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大
学
の
使
命
と

大
学
で
最
も
学
ん
で

ほ
し
い
こ
と
、

身
に
つ
け
て

ほ
し
い
こ
と

大
学
と
は
、《
学
問
と
教

育
の
府
》
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
学
問
の
追
求
と
、
学

問
に
根
差
し
た
教
育
を
行

う
こ
と
を
使
命
と
す
る
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
以
上
で
も

そ
れ
以
下
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
大
学
に
も

様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま

す
し
、
同
じ
大
学
で
も
文
系

や
理
系
、
学
部
な
ど
に
よ
っ

て
異
な
る
点
は
多
々
あ
り

ま
す
。
し
か
し
不
断
に
研
究

活
動
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ

て
、
社
会
へ
出
て
す
ぐ
に
活

躍
す
る
人
か
ら
次
の
時
代

の
研
究
者
ま
で
、
未
来
の
た

め
の
人
材
を
育
成
す
る
、
つ

ま
り
未
来
の
源
泉
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
は
全

て
同
じ
で
す
。

大
学
は
様
々
な
こ
と
を

学
び
、
様
々
な
力
を
つ
け
て

い
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
で

も
私
が
最
も
大
切
だ
と
考

え
て
い
る
こ
と
は
、
物
事
の

本
質
を
見
極
め
る
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
、
そ
の
能
力
を
身

に
つ
け
る
こ
と
で
す
。

ど
ん
な
学
問
も
、
真
理
の

探
究
、
未
知
な
も
の
の
追
求

に
始
ま
り
ま
す
。
当
然
、
予

め
決
め
ら
れ
た
道
筋
は
な

く
、
そ
の
道
程
も
平
坦
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
真
理
の
解
明

目
指
し
て
、
み
な
い
ろ
い
ろ

な
角
度
か
ら
考
え
た
り
、
実

験
や
実
証
を
繰
り
返
し
た

り
す
る
わ
け
で
す
。
中
に
は

比
較
的
早
く
真
理
に
到
達

す
る
人
も
い
れ
ば
、
な
か
な

か
到
達
で
き
な
い
人
も
い

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の

過
程
で
試
み
る
、
困
難
や
障

壁
を
乗
り
越
え
て
い
く
た

め
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ

や
、
物
事
の
捉
え
方
は
確
実

に
そ
の
人
の
も
の
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
ら
は
知
識
と

違
っ
て
、
他
の
問
題
解
決
、

た
と
え
ば
社
会
に
出
て
、
こ

れ
ま
で
経
験
の
な
い
仕
事

に
お
い
て
も
使
え
る
の
で

す
。恐

ら
く
み
な
さ
ん
は
、

高
校
ま
で
は
既
存
の
知
識

を
吸
収
す
る
こ
と
を
主
体

に
学
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
大
学
で
は
、
さ

ら
に
新
し
い
知
識
を
吸
収

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を

組
み
合
わ
せ
て
、
誰
も
足
を

踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い

領
域
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
過
程
が
ま

さ
に
物
事
の
本
質
を
見
極

め
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
学

問
す
る
こ
と
そ
の
も
の
と

い
う
意
味
で
、
そ
う
し
た
場

を
提
供
す
る
の
が
大
学
の

本
質
的
な
役
割
と
も
言
え

る
の
で
す
。

大阪大学 総長

平野　俊夫 先生 
1947年大阪府生まれ。1972年大阪大学医学部卒業。73年
～76年NIH留学。大阪府立羽曳野病院内科を経て、熊本大学
助教授、大阪大学助教授、同教授、生命機能研究科長、医学
系研究科長・医学部長を歴任。2011年8月より現職。2005年
～06年日本免疫学会会長。サンド免疫学賞、藤原賞、クラフォー
ド賞、日本国際賞など受賞多数。2006年紫綬褒章受章。専門
は免疫学。免疫機能における情報伝達において重要な働きをす
るインターロイキン６(IL-6)を発見し、そのメカニズムと自己免疫疾
患との関連性を解明。大阪府立天王寺高等学校出身。

本
質
を

見
極
め
る
た
め
に
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大
学
で
し
か

で
き
な
い
こ
と
を

学
ぼ
う

大
学
の
学
問
や
研
究

は
、
基
礎
と
、
社
会
で

す
ぐ
に
役
に
立
つ
応
用
と

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ど
ち
ら
も
大
事
な
こ

と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
が
、
大
学
で
し
か
で

き
な
い
と
い
う
意
味
で
、

私
は
、
基
礎
研
究
を
特
に

大
事
に
す
べ
き
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
現
在
の
よ
う

に
経
済
全
体
が
落
ち
込

む
中
で
は
、
よ
ほ
ど
の
大

企
業
で
な
い
限
り
、
基
礎

研
究
に
十
分
な
予
算
を
回

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か

ら
、
大
学
や
国
の
研
究
機

関
の
果
た
す
役
割
は
こ
れ

ま
で
以
上
に
重
大
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
た
目
の
前
の

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の

研
究
や
応
用
技
術
の
成
果

と
い
う
も
の
も
、そ
の
ベ
ー

ス
と
な
る
基
礎
研
究
の
深

さ
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
き

ま
す
。
基
礎
研
究
の
分
厚

い
蓄
積
が
な
い
と
、
同
じ

よ
う
に
課
題
を
解
決
す
る

に
し
て
も
、
低
い
レ
ベ
ル

で
の
解
決
し
か
で
き
ま
せ

ん
。
ど
れ
だ
け
の
分
野
に

亘
っ
て
基
礎
を
ど
れ
だ
け

深
く
積
み
重
ね
て
い
る
か

は
、
大
学
の
底
力
に
も
関

係
し
て
く
る
こ
と
で
す
。

も
っ
と
も
国
の
財
源
が

乏
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
昨

今
、
国
民
や
財
政
当
局
が

ど
こ
ま
で
我
慢
し
て
基
礎

研
究
に
資
金
を
投
入
し
続

け
ら
れ
る
か
も
大
き
な
問

題
で
す
。
公
的
な
財
源
が

逼
迫
し
て
く
る
と
、
社
会

は
ど
う
し
て
も
目
先
の
こ

と
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
う
い
う
時
だ
か

ら
こ
そ
、
私
は
逆
に
し
っ

か
り
と
将
来
の
手
立
て
を

し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
怠
っ

て
い
る
と
、
将
来
そ
の
ツ

ケ
が
必
ず
回
っ
て
く
る
か

ら
で
す
。

か
つ
て
医
師
不
足
が
叫

ば
れ
始
め
た
時
、
私
は
医

学
部
長
を
し
て
い
ま
し
た

が
、当
時
考
え
た
こ
と
は
、

現
場
の
医
師
の
養
成
を
最

優
先
に
す
る
あ
ま
り
、
基

礎
研
究
や
未
来
の
先
進
医

療
を
担
う
研
究
者
の
養
成

「やればできる」をやろう!
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紙面の都合により、連載「経済学のススメ」「効き目アリ!」
はお休みさせていただきました。

進 路 のヒント
ススメ！理系特集その1

情報技術で社会の問題解決を支援する
早稲田大学創造理工学部　菱山玲子先生

女性の視点で、人の感性に訴える
先端メディア技術を開発
明治大学総合数理学部先端メディアサイエ
ンス学科就任予定　荒川薫先生

場所の声を聞け
関西大学環境都市工学部建築学科　江川直樹先生

これからの工学に求められる
“グリーンテクノロジー”
大阪工業大学工学部環境工学科　石川宗孝先生

学 ぼう！物 理
第3回／ Doctor.Aの雑記帳／書評

聖学院大学からのメッセージ
お坊先生のテツガク入門

「自分とは何か」を考えるだけでなく、
そう考える人に寄り添いたい
佛教大学教育学部臨床心理学科　石原宏先生

犯罪で苦しむ人のない社会をめざして
京都産業大学法学部法政策学科　新恵里先生

大学独自の奨学金制度特集
世界初・量子テレポーテーションを実
現 そして量子コンピュータへ④
どうして数学を学ぶの 32

デキル ! 学科
農業の第六次産業化をコーディネートし、
地域創成を担うリーダーを育成したい　
吉備国際大学地域創成農学部　眞山滋志先生

最近の宇宙天気
お宝発見！
ほか

1838年緒方洪庵によって開設され、後に明治の新しい国づくりを
リードした多くの人材を生んだ適塾。その適塾内に洪庵が開設した
除痘館（種痘所）は、江戸幕府公認の最初の種痘法治療所となり、
それが今日の大阪大学医学部へとつながっています※１、２、３。総合大
学としてのスタートは1931年、適塾の系譜を引く大阪医科大学を
中心に、日本で６番目の帝国大学（戦後の国立大学）として誕生しま
した。その設立に当たっては地元大阪府民の熱意が大きく、国立大
学でありながら全額を府政と、府民・財界からの寄付によったこと
が知られています。伝統の医学部で、免疫研究者として世界的に知
られる平野俊夫総長(第17代)の夢は、「大阪大学を世界の10指に
入る総合大学にすること」。平野総長に、大学で学ぶこと、高校時代
に身につけておいてほしいこと、そして大阪大学について語ってい
ただきました。
※１　適塾で学んだ塾生（福沢諭吉、長与専斎、橋本左内、佐野常民、大村益次郎、大鳥啓介、手塚良仙など）
※２　次に東京のお玉ヶ池にできた種痘所は、東京大学医学部へとつながっていく。
※３　附属病院は脳死による心臓移植を日本で最初に行ったことで知られる。また心臓、肺、肝臓、腎臓、小腸の５臓
器を同時に移植できる国内で唯一の病院でもある。最近では日本で初の幼児の心臓移植も行った。

読者アンケートを
募集しています。左
のバーコードを読
み取り、アンケート
にお答えください。
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高い目標を実現するために
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を
怠
る
よ
う
で
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

世
の
中
は
常
に
流
動
し
続

け
て
い
ま
す
。
時
流
に
合

わ
せ
て
短
期
的
に
判
断
す

る
こ
と
は
極
め
て
危
険
な

の
で
す
。

成
果
に
つ
い
て
長
期
的

な
視
野
の
下
で
期
待
す
る

の
と
、
短
期
間
で
期
待
す

る
の
と
の
違
い
は
、
人
材

養
成
の
姿
勢
に
も
表
れ
ま

す
。
近
年
、
新
入
社
員
の

教
育
に
か
つ
て
の
よ
う
な

手
間
と
時
間
を
か
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
企
業
は
、
即

戦
力
と
し
て
通
用
す
る
よ

う
な
人
材
を
大
学
に
求
め

て
き
ま
す
。
し
か
し
、
例

え
ば
話
が
上
手
、
英
語
が

堪
能
で
あ
る
な
ど
で
、
入

社
後
す
ぐ
に
役
立
つ
人
間

が
、
将
来
、
そ
の
会
社
を

背
負
っ
て
立
つ
存
在
に
な

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
私

は
や
は
り
、
長
い
年
月
で

問
わ
れ
る
の
は
そ
の
人
の

中
身
で
あ
り
、
大
学
教
育

で
は
そ
の
こ
と
を
最
優
先

に
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

最
近
は
、
大
学
、
学
部

の
教
育
で
大
事
な
の
は
、

専
門
な
の
か
、
幅
広
い
教

養
な
の
か
と
い
う
議
論
も

あ
り
ま
す
。
背
景
に
は
、

専
門
領
域
の
細
分
化
に

よ
っ
て
専
門
以
外
の
こ
と

に
目
が
向
け
ら
れ
な
い
研

究
者
が
増
え
て
き
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

人
間
と
し
て
、
幅
広
く
教

養
を
学
び
、
広
い
視
野
を

備
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

昔
か
ら
ど
の
分
野
に
お
い

て
も
、
成
功
し
た
人
は
一

芸
に
秀
で
た
人
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
が
な
け

れ
ば
あ
く
ま
で
も
評
論
家

の
域
を
出
ま
せ
ん
か
ら
、

自
ら
何
か
を
成
し
遂
げ
る

に
は
や
は
り
力
不
足
で

す
。
大
局
的
に
見
る
力
も

結
局
は
本
質
を
見
極
め
る

力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

大
阪
大
学
が

目
指
す
も
の

大
学
に
は
、
未
来
に
向

け
た
取
り
組
み
を
中
心
に

し
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
社

会
へ
出
て
す
ぐ
に
役
立
つ

知
識
の
獲
得
や
技
術
の
養

成
を
中
心
に
し
て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
様
々
な
種
類
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
大

阪
大
学
は
、
よ
り
未
来
を

担
う
こ
と
に
重
点
を
置
い

た
大
学
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
4
年
で
社

会
へ
出
て
即
戦
力
と
な
る

卒
業
生
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
医
学
部
で
言
え

ば
、
医
師
免
許
を
持
っ
て

す
ぐ
医
者
に
な
る
人
材
だ

け
を
輩
出
す
る
の
で
は
な

く
、
高
度
先
進
医
療
や
、

今
は
不
治
と
い
わ
れ
る
病

気
の
解
明
や
治
療
法
の
確

立
に
取
り
組
む
な
ど
、
未

来
、
あ
る
い
は
近
未
来
の

医
療
を
担
う
人
材
の
養
成

に
も
力
を
入
れ
る
と
い
っ

た
具
合
で
す
。
こ
れ
は
他

の
学
部
も
同
様
で
、
大
阪

大
学
と
し
て
は
、
人
材
育

成
も
含
め
、
未
来
に
照
準

を
合
わ
せ
た
学
問
と
研
究

の
世
界
的
な
拠
点
を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

最
近
多
く
の
大
学
が
取

り
組
む
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

の
育
成
で
は
、
求
め
ら
れ

る
資
質
と
し
て
異
文
化
理

解
や
相
互
尊
重
、
多
面
的

な
視
野
な
ど
が
共
通
認
識

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私

は
そ
こ
へ
《
恕じ

ょ

》
と
い
う

言
葉
を
加
え
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
孔
子

の
言
葉
で
、
常
に
相
手
の

立
場
を
考
え
、
人
に
寛
容

で
あ
れ
と
い
う
意
味
で

す
。
今
日
の
社
会
に
則
し

て
言
え
ば
、
相
手
の
立
場

を
考
え
て
問
題
解
決
を
図

る
心
（
寛
容
の
心
）
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
組
織
の
人
間
関

係
や
社
会
全
般
で
も
求
め

ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
で
は
特
に

重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。

こ
の
《
恕じ

ょ

》
の
心
は
、

ど
こ
ま
で
相
手
を
受
け
入

れ
、
相
手
の
立
場
に
な
っ

て
物
事
を
考
え
、
行
動
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

い
う
意
味
か
ら
は
、《
共

生
》
の
概
念
に
も
通
じ
ま

す
。
こ
の
概
念
は
、
主
に

地
球
環
境
や
資
源
の
枯
渇

の
問
題
か
ら
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た

進路の
ヒント

免疫応答制御タンパク質の一つ、インター
ロイキン６※を発見したことで世界的に知られ
る平野先生。その研究の歩みを振り返って、
「研究には流行に流されず、常に本質を見
極める態度が必要」と言う。「もちろん本当
に自分がやりたいことなら流行のものに取り組
んでも構わない」とも。

平野先生は、高い目標に向かうことを、よ
くお城の天守閣に登ることに譬えるのが好き
だ。「天守閣に登るには、堀に飛び込み、高
くて急な石垣も登らなければならない。遠巻き
にお堀の周りを回っているだけでは、身は安
全でもいつまでも核心に迫ることはできない。
永久に天守閣に登ることはできない」と。人
気の医学部進学については、「偏差値が高い
から医学部へ行くという動機ではいずれ行き詰
る。病気を治して人のために役に立ちたいな
どの社会的使命感や、人間や生物、そして
生命について知的好奇心のある人に進んでき
てほしい」と。
※　IL-6（インターロイキン（Interleukin）-6）はT細胞
やマクロファージ等によって産生される生理活性因子で、
免疫応答を制御するサイトカインの一つ。IL-6は1986年
に相補的DNA(cDNA)がクローニングされ、以降IL-6は
種々の生理現象や炎症･免疫疾患の発症メカニズムに関
与していることが明らかになった。
平野先生は1986年にIL-6を発見し関節リウマチ等の治療
薬の開発への道を開いたことにより、2009年、スウェーデ
ン王立科学アカデミーからクラフォード賞を、岸本忠三第14
代大阪大学総長とともに、日本人で初めて受賞した。また、
2011年には日本国際賞を受賞した。

が
、
昨
年
の
東
日
本
大
震

災
以
降
、
自
然
そ
の
も
の

と
の
共
生
と
い
う
こ
と
も

強
く
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
自
然
は
私
た
ち
の
想

定
を
は
る
か
に
超
え
る
力

を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

私
た
ち
は
完
全
に
克
服
で

き
な
い
か
ら
で
す
。

同
じ
こ
と
は
病
気
や
老

化
に
対
し
て
も
言
え
ま

す
。
医
学
や
医
療
は
、
19

世
紀
か
ら
20
世
紀
に
か
け

て
は
感
染
症
を
ほ
ぼ
克
服

し
、
昨
今
で
は
再
生
医
療

や
遺
伝
子
治
療
で
新
し
い

可
能
性
を
拓
き
つ
つ
あ
り

ま
す
。
人
工
臓
器
な
ど
に

よ
っ
て
、
体
の
一
部
を
自

由
に
取
り
換
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
日
も
近
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

ど
ん
な
時
代
に
な
っ
て
も

病
や
老
い
を
受
け
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
し
、
心
の
安
ら
ぎ
を
保

