方程式などなど・・・こんなこと、社会に出
て何の役に立つのかと思ってしまいますよね。微分
方程式が解けなくても日々 の生活に不自由はありま
せん。ラ行変革活用を知らなくても日常会話に何も
支障はきたしません。「水平リーベ僕の船・・・」な
んて呪文を唱えて救われる局面は社会人には皆無
です。実際、何の役にも立たないし、そもそも社会
人のスキルとして学力なんて微 た々るものです。
　では、今がんばっている勉強は結局無駄になる
のか。いえ、たとえそれが社会に出て何の役にも立
たなかったとしても決して無駄ではありません。近い
将来忘れてしまったとしても、“微分”を学んだことで、

“孤立電子対“を学んだことで、あなたは”何か“を
得ています。それは、「論理性」かもしれないし、「科
学の面白さ」かもしれないし、あるいはもっと単純に「そ
ういう世界があるというだけの単なる認識」程度か
もしれません。何かはわかりませんが、その学びはあ
なたの人間性に何かを残し、なんらかの影響を及ぼ
します。勉強せずに知らない人と、勉強したけど忘
れた人・・・どちらも現在知らないということでは同じ
ですが、ここには雲泥の差があります。何より「無
知の知」（by ソクラテス）を得ています。自分は知
らないということを知っているからこそ、謙虚に進歩
することができます。そもそも学んでいなければ、知
らないということすら知ることができなかったわけです。
　ですから私は、実生活に直接は不必要な勉強
は削減するという「ゆとり教育」的考え方には反対
でした。この考え方ならバタフライも音楽も芸術も
価値のないものとなり、なんとも寂しい社会だとは思
いませんか ?「教養」とは博学であることではないと
思います。その人に刻まれた“学んだ跡”です。忘
れてしまってもいいのです。今、あなたががんばって
いる勉強は、大学入学という成果だけでなく、“何か”
をきっとあなたに残すはずです。

Doctor A の 雑 記 帳
いろいろな医学的な話題・興味ある
出来事をツラツラと・・・・・

何 故 、学 ぶ の か
森ノ宮医療大学 提供

講師:Doctor A　医師・医学博士。神戸市出身。灘高等
学校出身。大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部付属病
院、ハーバード大学研究員、大阪大学老年・腎臓内科学准
教授を経て、森ノ宮医療大学保健医療学部教授。専門は循
環器学、老年医学、分子生物学、遺伝子治療学。

数学の力で不確実な未来に備える
京都産業大学　
理学部数理科学科　教授

辻井　芳樹先生
P r o f i l e
理学博士。専攻分野は、確率論、
解析学における計算可能性。現在
の研究テーマは、フラクタルと多期
間ポートフォリオ。現実社会のなか
で数学が際立って役立つ分野とし
て数理ファイナンスに関心を抱く。
金融工学については「儲からないこ
とを確認するための学問」と皮肉を
言いつつも、「高級すぎる数学理論
に金融界が浮かれていた部分があ
る。世界的な危機でその熱が冷め
て、これからが真価の試されるとき」
とも。甲陽学院高等学校出身。

世の中にはさまざまなリスクがあります。個人レベルでは、自動車事故、火災、病気などに対して、保険をかけ
ることでリスクを回避しています。それに対して、企業などが日々変動する商品価格、為替レート、株価などに
対して、リスクを回避するには「金融派生商品（デリバティブ）」を購入します。これは、将来の価格を決めてお
くことによってリスクを回避するアイデアですが、未来は予測できないため、かつてその価格決めは高度な職
人技でした。この職人技を誰でも使えるようにしたのが数学の力です。数学が金融の世界に起こした革命に
ついて、辻井芳樹先生にお話しいただきました。

リスクの正体を
解き明かす

金融工学というと「何か得体の
知れないもの」「素人に分からな
いようにお金を操作している」とい
う印象を持つ人がいるかもしれませ
ん。

しかし、それは金融工学自体の
問題ではなく、一部の行き過ぎた
人たちが招いた誤解です。数学
がもたらした金融革命の本質は、
金融の世界に「リスクとは何であ
るのか」「将来の売買の権利はい
くらが適正なのか」といった、客
観的な定義と基準を確立したこと
です。このことが意味するものは
決して小さくありません。かつて、
金利変動や為替変動、商品価格
の騰落にともなうリスクは国家や銀
行といった大きな組織にしかコント
ロールできませんでした。金融工
学はそれらのリスクの正体を明らか
にし、リスクを回避するための適正
な価格を付けたのです。これによ
り、民間企業や個人でも適正な
対価によってリスクを回避すること
が可能になりました。

