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グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
と

そ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

は
、
東
西
冷
戦
の
終
焉
と
、

同
時
期
に
始
ま
っ
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
産
業
革
命
以
来

の
産
業
・
社
会
構
造
の
変
化
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

人
口
爆
発
と
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
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C o n t e n t s                              

FREE

読者
アンケート
募集中

り
ま
す
。
今
や
世
界
の
誰
も
が
、

こ
の
問
題
か
ら
目
が
外
せ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
明
日
に
は
わ
が
身

に
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で

す
。　
　

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
は
各
国

は
相
互
依
存
を
深
め
、
も
は
や

一
国
だ
け
の
問
題
と
い
う
も
の

は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
同

時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
固
有

の
問
題
は
国
際
協
調
を
難
し
く

し
ま
す
か
ら
、
一
方
で
そ
れ
は

分
断
の
危
機
さ
え
は
ら
ん
で
い

ま
す
。
世
界
は
極
め
て
脆
弱
な

状
態
に
あ
り
、
近
未
来
も
予
測

不
能
で
す
。
こ
の
20
～
30
年
で
、

世
界
は
大
き
く
変
化
す
る
に
違

い
な
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
私

一
人
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
と

日
本

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
は
、「
フ
ラ
ッ

ト
」
な
社
会
と
も
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
そ
こ
で
の
人
と
人
と
の
つ

な
が
り
は
国
境
を
無
視
し
た「
タ

テ
」
型
か
ら
「
ヨ
コ
」
型
に
な

り
、
所
属
で
は
な
く
《
私
は
何

者
か
》、
つ
ま
り
世
界
か
ら
見
え

る
個
人
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
、

そ
の
価
値
と
力
量
が
問
わ
れ
ま

す
。
人
と
違
っ
て
い
る
こ
と
、
ユ

ニ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
が
強
み
と

な
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
ヨ

コ
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
、

「やればできる」をやろう!
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今春、東京大学の入学式で、海外へ出ることの大切さなどを説き、最後に「今を生きよ」と後輩
たちを激励した黒川清先生。昨年から今春にかけては、日本の憲政史上初となる国会東京電力
福島原子力発電所事故調査委員会（以下、国会事故調）の委員長として活躍、アメリカ科学振興
協会（AAAS）からは「科学の自由と責任賞」を受賞※1し、アメリカの雑誌『Foreign Policy』では

「2012年　世界の代表的な論者100人」※2に選ばれました。自らを日本という閉鎖社会での≪
出る杭≫に譬え、グローバル化の中で立ちすくむ日本社会に鋭い警鐘を鳴らされてきた黒川清
先生★に、グローバル社会の中で求められる学びについてお聞きしました。

★黒川先生は日米で医師、教授、帰国してからはさらに医学部長として医学部や大学病院の改革に注力され
てこられたとともに、日本学術会議※３、内閣府総合科学技術会議、内閣特別顧問など、政府の枢要なポストを
歴任され、日本の科学技術政策等についての提言などをまとめられてきた。

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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個
人
の
大
き
な
価
値
に
も
な
り