つ
に
は
老
・
病
と
共
生
し

て
い
く
し
か
な
い
の
で

す
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

夢
を

持
ち
続
け
る
こ
と

大
学
へ
入
っ
て
か
ら
は

専
門
分
野
の
知
識
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
大
事
な
の

と
同
じ
よ
う
に
、
高
校
時
代

に
は
幅
広
い
知
識
と
基
礎

学
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
大
事
で
す
。
そ
れ
が
な
け

れ
ば
、
大
学
で
深
く
学
ぶ

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

す
。
最
近
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
に
対
応
す
る
た
め
に
、

小
・
中
学
校
で
も
知
識
を
蓄

え
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
考

え
、
発
信
す
る
力
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い

う
風
潮
も
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
基
礎

知
識
や
基
礎
学
力
は
欠
か

せ
な
い
の
で
す
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
高
校

時
代
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
さ

ら
に
大
事
な
こ
と
は
夢
を

持
ち
続
け
る
こ
と
で
す
。
み

な
さ
ん
も
小
さ
い
頃
は
た

く
さ
ん
の
夢
を
抱
い
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
総
理
大
臣

に
な
り
た
い
、
宇
宙
飛
行
士

に
な
り
た
い
、
あ
る
い
は
電

車
の
運
転
士
や
ケ
ー
キ
屋

さ
ん
に
な
り
た
い
と
思
っ

て
い
た
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
小
さ
い
頃
に
は
み
な
同

列
に
意
識
さ
れ
、
現
実
を
知

ら
な
い
分
、
大
変
困
難
な
こ

と
で
も
本
気
で
夢
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か

し
、
成
長
す
る
に
つ
れ
、
現

実
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

人
は
そ
の
夢
を
ど
ん
ど
ん

失
っ
て
い
き
ま
す
。
夢
を
忘

れ
て
い
く
過
程
が
成
長
の

過
程
で
あ
る
と
言
い
換
え

て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
、
現
実
は
現
実
と

し
て
、
私
は
み
な
さ
ん
に
、

自
分
の
描
い
た
夢
に
少
し

で
も
近
づ
く
努
力
を
す
る

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
夢
や
目
標
を
決
し

て
あ
き
ら
め
ず
に
、
そ
れ
を

目
指
し
て
常
に
努
力
し
て

い
る
と
夢
は
現
実
の
も
の

に
な
り
ま
す
。
一
つ
夢
が
達

成
で
き
る
と
ま
た
次
の
夢

が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し

て
夢
を
抱
き
続
け
て
い
れ

ば
、
心
は
常
に
明
る
く
、
少

し
ぐ
ら
い
苦
し
い
こ
と
が

あ
っ
て
も
頑
張
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
恩
師
※
４

の
言
葉
で
、
私
が
い
つ
も
大

切
に
し
て
い
る
言
葉
が
あ

り
ま
す
。「
夢
見
て
行
い
考

え
て
祈
る
」。
夢
を
描
い
た

ら
、
ま
ず
そ
の
夢
に
向
か
っ

て
行
動
し
て
み
よ
う
（
行

い
）。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
考

察
す
る
（
考
え
る
）
の
は
次

の
段
階
で
い
い
。
後
は
結
果

に
つ
い
て
祈
る
だ
け
だ
と
。

※
4　

大
阪
大
学
第
11
代
総
長　

山
村

雄
一
先
生
。

小
さ
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

た
ち
が
解
を
目
指
す

　

分
散
人
工
知
能
は
も
と
も
と
、

分
散
し
て
い
る
計
算
機
を
効
率
的

に
利
用
し
て
問
題
解
決
を
行
う
技

術
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

マ
ル
チ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼
ば
れ

る
、
複
数
の
人
や
計
算
機
が
相
互

に
情
報
を
交
換
し
た
り
、
協
調
し

た
り
し
な
が
ら
問
題
の
解
決
を
実

現
す
る
、
人
工
知
能
の
一
つ
の
在

経
済
シ
ス
テ
ム
の
分
析
に
お
い

て
、
こ
の
分
野
の
研
究
が
盛
ん
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
つ
の
例
と
し
て
、
国
際
的

な
通
信
回
線
の
接
続
料
金
が
ど

の
よ
う
に
決
ま
り
、
各
企
業
が

ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
か

を
分
析
し
た
研
究
を
紹
介
し
ま

す
。
A
国
の
ユ
ー
ザ
は
企
業
A

に
接
続
料
金
を
支
払
っ
て
通
信

回
線
を
利
用
し
ま
す
。
ユ
ー
ザ

が
B
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
企

業
B
が
運
営
す
る
）
を
利
用
す

る
と
き
に
は
、
企
業
A
が
企
業

B
に
対
価
を
支
払
い
ま
す
。
こ

の
対
価
は
交
渉
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
企
業

が
参
加
し
て
、
世
界
中
で
料
金

交
渉
が
行
わ
れ
る
と
き
、
各
企

業
の
相
互
作
用
を
モ
デ
ル
化
し
、

そ
の
モ
デ
ル
を
割
り
当
て
て
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
、
少

数
の
勝
者
と
大
勢
の
敗
者
が
現

れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「winner 

take all

現
象
」
が
再
現
さ
れ
た

の
で
す
。

一
般
市
民
に
問
題
の
構
造
を

知
っ
て
も
ら
う
―
―
ゲ
ー
ミ

ン
グ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と

比
べ
る
と
、
社
会
問
題
は
よ
り
複

雑
な
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、地
球
温
暖
化
の
問
題
で
は
、

温
暖
化
よ
り
も
経
済
発
展
を
重
視

す
る
国
、
温
暖
化
を
問
題
だ
と
考

え
つ
つ
も
温
暖
化
を
悪
化
さ
せ
る

産
業
が
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い

国
、
温
暖
化
を
防
ぐ
た
め
で
あ
れ

ば
資
金
を
拠
出
し
て
も
い
い
と
い

う
国
、
な
ど
立
場
に
よ
っ
て
考
え

方
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
振
る
舞
い

が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る

場
合
、
分
散
人
工
知
能
技
術
を

応
用
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
人
間
が
興
味

を
持
っ
て
参
加
す
る
こ
と
が
、
問

題
の
理
解
を
大
い
に
助
け
ま
す
。

ゲ
ー
ミ
ン
グ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
す
。

　

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
と
呼
ば
れ
る
、

す
べ
て
人
間
が
行
う
方
法
は
昔

か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
行
っ

て
い
る
方
法
で
は
、
3
人
の
人
間

的
に
変
化
す
る
こ
と
で
、
チ
ー
ム

と
し
て
協
調
的
に
問
題
を
解
決
し

て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
一
つ
の
問
題
に

対
し
て
、
個
別
の
人
、
特
定
の

計
算
能
力
を
持
つ
モ
ジ
ュ
ー
ル

（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
が
、
各
々
に

解
決
を
目
指
し
て
計
算
を
進
め
る

だ
け
が
、
現
実
の
問
題
に
対
処
す

る
方
法
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

私
は
、
人
の
組
織
や
社
会
の
知

識
を
モ
デ
ル
化
し
、
計
算
機
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
で
模
倣
し
な
が

ら
、
そ
の
知
識
を
解
明
し
、
現
実

社
会
の
問
題
を
解
い
て
い
く
方
法

を
模
索
し
て
い
ま
す
。

分
散
人
工
知
能
を
使
っ
た

社
会
問
題
の
再
現

　

1
9
9
0
年
代
以
降
、
社
会

り
方
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
の
人
間
が
直
面
す
る
問
題

を
考
え
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
、

サ
ッ
カ
ー
と
い
う
課
題
で
は
、
11

人
全
員
が
同
じ
よ
う
に
ゴ
ー
ル
を

目
指
し
て
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
も
い

い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
賢

い
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゴ
ー

ル
を
決
め
る
人
、
ア
シ
ス
ト
す
る

人
、
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
す
る
人
な
ど
、

役
割
に
分
か
れ
な
が
ら
、し
か
も
、

各
々
の
役
割
が
状
況
に
よ
っ
て
動

早稲田大学理工学術院
創造理工学部
経営システム工学科　教授

菱山　玲子 先生
P r o f i l e
専門は知識情報処理、コミュニケーションデ
ザイン。分散人工知能の技法を用いた知
識コミュニティの活動支援やビジネス倫理/
CSR・科学技術コミュニケーションのための
参加型デザインを中心に、研究に取り組む。
博士（情報学）。

情
報
技
術
で
社
会
の
問
題
解
決
を
支
援
す
る

1
9
5
0
年
頃
に
実
用
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
開
発
さ
れ
て
以
降
、
情
報
技
術
は
飛
躍
的
な
発
展

を
見
せ
て
き
ま
し
た
。今
で
は
、
誰
も
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
機
器
を
使
っ

て
世
界
中
か
ら
情
報
を
集
め
、
か
つ
て
は
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
よ
う

な
膨
大
な
計
算
を
簡
単
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
発
展
を
遂
げ
た
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
す
が
、
い
ま
だ
に﹁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
社
会
的
な
問
題
を
解
決
し
た
﹂と
い
う
話
は
耳

に
し
ま
せ
ん
。情
報
技
術
は
社
会
問
題
の
前
に
無
力
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

分
散
人
工
知
能
技
術

を
応
用
し
て
社
会
問
題
に
挑
む
早
稲
田
大
学
の
菱
山
玲
子
先
生
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

早
稲
田
大
学
　
創
造
理
工
学
部
経
営
シ
ス
テ
ム
工
学
科

ス
ス
メ
！
理
系
特
集
その1

今
号
と
次
号
で
は
、例
年
ど
お
り
ス
ス
メ
理
系
特
集
を
お
届

け
し
ま
す
。今
年
は
特
に
、
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
女

性
研
究
者
の
方
々
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
ま
し
た
。
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顔
画
像
美
観
化
シ
ス
テ
ム

　

私
は
「
信
号
処
理
」
と
呼
ば

れ
る
分
野
を
中
心
に
こ
れ
ま
で

研
究
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
、

画
像
や
音
響
な
ど
人
が
知
覚

す
る
信
号
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

解
析
し
、
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の

情
報
を
引
き
出
し
た
り
加
工
し

た
り
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
ま

す
。
信
号
と
は
「
情
報
を
含
む

物
理
量
」
の
こ
と
で
す
が
、
信

号
処
理
は
主
に
情
報
通
信
工
学

の
分
野
に
お
い
て
研
究
さ
れ
、

処
理
の
場
合
、
髪
と
肌
の
境
界

な
ど
の
変
化
を
無
視
し
て
全
体

に
同
じ
処
理
を
施
す
と
、
の
っ

ぺ
り
と
し
た
画
像
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
画
像
の

局
所
的
な
変
化
を
見
て
、
周
囲

と
の
変
化
が
少
な
い
と
こ
ろ
だ

け
に
ス
ム
ー
ジ
ン
グ
（
平
滑

化
）
を
か
け
た
り
陰
影
を
強
め

て
奥
行
き
感
を
強
調
し
た
り

し
、
変
化
の
あ
る
場
所
で
は
輪

郭
を
強
調
し
て
シ
ャ
ー
プ
に
し

た
り
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の

処
理
を
自
動
的
に
切
り
替
え

て
、
画
像
の
持
つ
様
々
な
性
質

を
適
切
に
変
化
さ
せ
る
方
式
を

提
案
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
数
学
的
処
理
だ
け
で

は
、
ど
の
顔
を
美
し
い
と
思
う

か
な
ど
、
人
間
の
感
性
を
正
確

に
測
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

か
ら
、
「
遺
伝
的
ア
ル
ゴ
リ
ズ

ム
」
と
呼
ば
れ
る
手
法
に
基
づ

い
た
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
用

い
ま
す
。
こ
の
方
法
で
は
、

綺
麗
に
し
た
い
画
像
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
取
入
れ
、
そ
の
画

像
を
処
理
し
た
サ
ン
プ
ル
を
何
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P r o f i l e
1957年北海道生まれ。80年東京大学工学部
電子工学科卒業後、同大学大学院工学系研究
科へ進学。米国カリフォルニア工科大学への留
学（フルブライト奨学生）を経て、86年博士課程
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女
性
の
視
点
で
、

人
の
感
性
に
訴
え
る

先
端
メ
デ
ィ
ア
技
術
を
開
発

枚
か
出
力
さ
せ
ま
す
。
利
用
者

は
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
自
分
が

好
ま
し
い
と
感
じ
る
画
像
を
い

く
つ
か
選
び
ま
す
。
次
に
そ
れ

ら
を
元
に
、
選
ん
だ
も
の
に
似

て
い
る
け
れ
ど
少
し
違
う
画
像

や
、
が
ら
っ
と
異
な
る
画
像
を

何
枚
か
再
度
提
示
さ
せ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
数
回
繰
り
返

す
と
、
最
終
的
に
利
用
者
の
理

想
に
近
い
画
像
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

フ
ォ
ト
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
顔
画

像
を
綺
麗
に
す
る
よ
う
な
ソ
フ

ト
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
自
分
で
領
域
を
選

ん
だ
り
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
変
化

さ
せ
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
し
、
そ
も
そ
も
画
像
に
関

2
0
1
3
年
4
月
開
設
予
定
で
、
日
本
で
最
初
の
数
理
科
学
専
門
の
学
部
と
な
る
明

治
大
学
総
合
数
理
学
部
。現
象
数
理
、先
端
メ
デ
ィ
ア
サ
イ
エ
ン
ス
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
デ

ザ
イ
ン
の
３
学
科
で
構
成
さ
れ
ま
す
が
、先
端
メ
デ
ィ
ア
サ
イ
エ
ン
ス
学
科
に
就
任
予

定
の
荒
川
薫
先
生
に
、そ
の
ご
研
究
お
よ
び
開
設
予
定
の
先
端
メ
デ
ィ
ア
サ
イ
エ
ン
ス

学
科
に
つ
い
て
、ま
た
女
性
研
究
者
と
し
て
の
意
気
込
み
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

新
し
い
信
号
処
理
に
つ
い
て
研

究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
画

像
処
理
の
一
つ
の
例
が
、
写
真

で
撮
っ
た
人
の
顔
に
対
し
、
し

わ
や
く
す
み
な
ど
を
無
く
し
て

見
栄
え
良
く
仕
上
げ
る
「
顔
画

像
美
観
化
シ
ス
テ
ム
」
で
す
。

信
号
処
理
で
は
、
入
力
信
号
を

何
ら
か
の
式
に
基
づ
き
変
換
し

て
、
出
力
信
号
を
求
め
ま
す

が
、
こ
の
と
き
、
画
像
の
よ
う

な
信
号
を
入
力
と
す
る
と
、
単

純
な
式
で
は
効
果
的
な
処
理
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
無

地
の
背
景
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
変

化
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
こ

も
一
定
の
処
理
を
施
せ
ば
良
い

の
で
す
が
、
顔
な
ど
の
物
体
や

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
も
の
は
、
輪

郭
の
周
り
で
変
化
が
激
し
く
、

一
定
の
処
理
で
は
良
好
な
出
力

が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば

肌
を
な
め
ら
か
に
す
る
よ
う
な

信
号
を
数
学
モ
デ
ル
で
表
し
、

数
学
的
な
基
準
の
上
で
最
適
な

処
理
シ
ス
テ
ム
を
如
何
に
設
計

す
る
か
に
つ
い
て
多
く
の
成
果

が
生
み
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
画
像
や
音
声
な
ど

人
が
認
知
す
る
信
号
に
対
し
て

は
、
数
学
的
に
最
適
な
処
理
の

み
を
用
い
た
の
で
は
人
が
満

足
す
る
特
性
を
実
現
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
私
は
信
号
処

理
に
非
線
形
非
定
常
の
要
素
を

導
入
す
る
と
と
も
に
、
人
の
知

覚
や
主
観
評
価
を
も
考
慮
す
る

明
治
大
学
　
総
合
数
理
学
部
先
端
メ
デ
ィ
ア
サ
イ
エ
ン
ス
学
科

顔
画
像
美
観
化
シ
ス
テ
ム
と
音
楽
の
電
子
透
か
し

これからますます求められる女性研究者

こ ん な 高 校 生 に 入 学 し て 欲 し い
　

高校時代から数学が好きで、東大に進んだあとも理学部に行くか
工学部に行くかで迷いましたが、「アイデアをものにしていく」という
のが面白そうで、工学部の電子工学科に進みました。歴代９番目の
女子学生ということで、今とは違って同じ学年どころか前後の学年に
も女子は一人もいないという状況でした。しかし、珍しかったからか周
囲が大事にしてくれて、博士課程へ進むまで特に苦労はありませんで
した。ただ、就職ではかなり苦労したのを覚えています。でも、ちょう
ど情報系の博士課程出身者の求人が増えた時期に当たったことで救
われました。

最近は男女共同参画ということが、どこでも大きなテーマになって
います。私も電子情報通信学会ではその委員長をしていますが、日
本の産業界が頭打ちになっている今こそ、女性のさらなる参画が求め
られるのでないでしょうか。例えば電気製品一つをとっても、日本のも
のは精度が高く性能は優れていますが、機能などが多すぎて使いづら
い。価格も勢い高くなり、新興国などでは敬遠されてしまいます。や
はりここには女性の視点が欠落しています。女性には生活のバックグ
ラウンドが豊富にありますから、その視点を取り入れることで、もっとシ
ンプルでしかも安く、使って楽しいものが作れるのではないでしょうか。

数学やパソコンが好きな上に、映画や音楽など、それ以外のものにも興
味を持っている人、また日常生活において様 な々問題意識を持っている
人に来てほしいと思います。女子も大歓迎。これからの社会に、女性なら
ではの視点をぜひ生かしてください。

総合数理学部が目指すもの
これまでの理工系学問では、数学や情

報科学、電気工学など、個別の領域が作
られ、研究者達は各領域を掘り下げるという
ことを追究してきました。しかし社会の様 な々
問題を解決するには、それらの垣根を取り払
い、各領域間で互いに連携し合うことが必
要です。来年度、開設予定の総合数理学
部では、数学や情報、工学に横串を刺すこ
とで、これまでできなかったような問題の解決
に取り組むことを大きな目標に掲げています。

私が所属することになる先端メディアサイ
エンス学科では、数学と情報技術を基礎
に、使いやすさや心地よさなど、人間性に
配慮した新しい情報学の究明、新しいコン
ピュータシステムの実現を目指します。その
ため、教員にも数学や情報学だけでなく、
認知科学や心理学、それにメディアアート
まで、さまざまな分野の専門家を集めていま
す。また、学部全体の取組みではあります
が、一年次からゼミナールによる少人数教
育を行います。数学や計算機プログラムの
作り方といった基礎的なことだけでなく、少
人数クラスで先端研究に早い段階から触れ
ることで、研究への意欲を高めるのが狙い
です。

ところで日本では、理系・文系を高校の
早い段階から分け、しかもそれが大学から就
職にまで続くことが一般的です。私は、この
ことが若者の視野を狭めているのではないか
と懸念しています。レールの上を全速力で走
るのには特定分野に専念することが効率的
で良いのですが、何もない大地で、自分で
方向を見極めて進むにはむしろ逆効果になり
ます。その点アメリカでは、基本的に理系・
文系の区別に拘りませんし、学校でも幅広
い視野を養うような教育が行われています。
私は、アメリカが今、情報通信分野で先行
している一つの要因はここにあるのではない
かと考えています。実際、アップル社ではあ
りませんが、文系の人が IT ベンチャーのトッ
プになっているケースも少なくありません。こ
の学部、学科では、基礎力に加えて、そう
した広い視野もぜひ身につけてもらいたいと
思います。