この金融工学の一大革命で中
心的な役割を果たしたオプション
理論を説明します。

オプション理論――
将来の価格変動
リスクに値段をつける

オプション（option）とは選択と
いう意味です。将来の取引の権
利を購入しておき、その期日に、
実際に権利を行使するかどうかを
選択できるため、このように呼ばれ
ています。

オープンキャンパス インターネット出 願 による
入学検定料割引はじめます。

お問い合わせ先

公募推薦入試の対策講座を実施。人気予備校講師が勉強方法をレクチャーします。
●9/29（土）高松　●9/30（日）奈良　●10/2（火）高槻　●10/6（土）神戸　●10/7（日）草津・和歌山
●10/8（月・祝）岡山　●10/11（木）西宮　●10/13（土）京都　●10/14（日）大阪　●10/16（火）枚方
※詳細は、本学HPでご確認ください。

9/17

公 募 推 薦 対 策 講 座

内容

★ 参 加 者 に は 、願 書・入 試 問 題 集・オリジ ナル グッズ をプ レ ゼ ント!

●入試説明会　●学部別イベント（模擬授業・実験、研究室公開） ●公募推薦模試（英語）/解説　
●一般入試対策講座（英語） ●高1・2年生対象英語講座　●保護者企画
●キャンパスツアー（バス・ウォーキング）●個別相談（入試・学部・就職・留学） など

（月・祝）
 10:00～16:30
（9:30～受付）

事前申込不要 入退場自由
※詳細は、2013年度入学試験要項でご確認ください。

経済学部 経営学部 法学部 外国語学部 文化学部 理学部 コンピュータ理工学部 総合生命科学部

数理科学
京都産業大学　理学部数理科学科

たとえば、現在 1000 円の株を
1 年後に 1080 円で買う権利を購
入したとします。1 年後の株価が
1300 円に上がっていても、権利
を行使して 1080 円で買うことが
できます。逆に株価が 900 円に
下がっていれば、権利を行使しなく
ても構いません。最初に支払った
権利料だけが損失となります。

リスクを回避するための金融
商品として、理論が作られる前か
ら取引されていたオプションです
が、適正な価格（権利料）は
ディーラーのカンと経験が頼りで
した。予測できない未来の株価
から、現時点の権利料を決める
のはたいへんな難問だったので
す。 数学を駆使してこの問題を
解いたのが、ブラック（Fischer 
Black,1938-1995）とショー
ルズ（Myron S.Scholes,1941-）
です。

彼らが完成させた「ブラック -
ショールズ方程式」は 1997 年に
ノーベル経済学賞を受賞していま
す※ 1。オリジナルの方程式は少し
専門的になるため、後年になって
考えられたより簡単な方法を使って
そのエッセンスをお伝えしましょう。

オプション価格の
求め方

簡単に理解するために、1 年
後の株価は 1300 円か 900 円の
いずれかの値をとると仮定しましょ
う。1 年後に 1300 円に上がった
とき、行使価格 1080 円のオプショ
ンの価 値は、1300 円− 1080
円 = 220 円となります。1 年後
に 900 円に下がったとき、権利
は行使しません。したがって、行

使価格 1080 円のオプションの価
値は 0 円です。

このオプションと同じ価値を持
つ複製資産を、株と借り入れに
よって作ることを考えます。まず、
1300 円に上がる場合、この株を
x 株売って得られる金額と返済額
y 円の差額が、オプションの価値
220 円になるためには

1300x – y = 220
という式が成り立つことが必要で
す。

次に、900 円に下がる場合は
同様にして残り0 円になればいい
ので

990x – y = 0
という式が成り立つことが必要で
す。

この連立方程式を解けば
x = 0.55
y = 495

が得られます。
y は 1 年後の返済額なので金

利を10%とすると、495 ÷ 1.1= 
450 円が借り入れ額となります。

現在 1000 円の株を 0.55 株
だけ買うわけですから、1000 円 
×0.55 = 550 円。450 円を借
り入れるので、この複製資産を作
るために必要とされる資金は 550
− 450 円 = 100 円となります。
この 100 円がオプションの値段な
のです※ 2。