ま
す
。

翻
っ
て
、「
タ
テ
」
社
会
と

言
わ
れ
る
社
会
構
造
が
い
ま
だ

に
支
配
的
な
日
本
は
、
個
人
の

力
そ
の
も
の
よ
り
も
属
性
と
肩

書
き
が
重
ん
じ
ら
れ
、
集
団
は

で
き
る
だ
け
均
質
で
あ
る
こ
と

が
常
識
と
さ
れ
、
現
在
で
も
な

お
、
18
歳
時
の
１
回
の
大
学
入

学
試
験
で
、
将
来
の
か
な
り
の

部
分
が
決
ま
る
と
い
う
極
め
て

い
び
つ
な
社
会
で
す
。
社
会
的

な
評
価
の
高
い
大
学
に
合
格
す

れ
ば
、
卒
業
時
に
は
新
卒
一
括

採
用
で
官
庁
、「
一
流
」
企
業

へ
就
職
で
き
、
そ
の
後
は
年
功

序
列
、
終
身
雇
用
の
伝
統
が
根

強
く
残
る
中
、
よ
ほ
ど
の
こ
と

が
な
い
限
り
路
線
が
変
わ
る
こ

と
は
な
い
、
と
信
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
東
大
生
の
４

人
に
１
人
は
東
京
大
学
合
格
者

数
ト
ッ
プ
10
の
高
校
の
卒
業
生

で
、
５
人
に
２
人
が
ト
ッ
プ
20

ま
で
の
高
校
の
卒
業
生
で
す
。

し
か
も
こ
う
し
た
学
校
に
は
中

高
一
貫
制
の
と
こ
ろ
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
女
子
の
比

率
は
19
％
と
主
要
大
学
の
中
で

は
一
番
低
い
。
こ
う
し
た
極
め
て

均
質
な
学
生
が
、
官
僚
組
織
や

大
企
業
へ
ト
ッ
プ
予
備
軍
と
し

て
毎
年
、
輩
出
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
す
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は

社
会
の
大
学
進
学
マ
イ
ン
ド
に

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ

れ
が
年
々
繰
り
返
さ
れ
て
い
く

の
は
み
な
さ
ん
の
方
が
よ
く
ご

存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
均
質
な
単
線
型

エ
リ
ー
ト
は
、
多
様
な
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
に
対
応
で
き
な
い
ば
か

り
で
な
く
、
外
部
の
変
化
に
も

き
わ
め
て
脆
弱
で
す
。
私
は
こ

の
こ
と
を
、
福
島
の
原
子
力
発

電
所
に
関
す
る
国
会
事
故
調
で

目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
詳

細
は
『
報
告
書
』
に
譲
り
ま
す

が
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
出
し

た
結
論
と
は
、
あ
の
一
連
の
事
故

は
、
ほ
ぼ
50
年
に
わ
た
る
一
党
支

配
※
４
、
年
功
序
列
や
終
身
雇
用

と
い
っ
た
官
と
産
業
界
に
見
ら

れ
る
「
追
い
つ
き
追
い
越
せ
型
」

社
会
特
有
の
組
織
構
造
、
そ
れ

を
当
然
と
考
え
る
日
本
人
の
集

団
思
考
（Groupthink

）、
つ
ま

り
「
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
」
に
根

本
原
因
が
あ
る
と
す
る
も
の
で

す
。「
単
線
型
の
エ
リ
ー
ト
」
は

失
敗
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
決
断

せ
ず
に
問
題
を
先
送
り
す
る
。

そ
こ
に
無
責
任
体
制
が
で
き
あ

が
る
土
壌
が
広
が
り
ま
す
。
一

方
で
、
そ
れ
を
不
思
議
と
も
思

わ
な
い
日
本
人
の
思
い
込
み
も

問
題
な
の
で
す
。
日
本
の
「
常

識
」
は
、
時
と
し
て
世
界
か
ら

見
れ
ば
「
非
常
識
」
で
あ
る
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
は
常
に
心
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

トップが語る「大学」と高校生へのメッセージ・特別編「
世
界
の
中
の
日
本
人
」に
な
ろ
う

政策研究大学院大学
アカデミックフェロー

黒川　清 先生 
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※1　American Association of Advancement of Scienceに よ るAward 
for Scientific Freedom and Responsibility。AAASは世界的に著名
な科学雑誌『サイエンス』を発行する。

※2　Foreign Policyの100 Top Global Thinkers  2012
※3　日本の内閣府の特別の機関のひとつ。科学者の内外に対する代表機

関であり、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を
反映浸透させることを目的とする（日本学術会議法第２条）。内閣総
理大臣に任命された210人の会員により構成される（第７条）。2005
年に総務省から移管された。特別の機関であるため、行政・立法・司法
の三大権限は有していないが、政策提言や政策意見具申などの権限
は有している。黒川氏は2003年から2006年まで会長を務めた。