す
る
知
識
が
な
い
と
上
手
く
使

え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
比
べ
て
こ

の
方
法
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

出
し
て
く
る
サ
ン
プ
ル
を
選
ん

で
い
く
だ
け
で
理
想
の
画
像
に

辿
り
つ
け
る
の
で
と
て
も
便

利
で
す
。
現
在
、
B
e
s
t 

F
a
c
e
と
い
う
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
と
な
っ
て
、

ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

顔
画
像
だ
け
で
な
く
、
デ

ザ
イ
ン
上
の
配
色
な
ど
、
通

常
の
画
像
処
理
全
般
に
も
使

え
る
の
が
こ
の
技
術
の
メ

リ
ッ
ト
で
す
。
画
像
は
人
が

見
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ

か
ら
も
人
に
と
っ
て
心
地
よ

い
も
の
、
人
の
感
性
に
訴
え

る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
性
と

い
う
も
の
を
強
く
意
識
し
た

画
像
処
理
を
追
求
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

音
楽
の
電
子
透
か
し

　

音
響
信
号
処
理
の
分
野
で

は
、
音
楽
の
電
子
透
か
し
に
つ

い
て
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

電
子
透
か
し
と
は
、
音
楽
な
ど

の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
、

何
ら
か
の
情
報
を
わ
か
ら
な
い

よ
う
に
埋
め
込
む
信
号
加
工
技

術
で
す
。
音
楽
は
様
々
な
周
波

数
の
波
が
重
な
っ
て
で
き
て
い

る
信
号
で
す
が
、
私
が
開
発
し

た
方
式
は
、
そ
の
う
ち
、
人
が

聴
い
て
も
気
付
か
な
い
よ
う
な

周
波
数
の
領
域
に
情
報
を
埋
め

込
む
と
い
う
も
の
で
す
。
具
体

的
に
は
、
音
楽
の
強
い
周
波
数

成
分
の
２
倍
や
２
分
の
１
倍
の

と
こ
ろ
に
あ
る
、
ち
ょ
う
ど
一

オ
ク
タ
ー
ブ
上
、
も
し
く
は
下

の
音
（
倍
音
関
係
の
音
）
に
、

０
と
１
に
対
応
す
る
情
報
を
埋

め
込
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
う
す

る
と
、
一
オ
ク
タ
ー
ブ
離
れ
た

音
が
欠
損
成
分
を
カ
バ
ー
す
る

の
で
、
埋
め
込
み
情
報
が
消
去

さ
れ
に
く
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

情
報
の
埋
め
込
み
に
よ
る
音
質

変
化
が
、
聴
覚
上
わ
か
り
に
く

い
と
い
う
特
性
を
有
し
ま
す
。

　

実
際
に
は
音
楽
を
あ
る
長
さ

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
切
り
、
そ
の

１
ブ
ロ
ッ
ク
に
対
し
て
０
か
１

か
の
情
報
を
埋
め
込
む
わ
け

で
す
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
長
さ
を

長
く
す
る
と
埋
め
込
め
る
情
報

は
少
な
く
な
り
、
短
く
す
る
と

音
質
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
今
の
と
こ
ろ
、
１
秒
間
に

10
b
i
t 

く
ら
い
の
情
報
を

埋
め
込
め
ま
す
が
、
更
に
多
く

の
情
報
を
埋
め
込
め
な
い
か
工

夫
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

電
子
透
か
し
は
、
音
楽
を

ネ
ッ
ト
経
由
で
配
信
す
る
際
、

勝
手
に
コ
ピ
ー
さ
れ
な
い
よ

う
、
著
作
権
や
流
通
ル
ー
ト
な

ど
の
情
報
を
埋
め
込
ん
で
お
く

の
に
使
え
ま
す
。
電
子
透
か
し

の
入
っ
た
音
楽
を
複
製
し
て

ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
と
、
誰
が

複
製
し
た
の
か
が
特
定
で
き
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

最
近
で
は
、
音
楽
に
か
か
わ

る
映
像
や
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

名
前
な
ど
、
付
帯
情
報
を
埋
め

込
ん
で
そ
れ
を
読
み
出
せ
る
よ

う
な
方
法
に
つ
い
て
も
実
用
化

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
は
そ
の
夢
を
ど
ん
ど
ん

失
っ
て
い
き
ま
す
。
夢
を
忘

れ
て
い
く
過
程
が
成
長
の

過
程
で
あ
る
と
言
い
換
え

て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
、
現
実
は
現
実
と

し
て
、
私
は
み
な
さ
ん
に
、

自
分
の
描
い
た
夢
に
少
し

で
も
近
づ
く
努
力
を
す
る

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
夢
や
目
標
を
決
し

て
あ
き
ら
め
ず
に
、
そ
れ
を

目
指
し
て
常
に
努
力
し
て

い
る
と
夢
は
現
実
の
も
の

に
な
り
ま
す
。
一
つ
夢
が
達

成
で
き
る
と
ま
た
次
の
夢

が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し

て
夢
を
抱
き
続
け
て
い
れ

ば
、
心
は
常
に
明
る
く
、
少

し
ぐ
ら
い
苦
し
い
こ
と
が

あ
っ
て
も
頑
張
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
恩
師
※
４

の
言
葉
で
、
私
が
い
つ
も
大

切
に
し
て
い
る
言
葉
が
あ

り
ま
す
。「
夢
見
て
行
い
考

え
て
祈
る
」。
夢
を
描
い
た

ら
、
ま
ず
そ
の
夢
に
向
か
っ

て
行
動
し
て
み
よ
う
（
行

い
）。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
考

察
す
る
（
考
え
る
）
の
は
次

の
段
階
で
い
い
。
後
は
結
果

に
つ
い
て
祈
る
だ
け
だ
と
。

※
4　

大
阪
大
学
第
11
代
総
長　

山
村

雄
一
先
生
。

と
数
千
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
な
ど
、

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
は
不
可
能
な
規

模
で
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

　

ゲ
ー
ミ
ン
グ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
、
社
会
問
題
の
構
造
解

明
の
み
な
ら
ず
、
複
雑
な
科
学
技

術
が
関
与
す
る
問
題
を
専
門
知
識

の
な
い
一
般
の
人
々
に
「
体
験
」

し
て
も
ら
う
科
学
教
育
ツ
ー
ル
と

し
て
も
、
活
用
さ
れ
ま
す
。
体
験

が
容
易
で
は
な
か
っ
た
り
、
高
度

で
分
か
り
に
く
か
っ
た
り
、
教
科

書
を
読
ん
で
も
答
が
書
い
て
い
な

か
っ
た
り
、
社
会
に
お
け
る
影
響

を
大
勢
の
人
々
で
議
論
す
る
必
要

が
あ
っ
た
り
、
と
い
っ
た
問
題
で

特
に
威
力
を
発
揮
し
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
温
暖
化
の
ゲ
ー
ム

で
は
、
最
初
、
す
べ
て
の
参
加
者

が「
自
国
だ
け
よ
く
な
れ
ば
い
い
」

と
い
う
行
動
を
取
り
ま
す
が
、
温

暖
化
ガ
ス
が
急
激
に
増
加
し
て
問

題
が
悪
化
し
て
く
る
と
、
国
際
会

議
を
開
い
て
、
温
暖
化
ガ
ス
排
出

を
制
限
す
る
数
値
目
標
を
立
て
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
今

度
は
経
済
が
停
滞
し
、
次
の
国
際

会
議
で
は
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
と

い
う
行
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
ま
さ
に
現
実
の
世
界

の
縮
図
で
す
。
わ
ず
か
6
、
7
人

が
参
加
し
て
、2
時
間
半
ほ
ど
行
っ

た
ゲ
ー
ム
で
も
、
参
加
者
は
、
温

暖
化
は
自
分
の
問
題
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
他
の
人
の
問
題
で
も

あ
る
、
と
い
う
問
題
の
構
造
が
よ

り
鮮
明
に
理
解
で
き
る
よ
う
で
す
。

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
I
C
C
）で
の
取
り
組
み

　　

4
年
前
か
ら
、
早
稲
田
大
学
・

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
I
C
C
）
と
連
携
し
て
、
ゲ
ー

ミ
ン
グ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
多
言
語
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
日
本
語
に
加
え
て
、
韓

国
語
、
中
国
語
で
、
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
し
な
が
ら
ゲ
ー
ム
が

で
き
る
仕
組
み
が
完
成
し
て
い

ま
す
。

　

ま
だ
、
立
場
に
よ
る
利
害
の

対
立
が
な
い
、
若
い
学
生
た
ち

の
間
で
、
国
際
問
題
へ
の
理
解

が
進
め
ば
、
世
界
全
体
の
利
益
・

発
展
と
い
う
視
点
を
持
っ
た
、

真
の
意
味
で
の
国
際
的
な
人
材

の
育
成
に
大
き
く
寄
与
で
き
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

従
来
の
科
学
は
、
人
が
実
際

に
生
き
て
い
る
社
会
か
ら
、
問

題
の
対
象
部
分
だ
け
を
切
り
出

し
て
、
そ
れ
を
実
験
室
の
中
で

培
養
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
取
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
は
、
人
が
混
在
す
る
世
界
を

そ
の
ま
ま
計
算
機
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
に
再
現
し
な
が
ら
、
問

題
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
問
題
解
決
の
鍵
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。

女
性
研
究
者
を
目
指
す
人
へ

　

私
自
身
は
女
性
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
不
利
に
な
っ
た
り
、

苦
労
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
が
、
出
産
・
子
育
て
と
研
究

と
の
両
立
で
苦
労
さ
れ
て
い
る

方
は
ま
だ
ま
だ
多
い
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
本
学
に
は

男
女
共
同
参
画
推
進
室
が
運
営

す
る
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
い
う
施
設

が
あ
り
、
女
性
男
性
を
問
わ
ず
、

育
児
や
介
護
な
ど
で
困
っ
て
い
る

教
職
員
・
学
生
を
支
援
し
て
い

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
施
設
や
制
度

は
、
今
後
さ
ら
に
整
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
か
ら
研
究

者
を
目
指
す
女
性
は
、
も
っ
と

働
き
や
す
い
環
境
で
活
躍
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

男
性
は
、
特
に
企
業
に
入
る

と
、
業
務
上
の
要
請
か
ら
、
一
つ

の
専
門
だ
け
に
特
化
で
き
な
い

こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
幸
か
不

幸
か
、
女
性
だ
か
ら
こ
そ
専
門

性
を
究
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
近
年
は
特
に
、農
学
や
化
学
、

薬
学
な
ど
を
中
心
に
理
系
分
野

で
女
性
が
増
え
て
き
ま
し
た
が
、

機
械
や
情
報
な
ど
、
工
学
領
域

は
ま
だ
ま
だ
少
数
で
す
。
も
っ
と

多
く
の
女
性
に
工
学
を
学
ん
で

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ICCでのワークショップの様子
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学
生
と
行
う
様
々
な
取
組

　

こ
れ
ま
で
研
究
室
で
は
、
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
様
々
な
取
組
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
ト
ン
レ
サ
ッ
プ
湖
浸
水
域
に
あ

る
カ
ン
ポ
ン
プ
ロ
ッ
ク
村
と
い
う

両
褄
集
落
※
５
で
の
実
測
調
査
（
写

真
右
下
）で
は
、学
生
は
渇
水
期（
乾

季
）
と
浸
水
期
（
雨
季
の
後
）
に

そ
れ
ぞ
れ
30
日
ず
つ
２
年
間
か
け

て
滞
在
し
、
一
つ
ひ
と
つ
の
住
宅

を
縄
で
実
測
し
、
そ
の
有
り
様
を

手
描
き
で
図
面
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

農
山
村
の
過
疎
地
域
の
再
生
課

題
に
対
し
て
は
、《
関
わ
り
続
け
る

と
い
う
定
住
の
カ
タ
チ
》
を
テ
ー

マ
に
、
丹
波
市
青
垣
町
の
佐
治
集

落
に
学
生
が
出
向
き
、
地
元
の
木

材
を
多
用
し
て
空
き
家
を
交
流
拠

点
と
し
て
の
ス
タ
ジ
オ
に
改
修
し
、

地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
深
め
な

が
ら
、
相
互
に
経
験
と
学
習
を
重

ね
、
地
域
が
自
立
で
き
る
た
め
の

手
法
の
研
究
と
実
践
を
継
続
し
て

い
ま
す
※
６
。

　

私
自
身
は
こ
の
間
、
世
界
中
の

い
ろ
い
ろ
な
集
落
や
街
並
み
を
見

て
回
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
は
、
南

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
寡
少
集
落
を
ほ

ぼ
３
カ
月
か
け
て
、
公
共
交
通
機

関
の
み
を
乗
り
継
ぎ
、
足
ら
ず
は

歩
き
な
が
ら
巡
り
ま
し
た
（
写
真

左
）。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
人
口

3
0
0
人
ほ
ど
の
村
で
も
、
日
本

の
よ
う
に
過
疎
と
な
ら
ず
に
し
っ

か
り
と
自
立
し
て
い
る
こ
と
に
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
要
因
の
一

つ
は
、
み
な
が
兼
業
で
お
互
い
に

仕
事
を
担
い
合
っ
て
い
る
こ
と
で

い
ま
す
。

　

私
は
９
年
前
か
ら
、《
環
境
建
築

デ
ザ
イ
ン
》
と
い
う
概
念
を
提
唱

し
て
い
ま
す
が
、
大
学
卒
業
後
、

建
築
家
と
し
て
活
動
を
始
め
た
と

き
か
ら
ず
っ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
仕

事
は
建
物
と
建
物
の
間
、
つ
ま
り

隙
間
を
ど
う
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て

き
ま
し
た
。
建
築
と
は
た
だ
建
物

や
建
造
物
を
作
る
の
で
は
な
く
、

建
物
が
集
ま
っ
た
時
に
ど
う
い
う

空
間
、
街
が
で
き
る
か
を
考
え
な

が
ら
一
つ
ひ
と
つ
の
建
物
を
デ
ザ

イ
ン
す
る
こ
と
。
言
い
換
え
る
と

そ
れ
が
集
ま
っ
て
で
き
る
環
境
を

デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
だ
と
。

　

高
度
経
済
成
長
期
が
生
ん
だ
経

済
至
上
主
義
と
技
術
へ
の
過
信
か

ら
で
し
ょ
う
か
、
建
物
の
集
ま
っ

た
佇
ま
い
や
建
物
相
互
の
関
係
性
、

そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
々
の
心
の

触
れ
合
い
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る

優
し
さ
な
ど
は
、
な
か
な
か
設
計

の
第
一
の
目
的
と
は
考
え
ら
れ
な

い
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
と
く
に

性
》
に
導
か
れ
て
、
建
築
家
と
住

み
手
の
応
答
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
し
か
な
い
住
宅
、
そ
こ
に

あ
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
住
宅

が
創
り
出
さ
れ
、
そ
こ
に
し
か
な

い
発
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
ら
…
」。

31
歳
の
時
、
私
は
建
築
に
つ
い
て

の
理
念
を
こ
う
書
き
と
め
ま
し
た
。

少
し
手
前
味
噌
で
す
が
、
こ
れ
は

世
界
的
に
著
名
な
建
築
評
論
家
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
ノ
ル
ベ
ル
グ
＝
シ
ュ

ル
ツ
の
「
建
築
と
は
人
間
の
存
在

の
た
め
の
場
所
の
具
現
化
」
と
い

う
言
葉
に
も
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　

建
築
と
は
何
か
、
建
築
学
科
は

何
を
す
る
と
こ
ろ
か
と
聞
く
と
、

み
な
さ
ん
か
ら
は
す
ぐ
に
、
建
物

を
設
計
す
る
、
安
全
や
安
心
の
た

め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
を
作
る
、と
い
っ

た
答
え
が
返
っ
て
き
そ
う
で
す
。

私
も
学
生
時
代
、
同
じ
よ
う
に
教

え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本

の
街
並
み
を
見
て
多
く
の
人
は
、

一
つ
ひ
と
つ
の
建
物
は
美
し
か
っ

た
り
整
っ
た
り
し
て
い
て
も
街
並

み
全
体
と
な
る
と
話
は
別
だ
と
言

工
学
系
の
分
野
で
は
、
研
究
は
す

べ
て
数
値
で
評
価
で
き
る
客
観
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
よ
う
な
風
潮
も
、
実
は
今
で

も
続
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
み
な
さ
ん
は
、
夏
、
エ

ア
コ
ン
を
き
か
し
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
固
め
た
ビ
ル
の
一
室
で
過
ご

す
の
と
、
エ
ア
コ
ン
は
な
く
て
も

木
々
の
葉
っ
ぱ
の
水
分
を
十
分
に

含
ん
だ
冷
風
が
通
り
抜
け
る
よ
う

な
森
の
中
の
家
で
過
ご
す
の
と
で

は
、
ど
ち
ら
に
幸
せ
を
感
じ
る
で

し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
の
研
究
室
で
は
、
次
の

時
代
の
建
築
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
経
済
至
上
主
義
に
代
わ
っ
て
、

も
っ
と
人
間
に
寄
り
添
う
よ
う
な

考
え
方
や
技
術
が
第
一
義
に
大
切

に
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を

社
会
化
（
広
く
社
会
の
一
般
の
考

え
方
に
す
る
こ
と
）
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

建
築
と
い
う
も
の
を
工
学
の
一
分

野
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、

文
学
や
社
会
科
学
な
ど
、
す
べ
て

の
学
問
を
統
合
し
た
も
の
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
し

て
、
た
と
え
そ
の
こ
と
に
人
々
が

思
い
至
っ
て
い
な
く
て
も
、
専
門

家
で
あ
る
私
た
ち
は
、
そ
の
人
た

ち
の
声
な
き
声
、
つ
ま
り
潜
在
的

ニ
ー
ズ
を
具
現
化
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
す
。
そ
の
際
に
最

も
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の

“
場
所
の
声
”
を
聞
き
、

そ
の
場
所
の
持
っ
て
い

る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
、
住

宅
や
建
物
に
具
現
し
て

み
せ
る
こ
と
な
の
で
す
。

す
。
も
う
一
つ
驚
い
た
の
は
、
ど

の
村
に
も
、
陽
当
た
り
が
よ
く
、

見
晴
ら
し
の
い
い
場
所
に
お
墓
が

あ
っ
て
、
花
の
絶
え
る
日
が
な
い

こ
と
で
す
。
彼
ら
の
住
ま
う
こ
と

や
仕
事
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

考
え
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
生
き
方
を

考
え
る
の
に
と
て
も
示
唆
的
で
す
。

　

時
代
を
代
表
す
る
建
築
家
、
故

ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
は
、
60
歳
を
過

ぎ
て
社
会
に
認
め
ら
れ
、
90
歳
ま

で
活
躍
し
ま
し
た
。
そ
の
彼
も
、

《
建
築
家
の
仕
事
は
創
り
出
す
こ
と

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
存
在
が
ど

う
な
り
た
が
っ
て
い
る
か
を
問
い
、

そ
の
た
め
の
空
間
を
発
見
す
る
こ

と
だ
》　

と
言
っ
て
い
ま
す
。
私
も

昨
年
60
歳
を
迎
え
ま
し
た
が
、
建

築
の
世
界
は
年
齢
に
関
係
な
く
考

え
続
け
て
い
け
る
世
界
で
す
。

　