ここまでの説明で不思議に思っ
た人がいるかもしれません。 実
は、将来の株価の期待値はオプ
ション価格に影響を与えないので
す。たとえ1300 円に上がる確率
が 90% であっても、オプション価
格は 100 円で変わりません。ブ
ラックたちも最初、確率が影響し

ないことに疑問を抱き「自分たち
の理論は間違っているのではない
か ?」と考えたそうです。ところが
現実のオプション価格に方程式を
当てはめると、その通りになってい
ました。

数学はそれ自身が学問として面
白いだけではなく、人類の知恵や
直感に論理的な説明を与えたり、
誤って常識だと思い込んでいたこと
を根本から覆したりする力を持って
います。特に確率の分野は、現
実の世界を説明するのに役に立
つ、非常に強力な学問なのです。

※1　「ブラック-ショールズ方程式」の業績で
は、数学的な厳密な証明を加えたロバート・
マートン（Robert Cox Merton,1944-）もノー
ベル経済学賞を受賞した。
※2　複製資産を作るための資金とオプショ
ンの権利料が同じになることは、「裁定取引が
存在しない」という原則から説明できる。裁定
取引とは、同じ商品に異なる値段が付いてい
る場合（たとえば、A銀行で1ドル= 80円、B
銀行で1ドル=100円の場合、A銀行で円から
ドルに換えてB銀行でドルから円に換えれば
利益を得られる）など、リスクを負わずに利益
を上げられる取引のこと。株式市場や為替市
場など、参加者が多く常時大量に取引が行わ
れている市場にはこのような取引は存在し
ないとされている。オプションの複製資産は
オプションとまったく同じ商品価値があるた
め、原則に従って同じ値段になる。
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太陽活動
　6月から7月にかけて、太陽表面には活発な活動領域が出
現していたため、太陽活動は活発な状態が続きました。面積が
大きく磁場構造が複雑であった黒点群1515や1520からは、
大規模フレア（Xクラス）も発生しました。特に、7月12日15時
UT（世界標準時）の黒点群1520[写真]での大規模フレア
は太陽の中央付近で発生したため、CME（コロナ質量放出）
が地球の方向へ放出されているのが観測されました。このフレ
アに伴い、エネルギーが10MeV以上のプロトン粒子は、12日
18時UTに地球に到来し、その後、その数は最大で96個/㎠
/sec/srに達しました。

太陽風・地磁気
　黒点群1520でのXクラスフレアに伴い放出されたCME
は、14日17時UT、衝撃波とともに地球に到来し、地球では
Dst指数（地磁気嵐の大きさを表す地磁気指数）がマイナス
133nTに達する磁気嵐が発生しました。このときの太陽風は
速度が速いだけでなく、南向きの強い磁場を運んできたため、
地磁気に大きく影響を及ぼしました。

電離圏
　夏の期間は、スポラディックE層（高度100㎞付近に突発
的に現れる電子密度の高い層）が発生する季節であり、6月
初めから日本各地の上空で、ほぼ毎日観測されました。7月に
入ってからは、M・Xクラスのフレアが複数回発生した影響で、
デリンジャー現象（電離圏の下部領域が電離され短波の吸
収により通信に障害を起こす現象）が日本各地の電離圏で
観測されました。

オーロラアラート
来たる太陽活動の極大期（2013 〜2014年）にむけて、情
報通信研究機構では最新の宇宙天気研究技術を駆使し、
オーロラの発生予測を自動配信するウェブサイトを公開し始め
ました。最新のオーロラの発生予測と、北極アラスカと南極昭
和基地に設置されたライブカメラで撮影された現在の空の映
像をご覧頂くことができます（写真2）。極地から遠く離れた日本
でも、サイトを通じてオーロラをお楽しみ下さい。

最 近 の 宇 宙 天 気
ウェブサイト「

オーロラア

ラート」から、
最新のオー

ロラ予報と北極
・南極の現

在の空の様子
が配信され

始めました!　
太陽活動は

活発になりつ
つあります

ので、きれいな
オーロラが

期待できます。

情報通信研究機構（NICT）
電磁波計測研究所
宇宙環境インフォマティクス研究室
研究員
坂口　歌織 先生

P r o f i l e
1983年生まれ。京都府出身。名古屋大学院理学系研
究科にて学位（理学）取得後、日本学術振興会特別研
究員（名古屋大学太陽地球環境研究所）を経て、2010
年4月に情報通信研究機構に入所。専門は超高層大気
物理学、磁気圏物理学。特に、オーロラ、地磁気活動、放
射線帯に関する研究を行っている。京都府立嵯峨野高
等学校卒業。