ミ
ー
に
よ
る
格
差
拡
大
と
そ
の

顕
在
化
で
す
。
人
口
爆
発
は
医

学
や
様
々
な
科
学
や
技
術
の
進

歩
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
一
方
で

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
惹

き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー

バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
は
資
本
も
生

産
工
場
も
、
政
府
が
自
分
た
ち

に
有
利
な
政
策
を
行
っ
て
い
る

国
や
、
労
働
力
が
豊
富
で
賃
金

の
安
い
と
こ
ろ
を
求
め
て
世
界

中
を
移
動
す
る
た
め
、
中
間
層

は
減
少
し
格
差
は
拡
大
し
て
い

き
ま
す
。
世
界
的
な
若
者
の
失

業
問
題
も
こ
の
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
の
利
用
者
は
膨
大
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
企
業
で
給
与
を

も
ら
っ
て
い
る
人
は
ほ
ん
の
一

握
り
。
世
界
全
体
で
は
、
ト
ッ

プ
１
％
の
収
入
が
そ
の
他
99
％

の
収
入
に
お
お
よ
そ
当
た
る
と

い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
し
か

も
こ
う
し
た
現
実
は
、
ネ
ッ
ト

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
た

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
ア
イ
フ
ォ
ン

（
2
0
0
7
年
発
売
）、
ア
イ

パ
ッ
ド
（
2
0
1
0
年
発
売
）

な
ど
の
出
現
で
、
世
界
の
極
め

て
多
く
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ

と
な
り
ま
す
。
貧
富
の
拡
大
や

ア
フ
リ
カ
な
ど
の
貧
困
が
、
今

あ
ら
た
め
て
問
題
と
さ
れ
て
い

る
の
は
こ
の
た
め
で
も
あ
る
の

で
す
。
人
々
の
不
満
に
火
が
つ

く
と
、
そ
れ
が
ア
ラ
ブ
の
春
を

生
み
、
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
、

シ
リ
ア
へ
と
連
鎖
し
て
い
く
。

２
月
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
問
題
、

最
近
の
ト
ル
コ
や
エ
ジ
プ
ト
の

再
度
の
混
乱
も
同
じ
理
由
に
よ

トピックス
明治大学・立教大学・国際大学
「《国際協力人材》育成プログラム」がスタート
早稲田大学が受入留学生数、
派遣留学生数ともに全国１位に！
早稲田大学とCULCONが
国際シンポジウムを開催
進 路 のヒント
グローバル人材になろう！
グローバル教養学部（GIS）と
国際文化学部を核に裾野を拡大
法政大学グローバル人材開発センター長　曽村充利先生

言語・文化・芸術——「文化」だけでは
ない文学部でグローバルな視点を
神戸松蔭女子学院大学文学部長　柏本吉章先生

学生の声　英語を部内公用語に！
（京大アメフト部ギャングスターズの挑戦）
目指せ英語プラス１
文化人類学から歴史にアプローチ
佛教大学歴史学部歴史文化学科
鈴木文子先生

グローバル社会を生き抜くために
上智大学特別招聘教授　藤崎一郎先生

東大生が語る！グローバル人材の基盤、
高校ではこんな英語を勉強したかった！
AO入試合格者は語る
学ぼう！物理／どうして数学を学ぶの？
旬の京野菜／書評
グローカル人材を育てる！
京都文教大学　総合社会学部長　松田凡先生
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黒 川 先 生 が 考 え る
日 本 の 大 学 の 問 題 点

　　
　グローバル社会の進展に伴い、日本の大学
の閉鎖性および国際競争力の低下が明らか
になり、産業界や官界も危機感を募らせてい
る。もっとも、産業界にも官界にも同様の問題
はあるが。世界の大学ランキングにおいても地
位の低下は否めない。グローバル社会では大
学の序列も変わる。世界に視野を広げれば東
京大学はNO.1ではないし、医学部入学を巡る
熾烈な競争は、先進国の中では異常な光景と
しか映らない。
　日本の大学では、訪れる留学生も海外へ出
て行く学生も極めて少ない。外国人教員の少
なさも際立つ。海外から留学生を呼ぶための英
語による授業に至ってはないに等しい。学部は
縦割り組織で、その上に乗る大学院は、トップ大
学では自前主義がいまだに支配的で、囲い込
んだ学生を型にはめて純粋培養する一種の家
元制度が温存されている。教員も、《四行教授》
とよく言っているが、職歴の少なさこそが権威の
象徴であるかのようだ。女性教員の比率も異常
に低い。これも大学に限ったことではないが。
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さ
す
が
に
上
場
企
業
の
役
員
数