大
学
と
は
高
校
ま
で
に
は
気
づ

き
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
。
そ
し
て
多

く
の
い
ろ
い
ろ
な
世
界
（
分
野
）

の
知
ら
な
い
人
と
出
会
う
場
で
す
。

大
学
に
入
っ
た
ら
、
キ
ャ
ン
パ
ス

や
大
学
の
中
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
に
、

大
学
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
大

い
に
経
験
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

※
５　

ト
レ
ン
サ
ッ
プ
湖
は
東
南
ア

ジ
ア
最
大
の
湖
。カ
ン
ポ
ン
プ
ロ
ッ
ク

村
は
そ
の
浸
水
域
（
季
節
に
よ
っ
て

水
が
引
い
た
り
満
ち
た
り
す
る
区
域
）

に
あ
る
。こ
の
集
落
の
住
宅
は
高
床
式

で
、雨
季
の
後
に
は
水
上
集
落
と
な
る

こ
と
か
ら
、（
江
川
に
よ
り
）両
棲
集
落

と
名
付
け
ら
れ
た
。

※
６　

T
A
F
S（
丹
波
青
垣
フ
ィ
ー

ル
ド
ス
タ
ジ
オ
）佐
治
ス
タ
ジ
オ

ス
ト
ッ
ク
活
用
型

団
地
再
編

　

日
本
が
経
済
成
長
を
始
め
た
人

口
急
増
時
代
、
全
国
各
地
に
は
公

営
を
は
じ
め
と
し
て
た
く
さ
ん
の

住
宅
団
地
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
そ
の
数
は
公
的
賃
貸
住
宅

だ
け
で
も
2
2
0
万
戸
、
地
元
、

大
阪
で
は
、
住
宅
の
10
％
を
占
め

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
今
、

老
朽
化
と
と
も
に
、
住
民
の
高
齢

化
や
減
少
の
問
題
を
抱
え
大
き
な

社
会
問
題
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
単
一

の
機
能
と
効
率
性
、
経
済
性
を
優

先
し
た
形
態
の
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
現
代
の
よ
う
な

成
熟
社
会
の
感
性
に
は
合
わ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
財
政

や
環
境
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
す

べ
て
を
建
て
替
え
る
と
い
う
余
裕

も
な
く
、
今
あ
る
ス
ト
ッ
ク
を
い

か
に
使
い
回
す
か
が
今
後
の
大
き

な
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

も
、
国
が
率
先
し
て
住
宅
政
策
を

行
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
住

宅
先
進
地
域
と
違
い
、
こ
れ
ま
で

住
宅
着
工
件
数
な
ど
経
済
指
標
に

重
き
を
お
い
て
き
た
日
本
で
は
、

個
々
の
団
地
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す

る
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
は
お
ろ
か
、

全
体
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
さ
え

確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
中
、
私
た
ち
は
こ
れ

ま
で
関
西
を
中
心
に
、
環
境
ス

ト
ッ
ク
や
風
土
感
を
継
承
し
つ
つ
、

巨
大
な
団
地
を
魅
力
あ
る
普
通
の

“
ま
ち
”
に
変
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
な
ど
の
集
住
形
態
へ
の
再
生
に

関
わ
っ
て
き
ま
し
た
※
２
。
団
地
の

多
く
は
、
建
物
が
画
一
化
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
住
環
境
、
街

と
し
て
も
と
て
も
偏
っ
た
作
り
に

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
設
計
に
当

た
っ
て
は
住
む
人
や
周
辺
の
人
の

心
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
と

し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
経
緯
も
あ
り
、
昨
年
、

国
か
ら
５
ヶ
年
計
画
で
、
ス
ト
ッ

ク
を
活
用
し
つ
つ
団
地
を
再
編
し

て
い
く
た
め
の
手
法
の
技
術
開
発

研
究
に
つ
い
て
助
成
金
を
得
※
３
、

志
を
同
じ
く
す
る
研
究
者
や
建
築

家
仲
間
、学
生
諸
君
と
と
も
に
様
々

な
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
本
学
の
近
く
に
は
、
全
国
的

に
も
名
高
い
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

も
あ
り
ま
す
。
実
社
会
の
重
要
な

課
題
に
答
え
る
こ
の
よ
う
な
研
究

は
、
ま
さ
に
本
学
の
理
念
で
あ
る

《
学
の
実
化
》
※
４
の
一
環
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

※
２　

兵
庫
県
西
宮
市
の
浜
甲
子
園

団
地
さ
く
ら
街
（
写
真
左
）、
芦
屋
市

の
若
宮
地
区
震
災
復
興
住
環
境
整
備
、

和
歌
山
県
の
御
坊
市
営
島
団
地
再
生

な
ど
、
街
に
開
い
た
集
住
環
境
、
多
様

で
豊
か
な
街
へ
の
再
生
の
設
計
を
手

掛
け
て
き
た
。

※
３　

2
0
1
1
年
、
文
部
科
学
省

の
助
成
事
業
、『
集
合
住
宅“
団
地
”の

再
編
（
再
生
・
更
新
）手
法
に
関
す
る

技
術
開
発
研
究
（
私
立
大
学
戦
略
的

研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
）』に
採
択

さ
れ
た
。

※
４　

関
西
大
学
の
教
育
の
理
念
。

学
理
と
実
際
と
の
調
和
の
意
。

私
の
住
ま
い
へ
の
思
い

　
「
そ
の
住
宅
が
《
建
つ
場
所
の

声
》、
な
か
な
か
聞
き
取
る
の
は
難

し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
大
切
に

し
た
い
。
そ
の
住
宅
が
建
つ
場
所

は
そ
こ
に
し
か
な
い
状
況
、
そ
の

唯
一
の
環
境
、
す
な
わ
ち
《
場
所

関西大学　環境都市工学部　建築学科

関西大学環境都市工学部 
建築学科教授　建築家

江川　直樹 先生
P r o f i l e
1974年早稲田大学理工学部
建築学科卒業。76年同大学
大学院理工学研究科建築学
専攻・修士課程修了。建築設計
事務所勤務を経て、2004年4
月より現職。2007年土木学会
デザイン賞、日本都市計画学会
賞（グループメンバーで受賞）な
ど受賞多数。共著書に『住まい
と街の仕掛人』など。

場所の声を聞け

ス
ス
メ
！
理
系
特
集

進路の
ヒント

少子高齢化が進み、人口の減少が始まる日本社会。公
共政策や社会制度の見直しも行われています。私たちの
住環境の整備についても例外ではなく、それを支える土木
や建築においても、これまでとは違う設計思想やそれをい
かした技術やプロジェクトに注目が集まっています。建築
家として数多くの実績を積まれ、９年前関西大学に赴任し、

《建築環境デザイン》※１という新しい視点から、精力的
に活動を続けられる江川直樹先生に、これからの建築が
目指すべき方向性についてお聞きしました。
※１　建築および建築物を取り巻く環境総体のデザイン、都市デザイン向上のために一
つひとつの建物はどうあるべきかを考えようという概念。

その1
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P r o f i l e

1971年大阪工業大学工学部土木工学
科卒業。1975年京都大学工学研究科
衛生工学専攻修了。工学博士。山口大
学工学部助手、京都大学工学部助手、福
井工業大学工学部講師を経て、1993年
より大阪工業大学工学部助教授。99年
より教授。山口県高水高等学校出身。

大阪工業大学
研究支援推進センター長
環境ソリューションセンター長
工学部　環境工学科　教授
石川  宗孝 先生

学
科
の
特
徴
と

私
の
専
門

環
境
工
学
科
は
、
環

境
問
題
へ
の
対
策
が
急

務
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
中
、
都
市
環
境
か
ら
自

然
環
境
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
対
象
と
し
て
、
人

と
自
然
の
共
生
や
循
環
型

社
会
の
構
築
を
め
ざ
し

て
2
0
0
6
年
に
開
設

し
ま
し
た
。
将
来
を
意
識

し
や
す
い
よ
う
に
ゆ
る
や

か
な
コ
ー
ス
制
に
な
っ
て

い
て
、
技
術
者
と
し
て
の

基
礎
を
学
ん
だ
後
、
地
域

の
環
境
問
題
に
よ
り
密
着

し
て
予
測
、
対
策
、
計
画

及
び
政
策
提
言
な
ど
を
行

う
こ
と
の
で
き
る
人
材
養

成
を
め
ざ
す
「
地
域
環
境

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス
」

と
、
環
境
の
制
御
・
管
理

に
関
わ
る
浄
化
技
術
や
処

理
技
術
を
学
ぶ
「
環
境
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
」

の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
ま

す
。私

の
専
門
は
排
水
処
理

や
下
水
の
無
公
害
処
理

で
、
近
年
は
特
に
微
生
物

に
よ
る
処
理
に
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。
研
究
室
で

は
、
都
市
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
環
境
問
題
を
工
学

技
術
で
解
決
す
る
だ
け
で

な
く
、
地
球
規
模
で
環
境

科
が
、
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ

ル
燃
料
に
つ
い
て
は
応
用

化
学
科
が
と
、
2
0
1
0

年
か
ら
学
科
横
断
型
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
学
生

主
体
で
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
過
去
に
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
か
え
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
コ
ス
ト
が
余
計
に
か

か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
か
ら
、
O
I
T

キ
ャ
ン
パ
ス
エ
コ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
第
三
者

の
評
価
を
受
け
て
、
エ
コ

サ
イ
ク
ル
モ
デ
ル
の
実
証

を
進
め
て
い
く
予
定
で

す
。今

年
か
ら
は
、
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
担
い
手
と
し

て
期
待
さ
れ
る
風
力
発

電
、
太
陽
光
発
電
、
家
庭

内
の
電
力
を
無
駄
な
く
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ス
マ
ー

ト
ハ
ウ
ス
シ
ス
テ
ム
や
電

気
自
動
車
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を

使
っ
た
植
物
工
場
な
ど
の

最
新
の
技
術
も
取
り
入
れ

ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
各
過
程

で
研
究
や
開
発
、
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

開
発
だ
け
で
な
く
、

維
持
・
管
理
の
技
術
も
大
事

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
い
う

と
地
味
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

い
ま
や
ど
ん
ど
ん
壊
し
て

新
し
い
も
の
を
つ
く
る
時

代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

の
専
門
分
野
で
も
、
上
下

水
道
は
く
ま
な
く
整
備
さ

れ
て
い
ま
す
し
、
廃
棄
物

処
理
施
設
も
で
き
て
い
ま

す
。
ニ
ー
ズ
と
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
つ
く
っ
た
も

の
を
保
守
、
整
備
し
、
現

在
あ
る
も
の
を
長
持
ち
さ

せ
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
技

術
の
方
が
高
い
の
で
す
。

O
I
T
キ
ャ
ン
パ
ス
エ

コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
最

新
の
機
器
や
技
術
を
実
際

に
見
る
だ
け
で
な
く
、
維

持
・
管
理
の
技
術
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
場

に
な
っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
以
外
で
も
、
社

会
か
ら
の
高
い
ニ
ー
ズ
を

受
け
て
、
企
業
で
活
躍
し

て
い
る
専
門
家
を
招
く
な

ど
し
て
、
保
守
・
点
検
に

つ
い
て
の
講
義
も
今
年
か

ら
開
講
し
て
い
ま
す
。

将
来
は
？

環
境
工
学
科
で
は
、
環

境
問
題
に
関
す
る
広
い
視

野
と
環
境
マ
イ
ン
ド
を

持
っ
て
、
そ
れ
ら
の
知
見

を
も
の
づ
く
り
に
生
か
す

エ
ン
ジ
ニ
ア
を
育
て
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
地

域
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

コ
ー
ス
」
は
公
務
員
、
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
環
境
系

建
設
業
な
ど
、「
環
境
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
」

は
環
境
メ
ー
カ
ー
、
環
境

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
企
業
な
ど

で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま

す
。本

学
は
、
あ
る
調
査
に

よ
る
と
関
西
以
西
の
私
立

大
学
で
は
１
位
の
就
職
率

を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
も

ち
ろ
ん
環
境
工
学
科
の
就

職
率
も
高
い
で
す
。
私
の

研
究
室
で
は
、
水
質
保
全

を
行
う
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

会
社
や
ゼ
ネ
コ
ン
、
メ
ー

カ
ー
な
ど
と
の
共
同
研
究

が
多
く
、
研
究
室
で
そ
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
付
け
て

そ
の
ま
ま
就
職
す
る
ケ
ー

ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

る
研
究
室
な
ど
、
多
様
な

研
究
室
が
あ
り
ま
す
。

O
I
T
キ
ャ
ン
パ
ス

エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

本
学
は
、
体
験
や
実
践

を
重
視
し
た
大
学
で
す
か

ら
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
も

循
環
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ

う
と
、
食
堂
か
ら
出
る
生

ゴ
ミ
と
廃
油
に
着
目
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
を
電
気
に

負
荷
を
減
ら
す
広
い
視
野

を
培
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
排
水
や
廃
棄
物
の
処

理
と
再
利
用
に
つ
い
て
、

廃
棄
物
ゼ
ロ
を
実
現
す
る

た
め
の
実
験
的
検
討
と
環

境
評
価
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
環
境
工
学
科
で
は

他
に
、
環
境
問
題
を
シ
ス

テ
ム
工
学
の
立
場
か
ら
考

え
る
研
究
室
、
ヒ
ト
と
生

態
系
の
関
わ
り
の
中
で
起

き
る
環
境
問
題
を
考
え
る

研
究
室
、
地
域
の
質
の
高

い
環
境
を
維
持
す
る
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
手
法
を
追
究
す

変
換
し
て
エ
コ
サ
イ
ク
ル

を
つ
く
れ
な
い
か
と
考
え

た
わ
け
で
す
。

生
ゴ
ミ
は
メ
タ
ン
発

酵
や
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵

を
さ
せ
、
油
は
精
製
し

て
、
電
気
や
ポ
ン
プ
に
使

い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に

環
境
工
学
科
が
得
意
と
す

る
分
野
で
す
。
発
電
効
率

を
高
め
る
た
め
の
技
術
は

電
気
電
子
シ
ス
テ
ム
工
学

これからの工学に求められる
グリーンテクノロジー

科
学
技
術
の
発
展
は
、
公
害
や
地
球
温
暖
化
、
土
壌
汚
染
な
ど
の
環
境
問
題
を

生
み
出
し
ま
し
た
。し
か
し
、
い
ま
や
私
た
ち
は
、
環
境
に
無
関
心
で
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
工
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
環
境
へ
の
配

慮
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
す
。排
水
の
微
生
物
処
理
な
ど
が
ご

専
門
の
石
川
宗
孝
先
生
に
、
環
境
工
学
科
の
特
徴
や
取
組
に
つ
い
て
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
阪
工
業
大
学
　
工
学
部
　環
境
工
学
科

中 国 で の 湖 沼 浄 化

　実はいま、中国の浙江省寧波市※で、
水道の水源になる湖沼の浄水に取り組
んでいます。当初は太湖という琵琶湖の
３倍ほどある大きな湖について相談を受
けましたが、工場排水が四方八方から絶
え間なく入ってくる上、水深が浅すぎて、
とても浄水は無理だと結論付けました。
寧波市の湖は、琵琶湖の南湖（琵琶湖
大橋より南側の湖）より小さい規模です
し、中国の湖沼水質モデルの第一号に
なるということでしたから、日本の水道コ
ンサルタントを入れて、湖全体での水質
改善の計画を立て、本格的に浄化を行
う予定です。現在、中国の飲み水はもっ
ぱらペットボトルです。この事業が中国の
水道事情の改善に少しでも役立てばと
思っています。この水質改善計画が成
功すれば、ベトナムやカンボジアなどの東
南アジアにも計画を拡げようと考えてい
ます。
※　寧波市と大阪工業大学との間では、2008年
に環境問題を中心とした改善に関する協定が結ば
れている。

キャンパスを社会に見立て、エコサイクルモデルを実証

水質浄化
酸素ガス

リチウムイオン電池

◎OITエコサイクルモデル図

エタノール発酵槽 メタン発酵槽

O I T食堂

生ゴミ・残飯

バ イ オ マ ス

土壌改良材

風

太陽光

微生物燃料電池

燃料電池

プラズマ改質器

電　気

水素ガス

炭

バイオディーゼル
燃料製造装置

自然エネルギー

カーボンシンク
効　果

電気自動車

風力発電

非接触充電

太陽光発電

移動屋外照明

植物工場 オイル産生藻類 室内照明

バイオ燃料

LED

野菜
メタンガス

使用済 割り箸 使用済 天ぷら油

照　明

食　料

電　気

Vehicle To Home

電力マネジメント

凡例：
バイオマス

燃料

電気

光・熱 開発中＊
その他

エンジン発電機

ヒートポンプ

　固体電解質酸素発生

＊＊

＊＊

温熱・冷熱

＊＊

＊＊

炭
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本連載は、2012年１月27日、一般社団法人日本機械工業連合会　理数系
グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会によって開催されたシンポジ
ウム「理系基礎学力の強化とモノづくり人材」のまとめを基に作成しています

第3回物理学ぼう! 第2部

私は音楽が好きです。洋楽・邦楽を問わず、またあ
らゆるジャンルの曲を聴きます。クラシックではモーツァ
ルトの才能に驚愕し、ポップスではビートルズの Abbey 
Roadを初めて聴いた時の衝撃はすごかったです。ビー
トルズも天才だな、確実に。あのオリジナリティ溢れ
る楽曲の数々は尋常じゃありません。そして、ジャズや
ロック、歌謡曲、果てはアイドルの曲にだって、これは
なかなかの名曲だと感じる楽曲は結構あり、音楽はジャ
ンルを超えて楽しむことができますよね。

楽曲の優劣はメロディー・テンポ・リズムカットのマッ
チングで決まると思いますが、やはり直接的に重要な
のはメロディーラインではないでしょうか。こういう音楽

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・・・・・ヒ ット 曲 の 秘 密
森ノ宮医療大学 提供

講師:Doctor A　医師・医学博士。神戸市出身。大阪大学医学部卒。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。専攻分野：循環器学・老年医学・分子生物学・遺伝子治療学。灘高等学校出身。

IMDによる日本の国際競争力が30位に低下しているという話を、私たちはにわかに実感できない、いやむ
しろ実感したくないというのが本音かもしれない。しかし、それが紛れもない事実であるとしたら、それは
何によるのか。よく言われるのが今と将来を支える人材の学力低下だ。だとするとこれは、日本社会が成熟
していく中での必然的な帰結なのか、それともある種の政策の失敗なのか。第２部では他の国の人材養成
を見ながら、このことについて考えてみたい。