図2:オーロラアラートのQRコード

図1:オーロラアラートのウェブサイト
（http://aurora-alert.nict.go.jp）

写真2:昭和基地のライブカメラで撮影
されたオーロラと月。（5月3日撮影）

写真1:SDO衛星AIA4500(NASA)が
撮影した太陽の黒点群1520。7月12
日、この黒点群からXクラスのフレアや
CMEが発生しました。

より詳細な宇宙天気概況は、（独）情報通信研究機構が提供する週刊宇宙天気ニュース（http://www.
seg.nict.go.jp/wsw/）をご覧ください。

お坊先生の

テツガク
入門

昨秋から勤めはじめた大谷大学文学部で同僚となったのが、このお
坊さんセンセー。頭が柔らかく、桁違いの人情家。猫のように地べ
たを這いまわるユニークなテツガク談義に加え、文体模写をはじめ
さまざまな文体を自由自在に操るワザにはいつも驚かされます。人
生を考えるヒント、文章作法のお手本としてもお薦めします。

大谷大学教授   前大阪大学総長　鷲田　清一
お坊先生こと 門脇　健
大谷大学文学部哲学科教授

Profile

1954年生まれ。京都大学文学部卒業後、同大学大学院文学研究科
（宗教学専攻）博士課程満期退学。福井工業高等専門学校助教授
などを経て、2002年より現職。宗教学概論やドイツ語講読演習（ヘー
ゲル『精神現象学』）や1年生ゼミなどを担当している。大谷大学の 

「哲学科教員ブログ」もCKPのハンドルネームで担当。編著に 『揺れ
動く死と生』（晃洋書房）、翻訳にフロイト「トーテムとタブー」（フロイト
全集第12巻、岩波書店所収）など。福井県立武生高等学校出身。

　「人間は、生まれながらにして親子が離れている。そうい
うなかで赤ちゃんは仰向けで安定していられる。その姿勢
が、見つめ合う、微笑みあうという視覚的なコミュニケー
ションを支え、声でやりとりをするという音声聴覚的なコ
ミュニケーションを支え、それが後には発話につながって
いく。そして、生まれながらにして自由な手で物を扱い、多
様な道具使用に結びつく。」（松沢哲郎著『想像するち
から――チンパンジーが教えてくれた人間の心』岩波書
店、2011年、54 〜55頁

ページ

）
　赤ちゃんはお母さんから離されて仰向けに寝かされる
ことで、見つめ合い微笑みあうという視覚的コミュニケー
ション、そしてお母さんを泣いて呼ぶという音声的コミュ
ニケーションを開始します。そして、その姿勢で自由な手を
使ってガラガラなどを振って道具を使い出すのです。
　このように「仰向け」という姿勢は、人間が人間的成
長をしていく上で極めて重要な役割を果たしています。そ
の姿勢は、ネコ氏が指摘するようにきわめて無防備な姿
勢です。生物的生命を維持するという観点から言えば、
きわめて危険な姿勢です。しかし、そのように生物的生命
を危険にさらしてまでも、人間は周りの人びとと視覚的・
聴覚的なコミュニケーションをとるという道を選んだのでし
た。いや、むしろそのような道を歩んだサルが人間になっ
たという言うべきかもしれません。
　そして、人間は死者を葬るときも、遺体を「仰向け」にす
るようになりました。死者が悪霊となって生者にたたると
信じられる場合には、死体は折り曲げられたり首を刎ねら
れたりして埋葬されました。しかし、死後も死者とコミュニ
ケーションをとろうと人びとが考えるようになるにつれて、
仰向けの姿勢で埋葬されるようになったのです。人間は
死者ともコミュニケーションをとろうとするのです。また、中
原中也のような詩人は死にゆくとき、すべてと交流しようと
して仰向けを自ら願っているわけです。これはほかの動物
には決して見られない行動です。
　ヘーゲルという19世紀のドイツの哲学者は、この生者
だけでなく死者との間に成立するコミュニケーションのう
ちに「精神」（ドイツ語ではG

ガイスト

eist、英語ではspirit）という
集団的な心の動きを見出しました。それは死者とも関わり
ますから「歴史」を洞察する知性でもあります。皆さんが
教室で日本史や世界史あるいは古典を学ぶとき、そこに
は「精神」が働いているわけです。つまり、多くの死者たち
とコミュニケーションをとっているのです。