で
み
れ
ば
、
1
9
8
5
年
、

1
9
9
5
年
、2
0
1
1
年
で
、

東
大
卒
は
約
4
6
0
0
人
（
1

位
）か
ら
2
5
0
0
人（
1
位
）

へ
、
さ
ら
に
は
9
5
0
人
（
3

位
）※
5
へ
と
激
減
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
役
所
は
そ
う
素
早
く
は

変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
、
政
治

家
も
。
こ
れ
は
な
に
を
意
味
す

る
の
か
、
み
な
さ
ん
に
ぜ
ひ
考

え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

※
４　

長
期
的
に
見
れ
ば
、政
権
交
代
、

企
業
統
治
な
ど
も「
集
団
主
義
」に
よ
っ

て
い
る
限
り
責
任
感
あ
る
リ
ー
ダ
ー
を

生
み
出
せ
て
い
な
い
こ
と
は
歴
史
の
示

す
と
こ
ろ
だ
。

※
5  

『“
学
歴
エ
リ
ー
ト
” 

は
暴
走
す

る
』、安
富 

歩 

著
、講
談
社 

＋
α
新
書

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に

お
け
る

大
学
で
の
学
び

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
大
学
で

は
、
多
様
性
を
経
験
し
て
多
角

的
に
自
分
や
世
界
を
見
直
す
こ

と
や
、
対
話
と
実
体
験
を
取
り

入
れ
た
学
び
が
ま
す
ま
す
大
事

に
な
っ
て
き
ま
す
。
予
測
不
能

の
未
来
に
備
え
て
、
次
世
代
を

担
う
若
者
が
、
国
家
を
超
え
て

世
界
の
同
世
代
と
個
々
の
つ
な

が
り
を
深
め
、
信
頼
関
係
を
築

い
て
お
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。

実
際
に
机
を
並
べ
て
勉
強
し
、

と
も
に
働
き
、
様
々
な
実
体
験

を
共
有
す
る
の
で
す
。
メ
ー
ル

や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
だ
け
で

済
ま
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
に
気
付
い
て

い
る
世
界
の
主
要
大
学
は
、
こ

こ
10
年
で
、
海
外
留
学
や
異
文

化
体
験
の
機
会
を
増
や
す
な
ど

学
部
教
育
を
大
き
く
転
換
さ
せ

て
き
ま
し
た
。
日
本
の
大
学
も

よ
う
や
く
そ
れ
に
気
付
き
、
改

革
を
始
め
ま
し
た
が
、
そ
の
差

は
大
き
く
開
い
て
し
ま
い
ま
し

た
。
し
か
も
世
界
の
主
要
大
学

の
多
く
は
日
本
の
大
学
と
ち
が

い
、
学
部
は
一
括
入
学
と
し
、
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
を
通
じ
て

得
意
な
も
の
、
好
き
な
こ
と
を

見
つ
け
る
場
と
位
置
付
け
て
い

る
た
め
★
、
そ
の
差
は
開
く
一
方

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。　

し
か
し
悲
観
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
大
学
で
の
学
び
の

主
役
は
あ
く
ま
で
も
み
な
さ
ん

で
す
。
最
近
で
は
、
ア
メ
リ
カ

の
大
学
を
中
心
に
M
O
O
C
と

呼
ば
れ
る
無
料
の
オ
ン
ラ
イ
ン

講
義
も
急
速
に
広
が
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
世
界
の

大
学
の
授
業
に
触
れ
る
こ
と
は

い
く
ら
で
も
で
き
る
の
で
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
が
増
え
れ