の魅力を大脳生理学的に研究している方もいらっしゃっ
て、過去のヒット曲を科学的に解析した本もあり、なか
なか楽しく読めます。私がかなり共感したのは「導音」
の重要性です。ドレミファソラシド～～♪って音階があ
るとしますよね。ハ長調ですね。歌ってみてください。
で、これをシで止めてみてください。ドレミファソラシ～
～♪　ううう、気持ち悪い、落ち着かない・・・で、
次にド～♪って歌うとホッとしませんか？　この場合、シ
は次のドを期待させる音、すなわち導く音、「導音」で
す。シ～♪で止めることで脳は緊張状態になり、次の
ド♪で緊張が緩和されるのです。こういう緊張と緩和
の繰り返しが多いとメロディーラインは確かに魅力的に

感じます。「黒鍵の多いピアノ曲は名曲が多い」と言
われますが、黒鍵すなわち半音は潜在的に導音となっ
ており、この格言は真実に近いと思われます。一度そ
ういう視点でヒット曲を聴いてみてください。確かに導
音が効果的に使われている曲は多いです。

医学の中で、脳の機能というのは非常に難解でまだ
まだ解明されていません。でも、音楽の魅力も解明で
きる非常に面白い分野です。それに何より、この分野
の発展は、アルツハイマー病やうつ病など、大きな社
会的問題でもある疾患の治療法開発にも繋がるでしょ
う。非常に難しい領域ですが、研究者のみなさん、が
んばってください！（人まかせかよ・・・）

韓国の上位生は、内容の理解度は高くて
も、科学的素養がないことが明らかにされ
た。

私が2010年に小学校４、５、６年生を
対象に調査したところ、小学校でも、学年
が上がると理科への興味が薄れていくこと
がわかった。これは学年が上がると子ども
中心の授業が減るからだ。理科への興味
は子ども中心の授業がどれだけ行われてい
るかに比例するから、それを高めようと思え
ば子ども中心の授業に力を入れなければな
らない。

今回の改訂によって、理科教育では以
下のことが期待できる。一つは理科の目標
である科学的素養を高める可能性があるこ
と。もう一つは学期あたりの履修科目数を
縮小することで、探求や実験授業など多
様な授業・学習法を適用できること。そし
て新設の創意的体験活動におけるグルー
プ活動や進路活動を通じて、理科に対す
る肯定的な認識が育まれる可能性があるこ
とだ。
※１　弘益人間の理念下ですべての国民に人格を陶
冶して、自主的生活能力と民主市民として必要な資質
を備えにいて人間らしい生を営為するし、民主国家の
発展と人類共栄の理想を実現することに役に立つこと
を目的としている。

2009年小学校教育課程の
重要教科の時間数
韓国の2009年
改訂教育課程 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 総合時

間数

国
語

韓国 408 408 816

日本
（平成20） 245 245 175 175 840

（945）

数
学

韓国 272 272 544

日本
（平成20） 175 175 175 175 700

（787）

理
科

韓国 204 204

日本
（平成20） 90 105 105 105 700

（787）

英
語

韓国 136 204

日本
（平成20） 35 35 70

（78）

１時間は韓国は 40 分、日本は 45 分／（　）は１時間を40 分
とした時の時間数

※2：学年群は学年と1学年と2学年を１•２学年、3学年
と4学年を3•4学年、5学年と6学年を5•6学年とする。
たとえば国語の場合3学年204時間、4学年204時間
ではなく、3•4学年の二年間に408時間を学習すること。
これが学年群である。このため、時間的にゆとりがある。

韓国の2009年の改訂教育課程の目
標は、「弘益人間の理念の下ですべての
国民の人格を陶冶し、自主的生活能力と
民主市民として必要な資質を備えて人間ら
しい生を営為し、民主国家の発展と人類
共栄の理想を実現することに役に立つこと」

（公益人間とは、広く人間社会に利益を
あたえること）とされている。

改訂の理由としては、現在の学校教育
の問題点の是正、学父母・学生(韓国で
は小学生から高校生までをこう呼ぶ)など教
育需要者の要求、そして創意的な人材養
成、つまり未来社会からの要求が挙げられ
ている。現在の学校教育の問題点とは、
硬直した教育課程とそれによって惹き起こ
される過度な学習負担、および供給側中
心の運営と形式的な非教科活動の運営
の４点だ。韓国では1997年に、21世紀
の世界化・情報化社会の中で、自律的、
創意的な人材の育成を目的として、大きな
改訂（第７次）が行われた。この時、英
語教育が入り、数学、理科、社会などの
授業時間が減った。

2011年に小学校1，2学年から適用が
始まる今回の改訂※１の特徴は、学期あた
りの履修科目数の縮小（2012年からの
週五日制の実施による）と基礎基本の強
化、教育課程編成・運営の自律権の拡
大と創意的体験活動の導入だ。科目の縮
小は、学年群と教科群を導入して集中履
修することで可能になる※２。創意的体験
活動は、自律活動、グループ活動、奉仕
活動、進路活動の４つだ。

日本との授業時数の比較は別表の通
り。韓国では、授業時数は1997年から減っ
たままで、一時間が40分であることも考え
ると、45分の日本よりかなり少なくなる。

理科教育課程の新しい目標は、「自然
現象と事物について興味と好奇心をもって
探求し、理科の基本概念を理解し、科学
的思考力と創意的問題解決力を養って、
日常生活の問題を解決できる科学的素養
を育てる」、とされている。

2009年の高校１年の学習成就度と
2009年のPISAの結果の比較調査では、

韓国の教育事情と初等教育における理科教育
大邱教育大学科学教育科教授　金東煜

技術者不足に備えて――ドイツVDMAの取組
ドイツ機械工業連盟（VDMA）日本代表事務所　代表　ホルガ―・ヴィッティヒ

卒は全雇用者の約16％にすぎない。その
ため彼らの質が問題になることはまずない。
大学へ進む時点で選ばれているし、卒業
するのもむずかしいからだ。

ギムナジウムへ進まなかった生徒は訓練
がメーンの教育機関で過ごす。15、6歳
で企業へ入り（入社ではない）、マイスター
の下で３年間訓練する。しかしまだ生産に
は直接タッチしない。私の兄弟も、６人
のうち２人は大学へ行っていない。うち一
人は照明器具の会社へ入って、メタルの
フィーリングをつかむためにヤスリでメタルを
削っていた。小遣いをもらいながら週１日は、
職業学校教育コースで学べるデュアルシス
テムも発達している。17、18歳で試験が
あるが、それに通れば会社へ入って一人
前になれる。実習をしていた会社で勤める
もよし、他の会社を選んでもいい。

また大学での理系人材の養成のために
は、ギムナジウムでテクニカルな科目、機
械技術に加えて電子・電気、化学などを
学ぶことが大事だ。
※１
１.VDMAの概要
1892年に設立され約120年の歴史を有する機械製造
業界団体で、会員企業3,000社以上。38の工業会を
傘下に置き、その業界就業者は約91万人、売り上げは
約1,730億ユーロ（約20兆300億円）にのぼる（2010年
データと同年平均為替レート換算）。ヨーロッパ最大の
産業団体。政府や公的機関からは一切の出資を受け
ず、会員企業の会費で運営されている。
２.VDMAの役割
主に、公的な窓口として、会員企業の共通の関心事の
ためのロビー活動やPRサービスを行う。特に、経済政
策に関しては、機械・プラントエンジニアリング産業が効
率的な発展を遂げるための助言や情報提供を行う。ロ
ビー活動の主な拠点はベルリンとプルッセル支部。また
各企業が単独で達成し難い課題をサポートする。主な
ものは、行政当局に対する業界の利益代表としての
立場の行使と、会員企業に対する広範なサービス提
供、各工業会に共通の活動、知識、経験についての情
報提供だ。
※２.　ドイツにおける産業機械業の重要性と現状
ドイツの産業機械製造は、業界売上高としては自動車
製造に次いで２番手に位置している。年間の売上高
は約1,730億ユーロで、輸出率は76.5％と輸出指向だ。
産業機械製造での一人当たりの売上高は約191,000
ユーロ。国内総生産輸出率（2010年）は38.7％。ちな
みにドイツの輸出高（2010年）は9,590億ユーロで、産
業機械輸出高（2010年）は1,250億ユーロ。
※３.　大学進学を前提としたギムナジウムという中等
教育機関へ進む。ここは７年制または９年制で、古典
語系、現代語系、数学・自然科学系がある。

技術者不足

機械分野という狭い範囲での数字だが、
100のベテランに対して若い人の比重は
77しかない。だから人数はいずれ足りなく
なる。日本と同じで少子化、高齢化が進
んでいるから、子どもにもっと教育をという
考え方はやはり強くなっている※４。

そこで工業会でも300社のメンバーと特
別の部署を作り、現状を分析し、将来展
望を示して、大学や企業が今何を考えるべ
きかを専門に考えている。国や州の役所
へも呼びかけて、積極的に話し合いもして
いる。将来若い人が職に興味を持つため
に、仕事の説明だけでなく、それが持つ可
能性や楽しみについて、あるいはどんな勉
強をしたらどんな職に就けるのかなどを、機
会あるごとに説明している。大学へ行ける

高校生に対しては、大学ではどんな勉強を
するのか、どんなテクニカル関係の科目を
学べばどんな大学へ行けるなど、情報収
集の方法についても徹底的に教えている。
将来、労働人口が減る中で、できるだけ
多くの若者がテクニカルの大学に行くように
しなければならない。もちろん大学へ行か
ない多数の人の訓練も大事だから、企業
の若手社員による実習中心の教育も積極
的に行われている。

世界でトップのシェアを持つドイツの機械
産業だが、今はそれを守るために次世代
の指導に力を入れている※５。日本も当然、
同じようにしなければならないと思う。
※４.　ドイツの産業機械工業の問題「技術者不足」
国際競争においてトップの座を維持するためには、産業
機械製造は優れた教育を受けた専門工やエンジニア
を必要とする。そのための前提となるのは、後進に技術
力をつける熱意、能力指向のフレキシブルな職業教育、
産業機械製造授業カリキュラムの絶えざる改善とされ
ている。産業機械製造およびプラント建設において、高
度資格者に対する需要は高いが、後進を見るとその数
に不足が見られる。今、勤めているベテラン100人の産
業機械製造エンジニアのところには77人の若者しか勤
めていない。さらに、今から数年内には、年齢的に見ても
ますますエンジニアの数が少なくなっていく。また2025年
には、定年を迎える人が今日よりも50％以上多くなると予
測されている。
※５.　後進育成のためのVDMAの活動
能力開発センターの設立
産業機械製造およびプラント建設に対する需要に応じ
て、その教育機会を増やすために、職業訓練とエンジニ
ア教育をテーマとする教育政策の利益を代表し、専門
的な討議を伴うキャンペーンを行うことを任務とする。

後進の確保

1990年代の終わりから、VDMAの会
員企業は技術畑の後進育成に次第に深く
取り組んできた。この取り組みを持続的な
ものにするために、プロジェクトの中に幼
稚園や低学年と高学年を視野に入れてき
た。「企業の学校支援」というパンフレット
では、VDMAの80以上の成功例が紹介
されている。好例は、VDMAのIMPULS
財団の「エバーハルト・ロイター賞」。企
業と学校間の優れた協力プロジェクトを支
援し、他の企業が独自の活動をするため
の動機付けになるように、毎年、独立し
た審査委員会から与えられる。これまで
に受賞者したのは、ヴェルマ・シグナル
テクニック社（WERMA Signaltechnik 
GmbH + Co.KG）、ミュンスターハイム社

（Münstermann GmbH & Co. KG)、レー
ベ社（LEWA GmbH）。

Think-Ing（エンジニアになることを考
えよ！）キャンペーン活動

とくに９学年から13年生の男女生徒を技
術に夢中にさせた。VDMA会員企業、大
学、その他の主催者は共同で多数の催し
を行い、エンジニア職に対する新人履修
者数を増加させることに成功した。特筆す
べきは、若い女性に技術畑の仕事への興
味を向けさせたこと。

Think-Ing（“Tec to You”、（機械エン
ジニアや機械技術専門家の将来を考える）

“MINT Zukunft schaffen”等の専門産
業機械展示会にも参加）等が先導した多

数の取り組みは、傘下の地方工業会、あ
るいはVDMA本部によるコーディネートや
主催で行われる。見本市での活動は、学
生や生徒と企業の出会いを手助けする。

インターネットサイト

インターネットサイト http://www.karriere-
im-maschinenbau.orgでは、職業および
学業のオリエンテーションに関するあらゆる
疑問に対して情報が得られる。将来的には
Web2.0等も利用できるよう改築中。

目標は、産業機械製造に関心を抱く若
者に興味を持たせ、教育修了後に就職す
る決意をさせること。そのための学業も支
援すること。ここには、
a) 重要な職業種の準備のために、興味を
起こす情報の提供
b) そのための最適な方法（研修か大学か）
c) 職業訓練の場、または訓練中の産業の
協力による研修場の案内・紹介
d) 教育完了後の企業求人欄を紹介する
などが含まれる。

後進エンジニアの確保

専門家が不足している状況で、せっかく
始めたエンジニアの学業を中断したり、専
修専門科を変更したりするのでは非常に効
率が悪い。アメリカなどでバチェラーを修得
できる学校が増えたことで、この割合は更
に増え、大学ではほぼ二人にひとりが早期
に学業を放棄している。

そこでVDMAのIMPULS財団は、主に
産業機械製造専攻課程における学業中
断の原因について委託調査を行った。そ
の結果、この問題が大学、産業代表者、
学生らが参加する多くのワークショップで討
論され、その成果は推奨対策として政治
団体、連邦省、州庁、大学へと渡された。
その上でVDMAは、特に重要な位置を占
める大学委員会とも話し合い、その結果を
多くの関係会議で報告した。調査を行った
高等教育情報システム協会（HIS)では、
それを基盤に指標システムを開発し、学生
の学業放棄を減少させるために、大学側
が学業放棄の赤信号を認識し、適切な時
期に予防手段を講じる手段として使用する
ことができるようにした。

VDMAは、この新しい教育課程の導入
の初めから、エンジニア教育の質を高める
ことを最重要の課題としてきた。同時に
2007年には、最新の状況を知るために
850人の教授にアンケートを実施した。結
果は、すでに今日広く討論されているよう
に、欠点と問題点を示唆するものであった
ため、他の諸工業会とともに、「エンジニ
ア教育における質の対話」をスタートさせ
た。当然、批判はあったが、大学との共
同作業を強化することができた。VDMAは
専門的な立場から、学業過程の内容と方
法に関する問題だけでなく、ストラテジーに
ついても調査するようにと主張した。

VDMA、ドイツ機構工業連盟は※１は、
産業機械という狭い機械、つまりものを作
る機械、工作機械、ロボット等 を々カバー
している。GDPに占める割合は７％と大き
く、雇用も95万人と、ドイツ経済にとって
は大事な分野だ※２。

勉強しない、成績の悪い学生は日本の
大学でも落第させればいいという話が出て
いたが、ドイツではシステム上そうなってい

る。10歳、州によって10 ～ 12歳だが、
この時点で大学へ進むかどうか、勉強する
道を選ぶかどうかを決める※３。だからドイツ
で教育について考える場合は主に小学校
からのことになる。日本のいわゆる高卒に
当たる人間は、私の時代で10％、今でも
20％にすぎない。

産業機械関係の場合、人数が十分か
どうかは別にして、エンジニア、つまり大
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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。

な気持ちになり、9キロのタヌキ猫を私は
尊敬せずにはいられなかった。」

（『神も仏もありませぬ』より）
　「9キロのタヌキ猫」はちと太りすぎであ
ると吾輩も思う。が、佐野洋子さんを「尊
敬せずにはいられなかった」と讃嘆せしめ
る我らがフネさんの癌に対する態度は見
事であろう。「静かな諦念」とある。「諦念」

（テイネンとよむのだよ）と
は単なる「あきらめ」ではな
い。仏教では「諦」は「悟り」
を表す。つまり、ついには
死に至る自らの人生じゃな
かった猫生の真実を「あき
らか」にした境地を「諦念」
と言うのだよ。
　かくして猫族の吾輩たちは悟りの境地
に達しているのであった。お釈迦さまが亡
くなったとき吾輩らのご先祖が駆け付け
なかったという話があるが、あれはひょっと
してお釈迦さまに教えてもらわなくても吾
輩たちは既に悟っていたからかもしれない
ね。

＊　＊　＊

　2010年に亡くなった佐野洋子という
絵本作家は、我ら猫族の味方であった。
受験生諸君の中にも、『100万回生きた
ねこ』とか『おれはねこだぜ』という絵本を
見たり読んだりした人があるであろう。そこ
に描かれている凛 し々い猫の絵を見て、
吾輩をモデルにしたのではないかと思わ
れる方がいるかも知れない。聡明なると
ころが吾輩そっくりに描けておるからね。
が、読者諸賢の予想とは違い、佐野さん
ご自身が猫と一緒に暮らしておられて、モ
デルにされたのはそちらの方の猫らしい。
　その猫の何代かあとのフネさんに癌が
発見され「あと一週間の命」と聞かされた
時の様子を、佐野さんは次のように書い
ておられる。
　「（猫のフネは）ガンだガンだと大さわぎ
しないで、ただじっと静かにしている。
　畜生とは何と偉いものだろう。
　時 そ々っと目を開くと、遠く孤独な目をし
て、またそっと閉じる。
　静かな諦念がその目にあった。
　人間は何とみっともないものだろう。
　じっと動かないフネを観ていると、厳粛

その5

　佐野洋子さんの愛猫フネはその後数
週間生きて、部屋の隅でクエッと二度声
を出して亡くなります。その死について佐
野さんは次のように書いておられます。
　「この小さな生き物の、生き物の宿命
である死をそのまま受け入れている目にひ
るんだ。その静寂さの前に恥じた。私がフ
ネだったら、わめいてうめいて、その苦痛を

のろうに違いなかった。
　私はフネの様に死にたい
と思った。人間は月まで出か
けることが出来ても、フネの
様に死ねない。月まで出かけ
るからフネのようには死ねな
い。フネはフツーに死んだ。」
　人間は自分が癌であると

知ると動揺します。そして、末期の癌の苦
痛に七転八倒します。
　それなのに猫のフネは静かに静かにそ
の死を死んで行きました。なぜでしょう。
　佐野さんは「人間は月まで出かけるから
フネのようには死ねない」と書いておられ
ます。これはいったいどういうことでしょう
か。