　猫の目から見ると、人間の行動でもっとも不思議なの
は仰向けに寝ることである。あの背中を下にして腹を上
に向けて寝るという姿勢は、吾輩ら猫族にとっては、実に
不安定で苦しい姿勢なのである。なんといっても、吾輩ら
の背中は猫背であるからね。たしかに吾輩も一瞬あのよ
うな姿勢になることもあるが、それは喧嘩に負けて降参す
るときか、主人の子どもらとじゃれあうときぐらいのものであ
る。
　人間の二足歩行もたいがい不自然ではあるが、これ
は人間以外でも猿クンたちがこれに近い姿勢で行動し
ておられるから、まあ分からんでもない。しかし、仰向けに寝
るというのは、理解しがたい。あんな姿勢では敵に襲って
くれと言っているようなものである。それが証拠に、この夏
のオリンピックとかいう世界的な競技会での柔道だのレ
スリングなどの格闘技を見ていると、この仰向けの姿勢
になった者が「負け」ということになっておった。
　そのような「仰向け」という不自然な姿勢を、人間は生
れ落ちるとすぐにとる。そして、毎晩眠るときにもとる。さら
には、死んだときにも仰向けに寝かされる。
　中原中也という詩人はこんな詩を書いている。

「死の時には私が仰向かんことを !/この小さな顎が、小
さい上にも小さくならんことを !/それよ、私は私が感じ得
なかったことのために、/罰され、死は来たるものと思うゆ
え。/あゝ 、その時私の仰向かんことを!/せめてその時、私
も、すべてを感ずる者であらんことを !」（「羊の歌　Ⅰ 祈
り」）
　死んでしまえば何も感じないはずであるのに、なぜこれ
ほどまで「仰向け」を願うのか。人間という動物は、まこと
に不思議な生き物である。
　　　　*　　　　　　*　　　　　　*
　人間は直立することによって手が自由になり道具を
使い、また脳も発達して知性を駆使するホモ・サピエンス
となったというのが20世紀の人間観でした。たしかにこ
の道具使用と知性によって人間は動物と区別されます。
しかし、その人間も生まれていきなり直立するわけではあ
りません。人間の赤ちゃんは、生まれると母親の横に寝
かされます。もちろんまずはお母さんに抱っこされますが、
すぐに離されて仰向けに寝かされます。そして、しばらくす
るとお父さんや兄さんや姉さん、お祖父ちゃんやお祖母
ちゃんに顔を覗き込まれます。そのように赤ちゃんの顔を
覗き込む人びとが「家族」を形成します。チンパンジーの
赤ちゃんは母親のおっぱいにしがみついているだけで、ほ
かのチンパンジーとface to faceに見つめあうことはあり
ません。
　この人間の独特なコミュニケーションの始まりを、チン
パンジー研究の世界的な権威である京都大学霊長類
研究所々長の松沢哲郎先生は、次のように述べておら
れます。

その4
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日本大学理工学部
建築学科　教授　

横内　憲久 先生
（まちづくり工学科開設準備室責任者）

P r o f i l e
1947年生まれ。70年日本大
学理工学部建築学科卒業。
72年同大学大学院工学研
究科修士課程修了。日本大
学助手、専任講師、助教授を
経て、92年より現職。日本大
学第二高等学校出身。

来春、2学科を開設し、
2学科の名称を変更する（前号参照）日本大学理工学部。

新設する2学科の学びの特徴やメッセージを、
横内先生と泉先生にお聞きしました。
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は
じ
め
、過
疎
地
対
策
、シ
ャ
ッ