ば
、
教
室
は
世
界
に
オ
ー
プ
ン

に
な
り
、
先
生
に
何
か
を
教
え

て
も
ら
う
場
か
ら
相
互
の
学
び

の
場
、
先
生
も
巻
き
込
ん
だ
「
自

分
を
発
見
す
る
、
自
分
を
ク
リ

エ
ー
ト
す
る
場
」
に
変
貌
し
て

い
く
は
ず
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、

そ
ん
な
変
化
の
新
し
い
世
界
を

生
き
て
い
く
の
で
す
。

★
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
が
大
学
の
定
義

に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
1
0
0
年

前
に
今
の
よ
う
な
形
に
改
革
さ
れ
た
。

ま
た
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
で
は
医
学
部

は
日
本
と
は
違
い
、
学
部
を
卒
業
し
て

か
ら
進
む
4
年
制
の
メ
デ
ィ
カ
ル
ス

ク
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。

海
外
へ
出
よ
う

で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
。
海
外
へ
出
て
み
る
と
い
う

の
は
一
つ
の
大
変
に
有
意
義
な

選
択
肢
で
す
。
勉
強
漬
け
も

い
い
で
す
が
、
春
休
み
や
夏
休

み
を
利
用
し
て
短
期
で
も
い

い
か
ら
に
海
外
へ
出
て
み
る
。

長
期
な
ら
高
校
生
に
は
ア
メ

リ
カ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ビ
ス

（
A
F
S
）
な
ど
と
い
う
の
も

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
大
学
へ
入
っ

た
ら
ま
た
海
外
へ
出
る
の
も
い

い
で
し
ょ
う
。

組
織
に
属
さ
な
い
「
個
人
」

の
資
格
で
海
外
へ
出
て
み
る
メ

リ
ッ
ト
に
は
３
つ
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
一
つ
は
文
化

も
言
葉
も
違
う
人
た
ち
と
会
え

る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
自
分
が

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識

し
、
あ
わ
せ
て
日
本
の
良
さ
も

悪
さ
も
見
え
て
く
る
こ
と
。
そ

し
て
も
う
一
つ
が
広
い
視
野
で
、

よ
り
大
き
な
関
係
性
（
コ
ン
テ

ク
ス
ト
）
の
中
で
、
日
本
に
つ
い

て
感
じ
と
り
、
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
で
す
。
じ
つ
は

こ
れ
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
日
本

の
タ
テ
社
会
、
タ
テ
組
織
の
政
、

官
、
財
の
リ
ー
ダ
ー
に
最
も
欠

け
て
い
る
点
な
の
で
す
。

海
外
へ
出
る
と
、
日
本
に
い

て
は
見
え
な
か
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル

世
界
と
い
う
も
の
が
見
え
て
き

ま
す
。
そ
こ
に
は
ワ
ク
ワ
ク
す

る
よ
う
な
世
界
の
課
題
が
い
っ

ぱ
い
転
が
っ
て
い
て
、
そ
の
中

に
は
必
ず
自
分
の
や
り
た
い
こ

と
、
や
っ
て
み
た
い
こ
と
が
あ
る

は
ず
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
み
な

さ
ん
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
で

は
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
み
な
さ
ん
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
は
か
な
り
高
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
周
り
の
大
人
か

ら
元
気
が
な
い
と
言
わ
れ
る
の

は
、
何
事
に
お
い
て
も
型
に
は

め
ら
れ
、
興
味
や
関
心
を
押
し

潰
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い

の
か
。
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
の

中
に
、
自
分
が
憧
れ
、
目
指
せ

る
よ
う
な
、
心
を
満
た
せ
る
よ

う
な
「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」
を
見

出
せ
な
い
か
ら
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
私
は
こ
れ
ま
で
、
多