　先回ご紹介した松沢哲郎先生が、ある
チンパンジーが急性脊髄炎にかかりひど
い床ずれで皮膚が破れ膿み、骨がむき出
しになった痛 し々い様子を書いておられ
ます。
　「でも、このチンパンジーは、私であれば
生きる希望を失うという状況のなかでも、
まったく変わらなかった。めげた様子が全
然ない。けっこういたずら好きな子で、人
が来ると、口に含んだ水をピュッと吹きか
ける、なんてこともする。キャッと言って逃
げようものなら、すごくうれしそうだ。」（『想
像するちから』より）
　「私であれば希望を失うという状況」な
のに、このチンパンジーはめげない。希望
を失わないからでしょうか。いやそうでは
ありません。チンパンジーと人間では「想
像する時間と空間の広がり方が違う」か
らなのです。チンパンジーは明日のことを
考える、月へ行くことを考える、つまり「想
像する」という能力がきわめて小さいので
す。今後この自分はどうなるのだろうと、
将来を考えることができないのです。した
がって、今の痛みが死につながるというこ

とを想像できないのです。
　したがって猫のフネが「静かな諦念」を
たたえた目をしているのも悟っているから
ではありません。今の身体の痛みやだる
さが死につながるものであると想像でき
ないということなのです。人間は「想像す
るちから」を得て「希望」を知りましたが同
時に「絶望するちから」も獲得してしまっ
たのです。しかし、そこが哲学や宗教の出
発点でもありましたし、そこから自然科学
も発展してきたのでした。なかなか悩まし
いことですね。

ラーニングセンター、
授業アンケート

ラーニングセンターは、学生の学習支
援を目的に開設されました。ここでは、例
えば大学での勉強方法について、レポー
トの書き方、科目履修や単位取得、資
格取得・留学・進学などの学習に関する
いろいろな不安、疑問に対する相談を共
に考え、指導やアドバイスを行います。また、
随時ノートの取り方などの講習会も開いて
います。

さらに、学科との共催イベントや、入学
前準備教育講座でのアンケート作成とそ
の集計や分析、キャリアサポートセンター
の行う『就活塾』での筆記試験対策など、
教育改善のための資料作成、指導にあ
たる教員や事務局との連携、助言なども
大きな役割です。そしてこれらの延長線上
にあるのが、教員の教授スキル向上のた
めの『授業アンケート』に関する一連の
取組です。

『授業アンケート』は、2003年から、
各年度、全教員を対象に実施されてきま
した。アンケートは点検評価委員会が設
計し、専任教員の授業科目については、
全語学科目と、それ以外の科目では履修
生の多い順に2科目を、非常勤講師につ
いては全科目を対象とします。極力結果
の公正を期すため、実施時には、担当教
員が成績等には一切関係しないことを述
べ、用紙配布後は会場から退出します。
回収は当日に適宜依頼した複数の学生
が行い、その後彼らが事務担当職員のと
ころに持参します。もちろん無記名です。
回収率は、2008年度の春学期と2009
年度の秋学期の90％台を除いて、概ね
60から70％の間で推移しています。集め
られたアンケートは様 な々集計を行った後、
教員の元へと送られます。

授業アンケート応答集

2004年からは、これに加えて隔年で、

アンケートに対する教員の側からの回答を
まとめ、『授業アンケートに答えて』を発
行しています（2010年度版からはCD-
ROM化）。ここが本学の最も特徴的なこ
とだと思いますが、授業アンケートを見て
各教員は、約A４版１ページで、それぞれ
回答を文章で記入します。

たとえば私の場合には、「１.自己評価と
学生からの評価」というタイトルで、「…
内容が分かりやすかったとの指摘も、私と
してはありがたい感想で、少々努力が報
われた思いがします。…」とか、「２.今回
の「改善すべき点」に関する授業評価
のポイントと私からのコメント」というタイト
ルでは、「…開始時間と終了時間がやや
ルーズであるとの指摘がありましたが、今
回少なくとも開始時間は改善させていただ
いたと確信」などの感想を記しました。後
段のタイトルの下では、さらに「終了時間
がしばしば延びてしまう」といった学生から
の指摘に対して、「改善します。一つうれ
しいことは、担当した授業で遅刻者がほ
ぼ皆無になったことです。諸君の努力に
敬意を表します」といった、翌学期へ向け
ての決意や、学生への感謝を述べました。

全体を通して見られるのは、学生から
の的を射た指摘に対しては、多くの教員
が、素直に自分の至らない点を認め、翌
学期には改善を測ろうとしていることです。
そして２年後のまとめで、それが一つの結
果となっていることが窺えるケースもありま
す。

《日本で一番大切にされたい大学》を
目指して

本学のこうした一連の取組の最大の
特徴は、これをもって教員の授業改善の
ための資料に終わらせないことです。学
生の指摘を素直に受け入れるにせよ、何
らかの反論を試みるにせよ各教員がコメン
トを文書化し、記録として残すことは、書
いた本人に翌学期からの授業改善を促
すだけでなく、学生一人ひとりの意見に

対して真剣に耳を傾け、応えるという姿勢
を示すという意味できわめて重要です。

学生は学生で、図書館で、このまとめ
を自由に閲覧できますから、自分たちの
評価や意見を教員がどのように受け止め
られたかを知ることができます。しかもそれ
は、口頭によるものとは違って卒業後も
残りますから、彼らの評価の姿勢にも影
響します。

ところで、このような授業アンケートの
多くは、その結果が教員の教育に対する
姿勢、授業に臨む態度を問いただすこと
にも使われ、教員の評価につながるよう
な、ある種の危うさも一般に秘めています。
しかし本学では、大学の役職者と教員
の間に強い信頼関係がありますから、あく
までもこれは、教員一人ひとりが、自らの
教育について振り返る機会を提供するも
のでしかありません。これは企業であれ学
校、自治体であれ、事業の主体となる人
とそこで働く人、そしてそのサービスを受け
るお客さん、生徒、学生、住民を分けて
考えた時、真っ先にまず働く人を大事に
しなければならない、という考え方に基づ
いています。

最近、読んで感銘を受けた『日本で
一番大切にしたい会社』（坂本光司著：
あさ出版）の三部作は、障がい者が全
従業員の70％を占める会社、再び戻っ
てきたくなる（笑）病院など、売り上げや
利益では測れない価値が社会に認められ
た企業や組織、団体が紹介されています
が、いずれもまず社員、職員、従業員を
第一に考えている点で共通しています。

本学もこの点においては、これらの企
業、団体に負けてはいないという自負を私
は持っています。第１回を想い起こしてい
ただければわかりますが、本学がセンター
試験を利用しない理由の一つはまさにこ
のことによるのです。教職員と学生とは
相似形であり、日頃学生と接する教職員
が生き生きとしない限り、学生も決して生
き生きとはしてこないのです（続く）。

これまで３回に亘って、聖学院大学学長の阿久戸光晴先生に
面倒見のよい大学であるための聖学院の考えを入試や入学前
教育を例に話していただいた。今回は入学後の教育について、
ラーニングセンターの役割と、授業アンケートへの応答集『授業
アンケートに答えて』を例にお話しいただいた。

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

人格的対話のために
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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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ためらいのリアル医療倫理
命の価値は等しいか？
岩田健太郎
技術評論社、2011年

　実のところ、現実の問題に実践的に関

わるために議論すると銘打った政治哲学

とか、医療倫理とかなんとか（の、とくに教

科書）というのは、苦手だ。なにが苦手か

というと、単純化した命題を打ち立て、その

「答え」を諾否のふたつ、あるいはいくつかの選択肢にまとめあげ

て、その筋道から思考するという方法である。現実を切り縮めて、な

にかの練習問題に仕立て、それを解くこと、討論などをしてひとつの

「正答」に至ろうとすることに力点がかけられているようで苛立たし

さを感じてしまう。それに、ありていにいうと、一般論として語られると

ころと、さはさりながら個別具体的なものとして考えるところとは、大

きな隔たりがあることがあって、どう繋いでいけばいいのか戸惑って

しまうこともあるのだ。そういう問題の立て方自体、どこがというの

がいえないけれどもなんとなく違和感を感じてしまうこともある。

　というようなことを考えながら本書をめくったら「はじめに」で著

者は、同じような疑問から始めていた。著者は、沖縄や米国、中国

でも臨床経験を積んだ医者であり、神戸大学医学部の教授であ

る。医療倫理の教科書などにみられるディベート的なアプローチ、

白黒の結着をつけるような方法は、語り口の問題として医療の世

界には噛み合わない、と著者はいう。たとえば、「～は行なわれるべ

きか」という命題は「～を行なわない（行なう）としたらどういう条件

下においてか」という風に変えてみる。そうすると、問いは重層的

な、複雑な、「あいまいな」ものになり、黒か白かという意見の対立

は回避され、思考停止に陥りにくくなる。

　ためらいながら、という著者の姿勢は、数多くの現場を踏んで来

た経験からのものである。医療者の現場というのは、もちろん患者

とのあいだに成り立つものだろうけれども、患者というのは病院に

来て初めて患者として名付けられるもので、それ以前に「その人」

としての人生の背景や関係を持っているものだ。患者の気持ちが

わかる、と医者が感じたとき、主観的には医者は患者に対する上

位者の立場に立ってしまい、手前勝手な論理と道徳を押し付けて

しまうかもしれない。一方、患者中心の医療という場合、患者と医

療者が平等であるか、むしろ患者の方が優位にある構図を取る。

だから、患者の気持ちがわかるということと患者中心の医療という

のは本来逆の方向を向いている。そうしたスローガンを解体して、

現場のなかでためらいつつ対峙する、という姿勢を示しながら、医

療とは何か、ということを問いかけるのが本書だ。

　平易な文章で語られている分だけ、著者の考えにもどかしさを感

じるかもしれないが、それこそがためらいがちに語られるものであっ

て読み手は自身の現場において語り返す余白を受け取っていると

いうことだろう。



大学ジャーナル 8vol.1022012年（平成24年）10月30日

P r o f i l e

京都大学大学院教育学研究
科博士後期課程学修認定退
学。博士（教育学）。同大学大
学院教育学研究科助手を経
て、現職。研究テーマは、箱庭
療法に関する研究、心理臨床
の研究法に関する研究。大阪
府立天王寺高等学校出身。臨
床心理士。

佛教大学教育学部　
臨床心理学科　准教授
石原　宏 先生
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佛
教
大
学
の

臨
床
心
理
学
科

一
口
に
心
理
療
法
と
い
っ

て
も
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

様
々
で
す
。
例
え
ば
ク
ラ
イ

エ
ン
ト
の
状
態
が
「
治
っ
た
」

「
良
く
な
っ
た
」
と
言
え
る

基
準
も
、
一
様
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
行
動
療
法
の

考
え
方
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル

で
、
問
題
と
な
る
行
動
が
減

少
し
た
り
、
消
失
し
た
り
、

望
ま
し
い
行
動
が
増
加
す
る

こ
と
を
「
良
く
な
っ
た
」
と

捉
え
ま
す
。
例
え
ば
、
不
登

校
の
子
ど
も
が
い
た
場
合
、

「
学
校
に
行
く
」
と
い
う
明

確
な
行
動
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

し
、
そ
の
頻
度
や
時
間
が
増

加
す
れ
ば
「
良
く
な
っ
た
」

と
判
断
す
る
わ
け
で
す
。
一

方
、
箱
庭
療
法
や
夢
分
析
を

用
い
て
心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

に
注
目
す
る
力
動
的
心
理
療

法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
症

状
や
問
題
行
動
の
変
化
や
消

失
を
一
義
的
に
目
指
す
の
で

は
な
く
、
今
、
こ
の
人
に
こ

の
症
状
や
問
題
行
動
が
表
れ

て
き
た
こ
と
の
「
意
味
」
を

理
解
す
る
こ
と
に
関
心
を
向

け
ま
す
。
例
え
ば
不
登
校
に

な
っ
た
人
が
ま
だ
登
校
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
場

合
で
も
、
そ
の
人
が
自
分
自

身
で
、
今
、
不
登
校
に
な
っ

て
い
る
こ
と
の
「
意
味
」
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
寄
り
添

う
こ
と
に
心
理
療
法
の
意
義

が
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
つ

ま
り
、
症
状
の
消
失
の
み
な

ら
ず
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
自

分
自
身
の
一
回
限
り
の
人
生

を
ど
う
生
き
て
い
く
か
を
考

え
る
こ
と
に
も
価
値
を
置
い

て
い
る
わ
け
で
す
。

佛
教
大
学
の
臨
床
心
理
学

科
の
教
員
は
全
員
が
臨
床
心

理
士
か
、
あ
る
い
は
医
師
の

資
格
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

私
の
よ
う
な
力
動
的
心
理
療

法
に
関
心
を
持
つ
教
員
だ
け

で
な
く
、
行
動
療
法
を
専
門

と
し
て
い
る
教
員
も
揃
っ
て

い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で

す
。
ゼ
ミ
に
分
属
さ
れ
る
の

も
4
回
生
か
ら
で
す
か
ら
、

臨
床
心
理
学
の
様
々
な
考
え

方
を
幅
広
く
学
び
、
自
分
の

関
心
に
合
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
卒
業
後
の
進
路
と
し
て

は
大
学
院
進
学
や
一
般
企
業

へ
の
就
職
が
多
い
で
す
が
、

教
員
免
許
を
取
得
し
て
学
校

現
場
で
臨
床
心
理
学
の
考
え

方
を
深
く
理
解
し
た
教
員
と

し
て
活
躍
し
よ
う
と
す
る
学

生
も
増
え
て
い
ま
す
。
学
校

現
場
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の

可
能
性
を
伸
ば
し
て
い
く
の

に
、
集
団
を
熱
く
教
育
し
て

い
く
こ
と
も
不
可
欠
で
す

が
、
集
団
の
中
で
伸
び
て
い

く
の
が
苦
手
な
児
童
、
生
徒

も
必
ず
い
ま
す
の
で
、
そ
の

フ
ォ
ロ
ー
に
は
一
人
ひ
と
り

に
向
き
合
う
臨
床
心
理
学
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
な
場
合

も
必
ず
出
て
き
ま
す
。
心
理

学
は
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
基

礎
的
な
学
問
と
融
合
し
な
が

ら
進
展
し
て
き
ま
し
た
。
心

は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に

関
係
し
て
き
ま
す
の
で
、
自

分
や
人
の
心
に
興
味
が
あ
る

だ
け
で
な
く
、
生
物
や
宇
宙

や
文
学
な
ど
広
い
分
野
に
つ

い
て
関
心
の
あ
る
人
に
も
是

非
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。

し
、
最
も
成
果
を
上
げ
て
い

る
の
は
、
日
本
だ
と
言
っ
て

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ま
で
、
日
本
に
お
け
る
臨

床
実
践
と
研
究
が
、
世
界
の

箱
庭
療
法
の
発
展
に
重
要
な

影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た

し
、
今
後
も
箱
庭
療
法
の
発

展
に
果
た
す
日
本
の
役
割
は

大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
も
実
際
の
臨
床
場
面
で

は
、
象
徴
的
な
意
味
づ
け
に

は
こ
だ
わ
ら
ず
、
ク
ラ
イ
エ

ン
ト
が
箱
庭
を
作
る
プ
ロ
セ

ス
を
含
め
て
ク
ラ
イ
エ
ン
ト

が
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の

を
し
っ
か
り
と
見
守
り
、
私

自
身
が
感
じ
る
主
観
的
な
印

象
や
実
感
を
大
事
に
し
な
が

ら
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
ど
ん

な
思
い
で
、
ど
ん
な
こ
と
を

感
じ
て
そ
の
ア
イ
テ
ム
を
置

い
て
い
る
の
か
を
理
解
し
よ

う
と
心
が
け
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
同
じ
ゾ
ウ
の
ミ
ニ

夢
を
見
て
も
そ
れ
を
報
告
す

る
の
が
困
難
な
子
ど
も
の
た

め
の
心
理
療
法
と
し
て
、
カ

ル
フ
（Dora M

aria Kalff, 

1
9
0
4-
1
9
9
0
）

に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
の

が
、
箱
庭
療
法
（Sandplay 

Therapy

）
で
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

欧
米
を
中
心
に
世
界
的
に

は
、
箱
庭
療
法
は
ユ
ン
グ
派

の
心
理
療
法
と
し
て
実
践
さ

れ
て
お
り
、
例
え
ば
ゾ
ウ
は

「
知
恵
」
を
表
し
、
ラ
イ
オ

ン
は
「
攻
撃
性
」
を
表
す
と

い
っ
た
よ
う
に
、
箱
庭
に
置

か
れ
た
モ
ノ
の
象
徴
的
意
味

を
頼
り
に
、
無
意
識
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
解
釈
」
す

る
こ
と
が
中
心
を
占
め
て
い

ま
す
。
そ
の
点
、
日
本
で
は
、

ユ
ン
グ
の
考
え
を
大
切
に
し

つ
つ
も
、
象
徴
解
釈
に
は
そ

れ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
ず
、
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
の
箱
庭
を
そ
の
ま

ま
「
味
わ
う
」
よ
う
に
し
て

受
け
と
め
て
い
く
こ
と
で
、

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
心
が
本
来

持
つ
回
復
し
よ
う
と
す
る
力

が
伸
び
や
か
に
動
き
出
す
こ

と
を
待
つ
こ
と
に
重
点
を
置

い
て
お
り
、
独
自
の
展
開
を

見
せ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
得
意
で
感
覚
や
雰

囲
気
を
言
葉
に
せ
ず
に
そ
の

ま
ま
共
有
す
る
こ
と
に
長
け

た
国
民
性
と
相
ま
っ
て
、
箱

庭
療
法
が
世
界
で
最
も
普
及

チ
ュ
ア
が
使
わ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る

か
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
し
、
さ
ら
に

言
え
ば
同
じ
ク
ラ
イ
エ
ン
ト

で
あ
っ
て
も
何
回
も
箱
庭
作

り
を
繰
り
返
す
う
ち
に
意
味

が
変
化
し
て
い
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
今
こ
の
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
が
ゾ
ウ
を
置
く
こ

と
で
何
を
表
現
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
り

ま
す
。
私
の
場
合
、
完
成
し

た
箱
庭
作
品
を
分
析
し
て
そ

こ
か
ら
何
か
を
読
み
取
る
と

い
う
よ
り
は
、
箱
庭
作
り
を

自分とは何かを考えるだけでなく、
そう考える人に寄り添いたい

研
究
室
の
扉
を
開
い
て
真
っ
先
に
目
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
の
は
、

棚
に
並
ん
だ
人
形
や
動
物
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、乗
り
物
た
ち
。

「
箱
庭
療
法
の
道
具
は
、臨
床
心
理
士
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
出
せ
る
と
こ
ろ
が

お
も
し
ろ
い
ん
で
す
」と
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、週
に
2
日
は
臨
床
心
理
士
と
し
て

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
心
理
臨
床
の
実
践
も
な
さ
っ
て
い
る
石
原
宏
先
生
。

み
な
さ
ん
が
気
に
な
る
箱
庭
療
法
や
臨
床
心
理
学
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