タ
ー
通
り
対
策
、
そ
し
て
大
都
市

部
で
の
再
開
発
、
そ
れ
に
伴
う
建

物
の
リ
フ
ォ
ー
ム
や
空
き
ビ
ル
の

管
理
な
ど
、
こ
う
し
た
《
ま
ち
づ

く
り
》
の
求
め
ら
れ
る
課
題
が
山

積
し
て
い
て
、
そ
れ
を
担
う
人
材

の
養
成
も
急
務
な
の
で
す
。

そ
も
そ
も
日
本
社
会
は
、
こ
の

3
、
40
年
で
、
人
口
が
右
肩
上
が

り
の
時
代
か
ら
、
少
子
高
齢
、
人

口
減
社
会
へ
と
変
貌
し
、
経
済
面

で
も
高
度
成
長
か
ら
低
成
長
を
経

て
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
に
悩
ま

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
反
映
し

て
か
、
人
々
の
価
値
観
も
、
ひ
た

す
ら
物
質
的
な
豊
か
さ
を
追
求
す

る
こ
と
か
ら
、
心
や
感
性
と
い
う

も
の
を
も
っ
と
大
事
に
し
よ
う
と

い
う
も
の
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
の
概
念
も
大

き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
て
※
1
、

そ
の
担
い
手
に
も
、
こ
れ
ま
で
の

《
公
》
に
加
え
て
大
学
や
町
内

会
、
N
P
O
と
い
っ
た
《
民
》
が

加
わ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
人
材

養
成
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
生
ま

れ
て
き
て
い
ま
す
。

※
1　

1
9
8
0
年
の
都
市
計
画
の
改

正
で
、
そ
れ
ま
で
の
全
国
一
律
の
規
制

を
廃
し
、
地
域
特
性
を
反
映
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
可
能
に
す
る
画
期
的
な
「
地

区
計
画
」の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。ま
た

2
0
0
0
年
頃
に
は
、「
新
し
い
公
」の

概
念
が
国
か
ら
示
さ
れ
た
。現
在
は「
新

し
い
公
共
」と
称
し
て
い
る
。

学
び
の
特
徴
、４
つ
の
系

と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

こ
う
し
た
流
れ
を
背
景
に
、
新

学
科
で
は
《
都
市
創
成
》
を
コ
ン

セ
プ
ト
に
掲
げ
、
そ
れ
に
対
し
て

4
つ
の
系
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

図
り
ま
す
。
街
の
美
し
さ
を
テ
ー

マ
に
し
た
《
景
観
学
系
》、
楽
し

さ
や
経
済
活
性
化
を
図
る
た
め
の

《
観
光
学
系
》、
安
全
、
安
心
か

ら
考
え
る
《
福
祉
学
系
》、
そ
し

て
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
学
ぶ
《
総

合
系
》
で
す
。

授
業
の
最
大
の
目
玉
は
、
す
べ

て
の
学
年
で
必
修
と
な
る
「
ま
ち

づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
や
「
演

習
」
科
目
で
す
。《
教
室
は
フ
ィ
ー

ル
ド
に
あ
る
》が
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
で
、
10
人
1
グ
ル
ー
プ
で
、
10

テ
ー
マ
を
10
の
地
域
で
こ
な
す
予

定
で
す
。
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、

住
民
と
役
所
の
人
と
の
話
し
合
い

の
場
に
、
学
生
も
身
を
置
き
説

明
に
当
た
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま

す
。
大
学
生
の
目
線
は
行
政
や

地
域
住
民
に
と
っ
て
は
貴
重
で
す

し
、
反
対
に
そ
れ
を
経
験
し
た
学

生
に
は
即
戦
力
と
し
て
の
期
待
が

高
ま
る
は
ず
で
す
。
実
際
、
現
在

の
ま
ち
づ
く
り
行
政
の
現
場
に
は

従
来
型
の
ハ
ー
ド
の
知
識
し
か
身

に
つ
け
て
こ
な
か
っ
た
人
々
が
ほ

と
ん
ど
で
、
住
民
対
応
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
組
織
作
り
な
ど
の
ソ

フ
ト
の
部
分
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
な
る
に
は
、
10
年
ぐ
ら
い
の
経

験
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
鍛

え
ら
れ
ま
す
。
よ
く
今
の
若
者
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
欠

け
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は

訓
練
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
訓

練
す
れ
ば
能
弁
、
寡
黙
の
違
い
は

あ
っ
て
も
、
結
構
み
な
頑
張
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た

こ
の
授
業
で
は
、
卒
業
検
定
に
ス

ム
ー
ズ
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
、

そ
こ
で
の
評
価
項
目
を
先
に
示

し
、
そ
れ
に
対
し
て
何
が
困
っ
た

か
、
勉
強
に
な
っ
た
か
な
ど
を
レ

ポ
ー
ト
で
積
み
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
も
し
て
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
も
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
ま

す
。
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ら
順
番
に
勉
強
す
る
積
み
上
げ

式
の
学
問
で
あ
り
、
情
報
工
学

分
野
で
役
立
つ
よ
う
大
学
で
は

一
か
ら
学
ぶ
か
ら
で
す
。

そ
し
て
情
報
技
術
者
に
と
っ

て
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
ど

ん
な
こ
と
に
も
対
応
で
き
る
こ

と
、
柔
軟
な
発
想
が
で
き
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
技
術
の
進
歩