く
の
若
者
が
海
外
へ
出
る
こ
と

で
自
分
の
「
し
た
い
こ
と
」、
目

指
す
姿
を
感
じ
取
り
開
花
す
る

の
を
こ
の
目
で
見
て
き
ま
し
た
※

6
。
実
際
、彼
ら
自
身
も「
個
人
」

と
し
て
海
外
へ
出
た
こ
と
で
自

分
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
言
い

ま
す
。
そ
し
て
好
き
な
こ
と
が

見
つ
か
っ
た
時
の
彼
ら
の
行
動

力
に
、
私
は
い
つ
も
目
を
見
張

ら
さ
れ
る
の
で
す
。

海
外
に
い
る
こ
と
が
面

白
く
な
り
、
私
の
よ
う
に

長
い
間
、
日
本
へ
帰
っ
て

来
な
い
の
も
一
つ
の
選
択

肢
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
世

界
で
は
特
に
そ
う
な
る
可

能
性
は
高
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
日
本
人
で
あ
る
こ

と
に
は
変
わ
り
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
そ
の
こ
と
は
日

本
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に

な
る
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の

価
値
を
世
界
に
「
引
っ
張

り
出
す
」
た
め
の
お
お
き

な
力
に
な
る
に
ち
が
い
あ

り
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り

が
日
本
と
世
界
を
つ
な
ぐ

「D
ots

」
に
な
る
。
そ
ん

な
み
な
さ
ん
に
は
、「
世

界
の
中
の
日
本
人
」「
日

本
の
大
使
」
と
い
う
ぐ
ら

い
の
気
概
を
持
て
と
、
私

は
エ
ー
ル
を
送
り
ま
す
。

将
来
を
担
う
の
は
み
な
さ

ん
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
日
本
に
今
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
異
端
で

あ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
異

論
を
唱
え
、
出
る
杭
に
な

る
人
た
ち
な
の
で
す
。

※
6　

ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
と

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
さ
せ
る
し
く

み
と
し
てT

ED

×T
okyo
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pact 

Foundation Japan

の
立
ち
上
げ
か

ら
関
わ
る
黒
川
先
生
の
周
り
に
は
ユ

ニ
ー
ク
な
若
者
が
集
ま
る
。テ
ィ
ー
チ
・

フ
ォ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
の
松
田
悠
介
さ
ん
、

e-Education Project Japan

の
税
所

篤
快
さ
ん
な
ど
の
活
動
を
構
想
の
段
階

か
ら
支
援
す
る
。

オープン
キャンパス
2013

オープン
キャンパス
2013

お問い合わせ先

●入試説明会　●受験対策講座
●学部別イベント（模擬授業・実験、研究室公開）
●個別相談（入試・学部・就職・寮・留学など）
●保護者向けイベント
●キャンパスツアー（バス・ウォーキング）　など

10:00～16:30
（9:30～受付）

事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由
事前申込不要
入退場自由

※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

イベント内容

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！

http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

　５月に、独立行政法人日本学生支援機構が協定等に基づく日本人
学生派遣数の多い大学を発表した（表１）。これによると、昨年３位の早
稲田大学が1500人超でトップに、立命館大学、関西外国語大学が
続いた。同機構による留学生受入数の多い大学としても、早稲田大
学はここ数年１位で（表２）、今年初めて、派遣、受入ともにトップとなっ
た。昨年策定された中長
期計画Vision150の中で
は、創立150周年を迎え
る2032年までに受入、派
遣ともに留学生を倍増さ
せる目標を掲げている早
稲田大学。今後も大学全
体の国際化の取組から目
が離せない。	

受入、派遣ともに、
早稲田大学が留学生トップに！

　国際社会が取り組むべき地球規模の課題を解決するための知
識や能力を育成する新しい形のプログラムで、明治・立教の学部生
に向けて全て英語で展開される。2大学の持つ教育リソースと、世
界的な評価が高い国際大学が国際協力に関する教養資源を提供
し、高い専門性をもつキャリアを形成し、国際分野で活躍できる人
材の育成を目指す。
　プログラムはグローバル共通教養を自らの言葉で表現できる能
力を身につける「モチベーション・パス」と、国際公務分野を目指す
人材を輩出するための「キャリア・パス」で構成される。前者は必修の
『グローバル・イシュー各論』及び『グローバル共通教養総論』（２
科目４単位）と『ソリューション・アプローチ、A～D』ら３テーマ選択
（３科目６単位以上）で、明治大学、立教大学の両キャンパスで開