臨床心理学の道に進んだきっかけ

　高校生時代、大学受験が近づき、周りが何
の疑問も抱かず真面目に受験勉強に取り組ん
でいるように見える中で、素直にその流れに乗れ
なかった私は、大学でしたい勉強をするためにな
ぜ今この勉強をしなければならないのかについ
て疑問を抱いてしまいました。さらに「自分とは何
か」とか「意味のある人生って何だろう」と自問し
始めます。そんなときに河合隼雄先生の書いた
本に出会い、臨床心理学が「私の人生をどう生
きるか」ということについて考える人に寄り添う学
問だということがわかり、とても興味を抱きました。
大学に入ってからは、講演なども聴きにいき、河
合先生のように人間を深く理解した魅力ある人
間になりたいとますます思うようになったことが、こ
の道に進む強い原動力になりました。

佛
教
大
学
　
教
育
学
部
臨
床
心
理
学
科

※この箱庭作品は取材時にイ
ンタビュアーが作ったものです。
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公募推薦入試
いよいよ出願開始！
全学部

■現役生のみ出願できる入試です。
■専願制ではありません。
■出願にあたっては、評定平均値の基準はありません。
■自分に合った評価型・都合の良い試験日を選べる試験日自由選択制です。
　●試験日が異なれば、評価型、学部・学科（専修）を変えて併願することができます。

　●同じ評価型で、同じ学部・学科（専修）に最大3日間（3回）出願することもできます。

11月17日（土）

学部 試験日 評価型 出願期間 試験会場 合格発表日

11月30日（金）

11月1日（木）～
11月8日（木）
（締切日消印有効）

インターネット出願は
11/8（木）まで受付

11月18日（日）

11月23日（金・祝）

京都（本学）
金沢・名古屋・大阪
神戸・和歌山・岡山
広島※・高松・福岡※

（※広島、福岡は
11/17・18のみ実施）

総合評価型

基礎評価型

ポイント

■2013 年度公募推薦入試

111木
出願受付
START

N E W

お問い合わせ先

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

インターネット出願による入学検定料割引あり！
インターネットから出願することで、郵送出願の場合より1出願ごとに5000円割引します。

P r o f i l e

京都産業大学法学部卒業。大阪教
育大学大学院修士課程修了。博士

（学術）・臨床心理士。大阪教育大
学学校危機メンタルサポートセンター
専任講師を経て、2000年より京都
産業大学法学部へ。著書、『犯罪被
害者支援　アメリカ最前線の支援シ
ステム』（径書房）で、犯罪社会学会
奨励賞を受賞。学外でも、（公社）広
島被害者支援センター理事、臨床心
理士の資格を活かして、大阪市立男
女共同参画センター相談室カウンセ
ラー、各地の刑務所、少年院のゲスト
スピーカー、民間委託心理士などを務
める。大阪府立高津高等学校出身。

京都産業大学
法学部法政策学科　
准教授
新　恵里 先生

被
害
者
学
の
道
へ

進
む
き
っ
か
け

「
被
害
者
学
」
は
、
日
本
で

は
ま
だ
認
知
度
の
低
い
学
問

で
す
が
、
犯
罪
大
国
ア
メ
リ

カ
で
は“victim

ology

”と
呼
ば

れ
、
犯
罪
学
か
ら
枝
分
か
れ

し
た
学
問
と
し
て
、
数
十
年

前
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

犯
罪
や
災
害
、
事
故
な
ど

の
被
害
に
遭
っ
た
人
や
そ
の

家
族
は
、
働
き
手
を
失
っ
た

り
、
家
を
失
う
な
ど
経
済
的

に
苦
し
め
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
、
根
拠
の
な
い
噂
に
よ
っ

て
非
難
・
中
傷
を
受
け
た
り
、

あ
る
い
は
警
察
や
司
法
関
係

者
の
不
用
意
な
言
動
に
よ
っ

て
傷
つ
け
ら
れ
る
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る
「
二
次
被
害
」
に

よ
っ
て
苦
し
む
場
合
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

被
害
者
に
ま
つ
わ
る
こ
の

よ
う
な
問
題
を
総
合
的
に
研

究
す
る
の
が
「
被
害
者
学
」

で
す
が
、
私
が
こ
の
道
に
進

も
う
と
決
心
し
た
の
に
は
、

い
く
つ
か
の
出
来
事
が
関

わ
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
子
ど
も
時
代
に
、

近
所
で
起
き
た
、
通
り
魔
殺

人
事
件
で
し
た
。
被
害
者
の

女
性
に
ま
つ
わ
る
二
次
被
害

や
、
遺
族
の
経
済
的
補
償
、

犯
人
の
再
犯
の
問
題
な
ど
、

子
ど
も
な
が
ら
も
、
色
々
な

疑
問
が
残
り
ま
し
た
。
ま
た
、

友
人
が
犯
罪
被
害
に
遭
い
、

助
け
て
く
れ
る
場
所
は
な

い
か
と
必
死
に
探
し
ま
し
た

が
、
被
害
者
の
た
め
の
相
談

窓
口
が
な
く
、
被
害
者
の
た

め
の
制
度
も
ほ
と
ん
ど
皆
無

だ
と
い
う
実
態
を
知
り
、「
本

育
て
支
援
も
、
被
害
者
支
援

も
、ま
、同
じ
で
し
ょ
う
」
と
。

乱
暴
な
話
に
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
「
地
域
支
援
」

と
い
う
視
点
を
入
れ
る
と
い

う
意
味
で
は
同
じ
で
す
よ
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ

に
は
あ
り
ま
し
た
。
今
思
え

ば
、
よ
く
受
け
て
く
だ
さ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
研

究
に
と
っ
て
大
切
な
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
被
害
者
支
援
の
研
究
に
必

要
な
臨
床
心
理
士
の
資
格
を

取
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た

し
、
被
害
者
学
に
つ
い
て
の

研
究
を
深
め
て
、
博
士
号
を

取
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

被
害
者
学
は
机
上
の

学
問
で
は
な
い

京
産
大
に
戻
っ
た
の
は
12

年
前
で
す
。
幸
運
だ
っ
た
の

は
、
着
任
と
同
時
に
「
被
害

者
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講

義
を
任
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

以
来
ず
っ
と
担
当
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
現
在

で
も
、
正
式
な
授
業
と
し
て

「
被
害
者
学
」
を
扱
っ
て
い

る
大
学
は
珍
し
く
、
非
常
に

ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
実
際
、
私

の
講
義
に
は
、
大
学
コ
ン
ソ
ー

シ
ア
ム
京
都
な
ど
を
通
じ

て
、
他
大
学
の
学
生
も
聴
講

に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
。

私
が
籍
を
置
く
法
政
策
学

科
で
は
、
法
学
・
政
治
学
の

考
え
方
や
理
論
を
い
か
に
現

実
に
生
か
す
の
か
を
総
合
的

に
学
び
ま
す
。
こ
こ
で
何
よ

り
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
自

分
た
ち
で
問
題
を
発
見
し
、

そ
の
解
決
策
を
自
分
た
ち
で

企
画
・
立
案
す
る
こ
と
で
す
。

「
被
害
者
学
」
は
学
問
と

は
い
っ
て
も
、
机
の
上
で
あ

れ
こ
れ
考
え
て
問
題
を
解
決

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
犯
罪

の
実
態
と
被
害
者
や
加
害
者

の
実
態
を
知
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
そ
の
た
め
、
私
の
ゼ

ミ
で
は
、
警
察
や
裁
判
所
、

刑
務
所
な
ど
の
現
場
に
出
向

く
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ワ
ー
ク
を
多
く
取
り
入
れ
て

い
ま
す
（
写
真
）。

現
在
、
私
の
ゼ
ミ
に
所
属

し
て
い
る
学
生
の
中
に
は
、

「
被
害
者
学
」
の
知
識
や
政

策
の
視
点
を
活
か
し
て
、
将

来
、
公
務
員
や
警
察
官
に
な

り
た
い
と
い
う
人
が
た
く
さ

ん
い
ま
す
し
、
実
際
に
、
卒

業
後
そ
の
道
で
活
躍
し
て
く

れ
て
い
る
O
B
・
O
G
が
多

く
い
ま
す
。
被
害
者
の
た
め

の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
が
整
え

ら
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ

の
よ
う
な
活
躍
の
場
が
で
き

た
の
も
最
近
で
す
が
、
一
昔

前
に
比
べ
る
と
、
隔
世
の
感

が
あ
り
、
う
れ
し
く
思
っ
て

い
ま
す
。

新
た
な
被
害
者
、

加
害
者
を

つ
く
ら
な
い
た
め
に

近
年
、
よ
う
や
く
犯
罪
被

害
者
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
般
市
民
の
被
害

者
を
巡
る
問
題
へ
の
関
心
は

確
実
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
。
と
は
い
え
、
未
だ
に
犯

罪
被
害
者
へ
の
根
強
い
偏
見

は
存
在
し
ま
す
し
、
法
整
備

も
不
十
分
で
す
。

ま
た
、
被
害
者
と
加
害
者

は
二
極
的
に
と
ら
え
ら
れ
が

ち
で
す
が
、
子
ど
も
時
代
の

虐
待
、
D
V
家
庭
、
過
酷

な
い
じ
め
な
ど
の
被
害
体
験

が
、
加
害
に
転
化
し
て
い
く

こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
悲
し
い
現
実
で

す
が
、
被
害
者
を
し
っ
か
り

ケ
ア
し
て
い
く
こ
と
が
、
新

た
な
被
害
を
生
み
出
さ
な
い

と
い
う
観
点
が
必
要
で
す
。

犯
罪
の
被
害
、
加
害
の
問
題

は
決
し
て
特
定
の
人
の
た
め

の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全

体
で
考
え
て
い
く
べ
き
問
題

だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

い
て
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
イ

ン
タ
ー
ン
（
研
修
生
）
と
し

て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
み
こ
み
、
大
学
院
の
先

生
に
は
「
ア
メ
リ
カ
で
論
文

を
仕
上
げ
て
き
ま
す
か
ら
」

と
説
得
し
て
、
飛
び
出
す
よ

う
に
ア
メ
リ
カ
に
向
か
い
ま

し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
研
修
を

受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
被
害

当
に
何
も
な
い
の
だ
」
と
思

い
知
ら
さ
れ
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
正
義
や
、「
ジ
ャ
ス
テ
ィ

ス
」
と
い
う
感
覚
に
あ
こ
が

れ
が
あ
り
、
法
学
部
へ
進
学

し
た
も
の
の
、
犯
罪
被
害
者

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
学
べ

な
い
ま
ま
、
釈
然
と
し
な
い

ま
ま
、
大
学
生
活
を
送
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
理
由

が
わ
か
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
、
教
職
に

も
関
心
が
あ
り
、
ま
た
も
う

少
し
勉
強
を
し
た
い
と
、
大

阪
教
育
大
の
修
士
課
程
に
進

学
し
ま
し
た
。
そ
の
折
、
知

人
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
に
は
民

間
の
犯
罪
被
害
者
を
支
援
す

る
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
」
と
聞

者
に
関
す
る
制
度
や
支
援
の

実
態
を
学
び
、
帰
国
後
は
日

本
で
被
害
者
支
援
に
つ
い
て

さ
ら
に
研
究
し
よ
う
と
思
い

ま
し
た
が
、
当
時
、
犯
罪
被

害
者
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た

研
究
が
で
き
る
場
所
は
、
な

か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
幸
い
に
も
、
大

阪
市
立
大
の
大
学
院
で
、
臨

床
心
理
学
の
先
生
が
受
け
入

れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
当

時
、
そ
の
先
生
は
「
子
育
て

支
援
」
の
研
究
を
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
私
の
研
究
に
関

心
を
持
っ
て
く
だ
さ
り
「
子

犯
罪
で

苦
し
む
人
の

な
い
社
会

を
め
ざ
し
て

近年、通り魔事件の多発や、東日本大震災などの災害
によって、予想もしていなかった「被害者」の立場に立
たされる人が増えてきました。被害を受けた人たちの
実態を明らかにし、支援の方法を考え、さらには犯罪
被害者をなくすためにはどうすればよいのかというこ
とを多角的に研究する新しい学問、「被害者学」が生ま
れたのは、まだ半世紀ほど前ですが、日本ではまだ学
ぶ場もなかった時代から、この分野の研究に情熱を燃
やしてこられた新恵里先生にお話をうかがいました。日 本 と ア メ リ カ、

被 害 者 支 援 の 実 態

　現在、日本には全国で約50ヵ所の
「被害者支援センター」（名称は各所
で異なる）が存在します。各都道府県
にほぼ1ヵ所程度で、すべて民間の団
体によるもので、その多くは資金的な
問題を抱えていて、活動時間や規模に
も限界があります。私が設立当時から
ボランティア養成でかかわっている、広
島被害者支援センターも例外ではあり
ません。
　一方アメリカでは、各州および各郡な
どに約1万ヵ所の被害者支援センター
があり、それぞれ政府からの財政的支
援を受け、専任のスタッフを中心に、ボラ
ンティアの活躍によって24時間無休
の体制で活動を行っています。日本の
被害者支援や制度整備は、アメリカに
比べて、20年は遅れていると言わざる
を得ません。やはり国の支援がないこと
が最大の要因と考えられます。何とかこ
の状況を打開していきたいものです。

京
都
産
業
大
学
　
法
学
部
法
政
策
学
科

奈良少年刑務所へ
アメリカの少年裁判所へ
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2013年度から
明治大学 給費奨学金に

「未来サポーター奨学生枠」を
新設します！奨 学 金 利 用者

約12,000名
明治大学では、学生の経済状況に応じた支援、成績
優秀者の支援など、さまざまな学生に対応する奨学
金を設定しています。
給費奨学金は、本学の各学部に在学し、経済的理
由により修学困難な学生に対して給付（返還不要）さ
れます。2013 年度から新設する「未来サポーター奨
学生枠」は、2010 年度に創設された「明治大学未来
サポーター募金」のうち「奨学サポート資金」へご寄
付いただいた寄付金から支給されます。

入学時も在学中も経済的負担を軽減する頼もしい
多彩な奨学金で明大生のやる気を手厚くサポート

※本学在学生の約3分の1が利用しています。

本学校友、御父母、法人など、諸先輩からの温かい
支援で、本学定期募集で初めて授業料２分の１相
当額の給付金を実現することができました。

TEL03-3296-4545（代表）
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早稲田大学 入学センター TEL 03-3203-4331 
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 

早稲田大学

募集
「めざせ！都の西北奨学金」

http://www.waseda.jp

■奨学金の申請資格
以下の①～⑥の条件すべてに該当すること。
①2013年度一般入学試験または大学入試センター試験利

用入学試験を受験する者（他大学との併願可・志望順不
問）。

②日本国籍を有する者、または永住者、定住者、日本人（永住
者）の配偶者・子。

③首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外の国内
高等学校または中等教育学校（通信制を除く）の出身者。

④上記の学校を2013 年 3月卒業見込みの者または2012
年3月以降に卒業した者。

⑤上記の学校での評定平均値※が「3.5以上」である者。
　※卒業見込者は最終学年1学期または前期までの値、

卒業者は最終学年 3 学期または後期までの値。
⑥主たる家計支持者（父母のうち収入が最も多い者）の「最

新（平成 23 年中）の所得証明書」記載の収入・所得金額
が以下の者。

　給与・年金収入金額（課税前）　　700万円未満
　その他、事業所得金額　　　　　 250万円未満

E-mail nyusi@list.waseda.jp

申請期間　第１回（採用候補者約400名）
　　　　　2012年10月15日（月）～11月30日（金）※消印有効

　　　　　第2回（採用候補者約100名）
　　　　　2013年1月5日（土）～1月25日（金）※消印有効

対 象 者　早稲田大学へ入学を希望する首都圏以外の国内高校出身者
募集要項　本学奨学課ホームページよりダウンロードしてください
　　　　　http://www.waseda.jp/syogakukin/mezase

■奨学金額・支給期間
年額40万円（給付）　4年間の継続支給
※各学年で学業成績による継続判定があります。
■採用候補者数（予定）
約500名（第1回約400名、第2回約100名）
■採用候補者の選考・決定
提出書類に基づき、家計状況等について審査し、採用候
補者を決定します。
■採用候補者が本奨学生に正式採用されるための条件
①2013年度一般入学試験または大学入試センター試験

利用入学試験を受験・合格し、2013年4月入学すること。
②入学後、所定期間（2013年4月上旬）に早稲田大学奨

学課窓口で所定の手続きを行うこと。
《出願にあたっての注意点》
①本奨学金の申請・選考は、入学試験の合否に全く影響

しません。
②採用候補者としての有効期間は、2013年度入学試験

に限ります。

本奨学金は、本学を志望する首都圏以外の地域の国内高校出身者への入学後の経済支援を目的としています。入
試出願前または出願期間中に申請できる制度ですので、採用候補者として認定されれば入学後の奨学金支給が
予め確約された上で受験に臨むことができます。

入学前予約採用奨学金
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量子テレポーテーションの
メカニズムに迫る

東京大学　工学系研究科
物理工学専攻　教授

古澤　明先生

　

今
回
は
、
い
よ
い
よ
私

の
メ
イ
ン
の
研
究
テ
ー
マ

で
あ
る
「
量
子
テ
レ
ポ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て

お
話
し
ま
す
。テ
レ
ポ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も

決
し
て
絵
空
事
で
は
な

く
、
す
で
に
実
現
し
て
い

る
技
術
で
す
。

　

こ
の
話
に
大
き
く
関

わ
っ
て
く
る
の
が
、
前
回

ご
説
明
し
た
「
E
P
R
ペ

ア
」
で
す
。
E
P
R
ペ
ア

の
状
態
に
あ
る
二
つ
の
粒

子
は
、
エ
ン
タ
ン
グ
ル
メ

ン
ト
と
呼
ば
れ
る
奇
妙
な

も
つ
れ
合
い
の
状
態
に

な
っ
て
い
ま
す
。エ
ン
タ

ン
グ
ル
メ
ン
ト
は
「
片
方

の
量
子
の
物
理
量
を
測
定

す
る
と
、
離
れ
た
場
所
に

あ
る
も
う
片
方
の
物
理
量

も
決
定
さ
れ
る
」
と
い
っ

た
空
間
を
超
え
た
関
係
の

こ
と
で
す
。

　