に
合
わ
せ
て
、
常
に
新
し
い
も

の
を
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
い

う
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
の
に
も

必
要
な
資
質
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
高
校
時
代
か
ら
、
雑
学
で

も
い
い
で
す
か
ら
、
何
か
に
夢

中
に
な
り
、
し
か
も
折
に
触
れ

て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し

社
会
で
役
に
立
つ
の
か
な
ど
、

そ
れ
ら
を
繋
げ
て
み
る
こ
と
で

発
想
力
や
創
造
力
を
磨
い
て
き

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
技
術
者
だ
か
ら
と

い
っ
て
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
就
職
に
際
し

て
も
、
ど
れ
だ
け
勉
強
し
て
き

た
か
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す

が
、
将
来
仕
事
を
し
て
行
く
う

え
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
や
協
調
性
が
大
事
に
な
り
ま

す
。
新
学
科
で
は
実
験
や
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
実
習
な
ど
で
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
自
然

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を

養
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
情
報

工
学
の
世
界
で
活
躍
し
て
み
た

い
皆
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

カ
ー
、
さ
ら
に
は
鉄
道
、
道
路
、

建
設
系
に
い
た
る
ま
で
、
情
報

シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
い
る
と
こ

ろ
は
ほ
と
ん
ど
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
と
く
に
、
組
込
み
分
野

に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
組
込

み
産
業
は
世
界
を
リ
ー
ド
し
、

そ
の
核
に
な
る
組
込
み
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
技
術
者
不
足
が
叫
ば
れ

て
い
ま
す
。
電
子
情
報
機
器
企

業
は
じ
め
、
多
く
の
も
の
づ
く

り
企
業
で
必
要
と
し
て
い
ま
す

の
で
、
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら

い
っ
て
受
け
入
れ
先
に
は
事
欠

か
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
大
学
院
進
学
に
つ
い
て

は
、
電
子
情
報
工
学
科
に
お
け

る
こ
れ
ま
で
の
実
績
か
ら
40
%

程
度
は
進
学
す
る
も
の
と
想
定

し
て
い
ま
す
。
学
部
で
は
基
礎

を
固
め
て
、
大
学
院
（
情
報
科

学
専
攻
:
現
在
は
学
部
を
持
た

な
い
）
で
は
研
究
を
中
心
に
応

用
を
学
ぶ
と
い
っ
た
よ
う
な
大

ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も

ら
え
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

高
校
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

情
報
工
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ

て
、
高
校
で
学
ぶ
教
科
で
は
、

や
は
り
数
学
が
大
事
で
す
。
デ
ー

タ
を
分
析
し
た
り
、
シ
ス
テ
ム

を
設
計
し
た
り
す
る
と
き
に
必

要
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
何
よ

り
も
、
関
連
す
る
普
遍
的
な
学

問
を
勉
強
し
て
お
く
こ
と
は
、

長
い
目
で
見
る
と
と
て
も
大
事

な
こ
と
で
す
。
入
学
時
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
知
識
は
な
く

て
も
心
配
い
り
ま
せ
ん
。
基
本

と
な
る
計
算
機
工
学
は
基
礎
か

ど
ん
な
学
科

こ
の
度
、
理
工
学
部
で
は
、
本

格
化
す
る
情
報
化
時
代
に
対
応

す
べ
く
、
情
報
工
学
を
前
面
に
打

ち
出
し
た
新
学
科
を
開
設
し
ま

す
。
従
来
か
ら
の
電
子
情
報
工
学

科
の
一
部
を
引
き
継
ぐ
と
と
も

に
、
さ
ら
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
重

視
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
と

し
ま
す
。
な
お
、
学
科
名
「
応
用

情
報
工
学
科
」
で
す
が
、
ハ
ー
ド

ウ
ェ
ア
を
活
か
す
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
開
発
や
シ
ス
テ
ム
化
、
情
報
処

理
な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
何
ら

か
の
形
で
利
用
す
る
分
野
で
あ

る
の
と
、
一
つ
上
の
情
報
工
学
を

め
ざ
す
と
い
う
意
味
で
「
応
用
」

と
い
う
名
を
冠
に
つ
け
て
い
ま

す
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
工
学
を

ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
点
は
、
こ
れ

ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
な
教
育
研
究
の
柱

は
、
携
帯
や
そ
れ
を
繋
ぐ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
ま
た
そ
の
先
の
ク
ラ

ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
に
象

徴
さ
れ
る
情
報
処
理
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
、
そ
れ
に
家
電

や
自
動
車
に
欠
か
せ
な
い
組
込

み
シ
ス
テ
ム
※
1
を
新
た
に
加
え

た
3
分
野
で
す
。
い
ず
れ
も
我
々

の
社
会
生
活
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
あ

る
い
は
生
活
イ
ン
フ
ラ
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

と
く
に
技
術
が
日
々
新
し
く

な
る
情
報
処
理
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
分
野
の
授
業
で
は
、
今
注
目
さ

れ
て
い
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
そ
の
中
で
基
本
と
な
る
も

の
、
基
盤
技
術
を
中
心
に
学
び
ま

す
。
今
注
目
さ
れ
て
い
て
も
3
年

後
に
使
え
な
く
な
る
も
の
を
学

ぶ
よ
り
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し

て
日
々
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て

い
く
際
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る

も
の
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
方

が
、
こ
の
先
長
い
間
仕
事
を
し
て

行
く
う
え
で
は
る
か
に
大
事
だ

か
ら
で
す
。
ち
な
み
に
、
多
様
な

機
器
や
製
品
に
使
わ
れ
る
組
込

み
シ
ス
テ
ム
の
分
野
で
も
同
じ

こ
と
で
す
。
基
本
と
な
る
考
え
方

や
基
盤
技
術
は
重
要
で
す
。

し
か
も
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
だ

け
と
か
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
だ
け
と

い
う
の
で
は
な
く
、
情
報
技
術
全

般
を
幅
広
く
学
び
ま
す
。
そ
し

て
、
息
の
長
い
、
骨
太
の
技
術
者

の
養
成
を
目
指
し
ま
す
。

近
年
は
、
学
生
の
側
か
ら
も
、

一
時
期
人
気
の
あ
っ
た
ゲ
ー
ム

ソ
フ
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に

替
わ
っ
て
、
派
手
さ
は
な
い
も
の

の
、
工
学
を
ベ
ー
ス
に
し
た
手
堅

い
技
術
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
若
い
う
ち
に
し
か
で

き
な
い
仕
事
へ
の
評
価
が
揺
ら

い
で
き
て
い
る
こ
と
と
、
情
報
分

野
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
ま
で

工
学
の
根
幹
を
な
し
て
き
た
土

木
、
建
築
、
機
械
な
ど
と
同
じ
く

ら
い
の
規
模
に
成
長
し
て
き
た

の
が
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。
情
報

が
、
将
来
に
亘
っ
て
拡
大
し
続
け

て
い
く
分
野
で
あ
る
と
、
社
会
が

認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

も
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

※
1　

電
化
製
品
の
マ
イ
コ
ン
部
分

や
、
自
動
車
の
エ
ン
ジ
ン
制
御
を
行
う

部
品
な
ど
に
使
わ
れ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

特
徴
と
進
路

新
学
科
で
は
、
で
き
る
だ
け

自
ら
考
え
る
、
考
え
方
を
中
心

と
し
た
授
業
を
展
開
し
て
授
業

時
間
は
過
剰
に
な
ら
な
い
よ
う

適
切
に
設
定
し
、
工
学
寄
り
の

実
験
、
実
習
な
ど
の
実
学
に
力

を
入
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
情
報

系
の
大
学
で
は
少
な
い
1
~
3

年
次
で
の
「
情
報
工
学
実
験
」、

４
年
次
で
の
、
3
、
4
人
の
チ
ー

ム
で
課
題
を
解
決
し
な
が
ら
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
実
習
」
な
ど
で
す
。
キ
ャ

リ
ア
教
育
に
も
力
を
入
れ
、
2

年
次
で
「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ

ン
」、
3
年
時
で
「
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
」（
企
業
実
習
）
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

進
路
に
つ
い
て
は
、
就
職
と
、

さ
ら
な
る
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
目

指
す
大
学
院
進
学
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
就
職
に
つ
い
て
は
、
大

学
院
情
報
科
学
専
攻
の
実
績

を
参
考
に
す
る
と
、
S
E
（
シ

ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
）
を
中
心

に
、
組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技

術
者
、
公
務
員
や
教
員
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
業
界
で
い
え
ば
、

総
合
電
機
メ
ー
カ
ー
、
情
報
シ

ス
テ
ム
系
企
業
、
情
報
機
器
メ
ー

社
会
を
快
適
に

す
る
た
め
に
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