こ
の
E
P
R
ペ
ア
を
用

い
て
、
量
子
状
態
の
送
信

を
行
お
う
と
い
う
の
が
量

子
テ
レ
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
の
ア
イ
デ
ア
で
す
。あ

る
量
子
の
状
態
は
波
動
関

数
と
い
う
も
の
で
記
述
さ

れ
、観
測
し
た
瞬
間
に
、確

率
的
に
何
か
の
値
に
定

ま
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り

壊
れ
て
し
ま
う
の
を
思
い

出
し
て
く
だ
さ
い
。し
た

が
っ
て
、
量
子
状
態
を
送

る
に
は
、
決
し
て
直
接
観

測
し
て
は
い
け
な
い
の
で

す
。果
た
し
て
、そ
の
よ
う

P r o f i l e
1961年生まれ。1998年、世界で
初めて量子テレポーテーションの
実験を成功させ、アメリカの科学
誌『サイエンス』で、その年の10大
ニュースに選ばれる。2009年には
9光子間の量子もつれ状態での
量子テレポーテーションを、2011
年にはシュレディンガーの猫状態
の量子テレポーテーションをそれ
ぞれ成功させ、次世代コンピュー
タの最有力候補とされる量子コン
ピュータの重要な基礎研究で世
界をリードする。埼玉県立浦和高
等学校出身。

世
界
初
・
量
子
テ
レ
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
　
そ
し
て
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ

な
こ
と
が
可
能
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　

量
子
テ
レ
ポ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
の
か
見
て
み

ま
し
ょ
う
。こ
こ
で
は
、量

子
状
態
を
送
る
側
を
ア
リ

ス
、
受
け
取
る
側
を
ボ
ブ

と
し
ま
す
。ア
リ
ス
は
今
、

粒
子
A
の
量
子
状
態
を
ボ

ブ
に
送
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。

　

ま
ず
、
二
人
は
粒
子
A

と
は
別
に
、
E
P
R
ペ
ア

を
そ
れ
ぞ
れ
共
有
し
ま

す
。こ
れ
を
粒
子
B
と
粒

子
C
と
し
ま
し
ょ
う
。ア

ブ
の
も
と
に
出
現
し
た

か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

こ
れ
が
「
量
子
テ
レ
ポ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
理
由
で
す
。粒
子
一
つ

だ
け
で
は
な
く
、
物
体
の

原
子
や
電
子
と
い
っ
た
量

子
情
報
を
全
て
読
み
取
っ

て
送
り
、
ボ
ブ
側
で
そ
の

情
報
を
元
に
粒
子
を
組
み

上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
理
論
的
に
は
よ
り
大

き
な
も
の
も
送
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
光
子
1
個
な

ど
ミ
ク
ロ
な
も
の
の
テ
レ

ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
し
か
達

成
で
き
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、昨
年
、私
た
ち
は

マ
ク
ロ
な
重
ね
合
わ
せ
状

態
で
あ
る
「
シ
ュ
レ
デ
ィ

ン
ガ
ー
の
猫
」
状
態
の
量

子
テ
レ
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
に
世
界
で
初
め
て
成

功
し
ま
し
た
。私
た
ち
の

使
っ
た
「
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン

ガ
ー
の
猫
」状
態
と
は
、連

載
の
第
２
回
で
お
見
せ

し
た
、
位
相
反
転
し
た
二

つ
の
レ
ー
ザ
ー
の
重
ね

合
わ
せ
で
す
。（
図
）
を
ご

覧
頂
け
れ
ば
、
量
子
テ
レ

ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
前
と

後
で
、
波
の
重
ね
合
わ
せ

状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る

の
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

「
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の

猫
」
も
「
量
子
テ
レ
ポ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
」
も
実
現
が

困
難
な
も
の
で
す
が
、
今

回
両
者
を
同
時
に
達
成
で

き
た
こ
と
で
、
技
術
的
に

さ
ら
な
る
展
望
が
開
け
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
量
子
テ
レ

ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ブ

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ

た
も
の
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し

て
得
た
情
報
を
使
い
、
同

じ
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の

中
で
全
く
同
じ
物
を
粒
子

か
ら
組
み
直
す
と
い
う
こ

と
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ

こ
で
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

自
身
を
い
じ
る
と
、
あ
る

も
の
を
入
れ
て
別
の
物
を

出
す
こ
と
も
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。こ
の
ブ

ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
自
身
の

い
じ
り
方
を
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
読
み
替
え
れ
ば
、
あ
る

入
力
を
入
れ
た
と
き
に
、

希
望
通
り
の
出
力
が
出
せ

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
み
な

せ
ま
す
。そ
れ
が
量
子
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
。

　

最
終
回
で
は
、
こ
の
次

世
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ

う
。

ミクロな世界の奇妙な法則を描き出す物理、量子力学。
その不思議な実態にビジュアルで迫る、東京大学大学院の古澤明先生による全5回連載。
４回目となる今回は、ついに「量子テレポーテーション」の秘密に迫ります。
量子テレポーテーションを世界で初めて完全に実現させた古澤先生は、
昨年、更に難しい「シュレディンガーの猫」状態の量子テレポーテーションにも成功しました。
今回は、この最先端の研究成果についても教えていただききます。

第4回

リ
ス
は
こ
の
粒
子
B
と
、

送
り
た
い
情
報
を
持
っ
て

い
る
粒
子
A
を
も
つ
れ
合

わ
せ
て
「
ベ
ル
測
定
」
と

い
う
方
法
で
観
測
し
ま

す
。こ
こ
で
は
粒
子
A
と

粒
子
B
の
エ
ン
タ
ン
グ
ル

ド
状
態
を
測
定
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
粒
子

A
の
情
報
を
得
た
こ
と
に

は
な
り
ま
せ
ん
。し
か
も

粒
子
A
は
、
粒
子
B
と
エ

ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
し
て

別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

い
、
こ
の
時
点
で
ア
リ
ス

の
手
元
か
ら
粒
子
A
の
量

子
状
態
は
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、粒

子
B
と
粒
子
C
は
E
P
R

ペ
ア
で
す
の
で
、
粒
子
A

と
粒
子
B
の
エ
ン
タ
ン
グ

ル
メ
ン
ト
状
態
を
測
定
し

た
結
果
は
、
粒
子
C
に
も

瞬
時
に
伝
わ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
ベ
ル
測
定

の
結
果
を
ボ
ブ
に
伝
え
る

こ
と
で
、
ボ
ブ
は
そ
の
情

報
を
用
い
て
粒
子
C
に
操

作
を
施
し
、
粒
子
A
の
量

子
状
態
を
再
現
で
き
る
わ

け
で
す
。

　

こ
の
一
連
の
過
程
を
眺

め
る
と
、
ア
リ
ス
の
手
元

か
ら
粒
子
A
が
消
え
て
ボ

量子テレポーテーション前後
の「シュレディンガーの猫」状
態のレーザー。Bを見ると、二
つの位相が異なる波が、打ち
消し合わずに同時に存在して
いる（シュレディンガーの猫状
態）。転送後のEでも、同じ状
態が壊れずに維持されている
のがわかる。

　例題1 では、40 +
2

60 = 50 とやってしまいそうですが、果たして
それで良いでしょうか。
　仮に、A地点からB地点までの距離を120kmとした場合、行きに
かかった時間は 4

120
0   = 3時間、帰りにかかった時間は 6

120
0 = 2 時

間で合計5時間です。
　ところが、50km/h を平均としてしまうと、行きも帰りもかかった時
間は 5

120
0 = 2.4時間となりますので、かかった時間は計4.8時間で

す。しかし、この値は、実際にかかった時間である5時間とは異なり
ます。つまり、相加平均で算出した値を平均として用いる価値は高く
ないといえます。
　そこで、往復全体で考えてみます。つまり、往復の距離（2xkm）
を往復にかかった時間で割った値を考えます。A地点からB地点
までの距離をxkm として、行きにかかった時間は  x—40 時間、帰りに
かかった時間は  x—60 時間と表せます。したがって、往復全体での速
さは、

と表すことができます。これは、まさに調和平均ですね。計算すると
48km/h です。この値を用いると、行きも帰りもかかった時間は  4

120
8     

= 2.5時間で往復5時間となり、実際にかかった時間とも合います。
　このように、平均の速さなどを求める場合が、調和平均を利用す
る典型的な場合です。
　さて、例題2はどのように考えると良いでしょうか。次回にこの続き
を考えたいと思います。

御園　真史
島根大学教育学部数理基礎教育講座講師、博士（学術）第32回

どうして
　　 を学ぶの ?数学 研究室公式ホームページ　http://misono-lab.info/

ツイッターID　miso_net

　みなさん、こんにちは。今回は、いろいろな平均について考えたい
と思います。平均は、私たちにとってなじみの深い統計量で、テスト
の点数の平均や、身長の平均など、みなさんもいろいろな場面で
使っていると思います。しかし、その一方で、平均についてごく狭い
部分しか理解されていないようにも思います。今回は、平均につい
て見直してみたいと思います。
■相加平均（算術平均）
　私たちが「平均」といって真っ先に思い出すのがこの「相加平
均」だと思います。今、n 個のデータがあって、それらを x1, x2, x3, 
…, xn で表すものとします、このとき、これら n 個のデータの相加平
均 ma は、

と表されます。つまり「データをすべて足し、データの個数で割る」と
いうものです。相加平均のことを「算術平均」ともいいます。
■相乗平均（幾何平均）
　高等学校の数学IIでは「相乗平均」を学習します。この相乗平
均は「幾何平均」とも呼ばれます。相乗平均は、累乗根の考え方を
使って、「データをすべて掛け、データの個数乗根をとる」というもの
です。n 個のデータx1, x2, x3, …, xn の相乗平均mg は、

と表されます。
　この相乗平均を高等学校の数学II で学習する際には、データ
の個数が2個の場合において、相加平均との大小関係という視点
で学びます。具体的には、不等式の証明の一つの課題として、

が成り立つことを証明します。さらにこの不等式を利用すると、いろ
いろな不等式を証明したり、最小値を求めたりすることができます。
　しかしながら、相乗平均という名称がでてきながら、統計量として
の平均についての意味を考えていないことがほとんどではないで
しょうか。どんな場合に「相乗平均」を用いれば良いのかは、後で
具体的な問題を使って考えてみたいと思います。
■調和平均
　もう一つの代表的な「平均」として、「調和平均」を紹介したいと
思います。n 個のデータ x1, x2, x3, …, xn の調和平均 mh は、

と表されます。一見ややこしそうですが、「『各データの逆数の相加
平均』の逆数」になっています。つまり、

です。
■それぞれの平均の使い分け
　では、次の問題を考えてみたいと思います。今回は、簡単に理解
できるように、データの個数が 2 個の場合で考えます。
例題1 　A地点からB地点まで、行きは40km/h で、帰りは60km/
h で往復しました。平均の速さを求めてください。
例題2 　ある商店の売上は、2011年度は2010年度に比べて2倍
になり、2012年度は2011年度に比べて8倍になりました。各年度間
での売上の伸びは、平均何倍ですか。

い ろ い ろ な 平 均 の は なし
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京都大学農学部卒業。同大学大学院農学研
究科修士課程を経て、南イリノイ大学大学院
卒業。Ph.D.（植物学）。京大農博。香川大学
助教授、神戸大学教授を経て、2013年4月よ
り吉備国際大学地域創成農学部学部長に就
任予定。京都府立洛東高等学校出身。



大学発
お宝発見!
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太陽活動
  8月から9月にかけて、太陽面には常時複数の活
動領域が現れており、Cクラスの小規模フレアや
Mクラスの中規模フレアが頻繁に発生しました（図
1）。9月1日と28日は、太陽フレアに伴い、静止軌
道上で高エネルギー粒子フラックスが増大する現
象、プロトンイベントやコロナ質量放出（CME）現
象も発生しました。太陽活動を示す指標となる太陽
黒点数は、現在増加傾向にあります（図2）。太陽
活動は、あと1 ～2年でもっとも活発になると予想さ
れます。

太陽風・地磁気
  8～9月の地磁気は比較的静穏な状態でしたが、
9月3日から数日間、地磁気嵐が発生しました（図
3）。この地磁気嵐は、9月1日に太陽で発生したコ
ロナ質量放出（CME）が2～3日後に地球の磁気
圏に到来した影響と考えられます（図4）。この地磁
気嵐は、Dst指数（地磁気嵐の大きさを表す指数）
がマイナス70 nT程度で、比較的弱い地磁気嵐で
した。

電離圏
　9月6日に発生したMクラスの中規模フレアの影
響により、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、デリンジャー
現象が日本各地で観測されました（図5）。また、９月
３日から始まった地磁気嵐に伴い、日本上空の電
離圏の電子密度が通常よりも低い状態になる「電
離圏嵐」と呼ばれる現象が観測されました。今回の
電離圏嵐は比較的弱いものでしたが、今後太陽活
動が上昇し大規模な電離圏嵐が発生した場合、
GPS等の衛星測位の高度利用や衛星通信に影
響を与える可能性があります。

最 近 の 宇 宙 天 気 太陽活動はや
や活発な状

態が続いており
、小・中規

模のフレアが
多数発生し

ました。地磁気
や電離圏

は概ね静穏な
状態が続い

ていますが、
弱い地磁気

嵐や太陽フレ
アに伴うデ

リンジャー現
象などが数

回観測されまし
た。

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
主任研究員
津川　卓也 先生

P r o f i l e
1976年北海道生まれ。京都大学大学院理学研
究科にて学位取得後、日本学術振興会特別研究
員（名古屋大学、マサチューセッツ工科大学）等を
経て、07年12月に情報通信研究機構入所。電離
圏観測を中心とした宇宙天気に関する研究に従
事。北海道札幌南高等学校出身。博士（理学）。

図2　太陽黒点数（Sunspot Number）の推移

図4　SOHO衛星（ESA/NASA）で観測された2012年9月1日のコロナ質量放出（CME）の様子。2～3日後に地球に到来し、
地磁気嵐を発生させた

図3　地磁気嵐の規模を示すDst指数の変化。Dst指数が大きく負の値に変化しているところが地磁気嵐

図１　SDO衛星（NASA）の観測機器HMIで
撮影された2012年9月1日の太陽活動領域

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。

地獄の対極にある極楽。日本ではこれまで、
地獄図と同様に、極楽浄土の様子を描

いた絵が数多く描かれてきました。中国浄土教
の大成者、善導が著した『観無量寿経疏』を典
拠とする当麻曼荼羅は、日本でもっとも流布した
阿弥陀浄土図です。
 天平宝字７年（763）に中将姫が蓮糸で織った
と伝える当麻寺の原本は、縦横四メートルに及
ぶ大画面で、鎌倉時代以降に多数の転写本
や縮尺本が作成されてきました。この転写事業
を推進したのが浄土宗西山派の祖・証空で、現
在でも浄土宗寺院を中心に多数の当麻曼荼
羅が伝来しています。
　数ある当麻曼荼羅の中でも、原本の８分の１
の大きさで描かれた龍谷大学所蔵本は、通常の
当麻曼荼羅の左右両縁に、当麻曼荼羅縁起
を描き加えた特殊な作例です。中央の阿弥陀
三尊はじめ諸尊は、肉身の色を黄白色とし、着衣
は彩色で表しており、当麻曼荼羅としては珍しく
金の使用を抑え、彩色主体としています。

下縁に表された九品の来迎図は立像形式
で、白を背景にして彩色で描かれていま

す。そして肝心の左右両縁の曼荼羅縁起部は、
とくに左縁の彩色が剝落しているのが惜しまれ
ます。ただし左縁には四天王の姿がわずかに見
え、右縁には中央に当麻寺の堂塔伽藍と聖衆
来迎の様子が、そして下端には機を織る中将姫
の姿が描かれているのがわかります。またこの曼
荼羅では、通常の絹の継ぎ方とは反対に、絵絹
４枚を縦に重ねて継いでいるのが特徴的です。
　こうした技法や描法から、制作されたのは14
世紀半ば頃と考えられます。木箱に天文24年

（1555）の墨書があり、また文化11年（1814）
の表具裏側の修覆墨書から、この曼荼羅は江
戸時代まで大和の講中に伝来していたと想定さ
れるのです。

当 麻 曼 荼 羅
龍谷大学蔵

1躯　絹本着色　130.0×152.0　南北朝時代

図5　2011年10月20日M
クラスの中規模フレアに伴う
デリンジャー現象の発生予
想図（左）と、鹿児島で観測さ
れたデリンジャー現象（右）。
電離圏下部で短波帯の電
波が吸収され、イオノゾンデ
観測の電離圏エコーが消失
した

大村　悠実 さん
同志社女子大学　
表象文化学部英語英文学科　３年生

（福岡海星女子学院高等学校出身）

記事の校正や取材の同行、そして企画書
作りなど、一つの媒体ができる過程を一通
り体験することができました。ただ漠然と出
版社に就職したいという夢だったものが、も
う少し具体的な目標となりました。

甘中　利典 くん
京都産業大学　文化学部国際文化学科　3年生

（大阪学芸高等学校出身）

インターン生として働いたこの10日間、戸惑いや緊張もありましたが、
とても貴重な経験ができました。これからの活動でも、このインターン
シップで得た経験を生かして、積極的に動いていきたいと思います。

藤井　健太朗 くん
京都産業大学　法学部法律学科　3年生

（大阪府立高津高等学校出身）

初めての経験が多く、戸惑うことも多
かったのですが、2週間やりきったこと
に達成感を感じています。取材の同行
や、編集会議での発表、発言といった
経験も、普段の大学生活では経験でき
ないものでした。この経験を今後に生か
していきたいと思います。

大学ジャーナル編集部にインターンシップ生がやってきました
大学ジャーナル編集部では、２００１年から関西の大学からインターンシップ生を受
け入れています。今年も元気で意欲に溢れた３名の大学生が２週間、取材や校正、
企画会議など編集部のお手伝いをしてくれました。３人の感想をご紹介します。

日時 ： ２０１２年１１月２２日（木）　14:00〜17:30
場所 ： 京都大学学術情報メディアセンター南館２階
主催 ： 日本オープンコースウェアコンソーシアム
共催 ： 京都大学学術情報メディアセンター
問合せ ： 京都大学オープンコースウェアプロジェクト
土佐研究室TEL : 075-753-9081 
e-mail : staff-ocw@media.kyoto-u.ac.jp

オ ー プ ン な 教 育 資 源 活 用 に つ い て
これからの教育を大きく変えるオープンな教育資源に関するシンポジウムが京都大学で開催されます！

『大学ジャーナル』にも何度かご登場いただい
ている京都大学学術情報メディアセンター教
授でメディアアーティストの土佐尚子先生の個
展が開かれます。静謐でダイナミックな京都の
禅と神道を題材にした「日本的霊性」を表現し
た新作10点が展示されます。

土佐尚子展
日本的霊性

日時 ： 2012年11月8日（木）〜11月30日（金）
場所 ： ハイアットリージェンシー京都　ロビー／ガーデンフロア（地下）

（京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2）

●プログラム
14:00 〜基調講演「世界のオープンコースウェア

(OCW)とそれを取り巻く状況について」
JOCW代表幹事　竹村治雄先生

14:50 〜京大OCWに関わる教育資源ネットワーク
16:10 〜日本OCWコンソーシアムによる報告

シ ン ポ ジ ウ ム