明治大学・立教大学・国際大学（IUJ：新潟県南魚沼市）の学生が
３大学のキャンパスでともに学びあう《国際協力人材》育成プログラムがスタート

講される。
　後者はIUJの大学院生をTAとして配置し、『国際協力リテラシー」
（2単位）と、ゼミナール形式でフィールド・スタディなどを行う『アク
ティブ・リサーチ』（4単位※2014年度開講）で、IJUで夏期集中
講座として行われる。明治大学では各講座について定員を20から
80名としているが、講座によっては延べ1030名の応募があったと
いう。
　IUJは、経済団体などが中心となり1982年に開設。国際社会で
活躍する高度な専門知識を持った職業人の育成で知られる大学
院大学。この春、明治大学と系列法人化協定を結び、お互いの強
みを生かして世界トップクラスのグローバルユニバーシティーを目指
すという。

T O P I C S

表1　協定等に基づく日本人学生派遣数の多い大学
2009年 2010年 2011年

1 関西外国語大学 1,514人 関西外国語大学 1,340人 早稲田大学　 1,523人

2 立命館大学 1,060人 立命館大学　 1,121人 立命館大学 1,254人

3 早稲田大学 842人 早稲田大学　 900人 関西外国語大学 1,187人

4 慶應義塾大学 574人 立教大学　 653人 関西学院大学 779人

5 立教大学 528人 慶應義塾大学 571人 東海大学 764人

独立行政法人日本学生支援機構　資料より表２　留学生受け入れ数の多い大学※
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

1 立命館アジア
太平洋大学 2,644人 早稲田大学 3,114人 早稲田大学 3,568人 早稲田大学 3,393人 早稲田大学 3,771人

2 早稲田大学 2,608人 立命館アジア
太平洋大学 2,786人 立命館アジア

太平洋大学 2,921人 日本経済大学 3,378人 日本経済大学 3,135人

3 東京大学 2,388人 東京大学 2,473人 東京大学 2,772人 東京大学 2,877人 東京大学 2,873人

4 大阪大学 1,439人 筑波大学 1,522人 日本経済大
学 2,388人 立命館アジア

太平洋大学 2,692人 立命館アジア
太平洋大学 2,526人

5 国士舘大学 1,356人 大阪大学 1,509人 九州大学 1,713人 九州大学 1,866人 九州大学 1,931人

独立行政法人日本学生支援機構　資料より

日本の大学と教育界へ、
黒 川 先 生 の 提 言

大学自体を根本から変えることは、大きな組織
を変えるのと同じでとても難しい。だとすれば、
国のお金が投入されている国立大学だけで
も、強制的に全授業の20％を英語で、学生の
20％を1年でもよいから交換留学生としてはど
うだろうか。10％から始めてもよい。これだけ
でもずいぶん変わるのではないか。かつて日本
で学部教育を受けた中国をはじめ多くのアジ
アの人たちが、母国と日本とのよい関係を作っ
てくれたように、彼らが国家間の信頼の構築に
寄与してくれる効果は大きい。これは国家の安
全保障の根幹にもかかわることだ。世界を大き
な枠組みで、考えて、行動することだ。

※これら調査は、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設に
おける外国人留学生の在籍状況（平成24年5月1日現在）を把握し、留学生施策に関する基礎資料を得ることを目的として、実施してされている。	
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　去る5月17日、日米文化教育交流会議（The	United	
State	 –	 Japan	 Conference	 on	 Cultural	 and	
Educational	 Interchange:通称CULCON※）と早稲田大
学の共催で『日米関係と教育交流の発展～日米双方の留
学生数倍増へ向けて～』と題した国際シンポジウムが同大学
早稲田キャンパスで開催された。
　午前のシンポジウムでは、駐日米国大使のジョン・V・ルース
氏、日系アメリカ人として初めて米国の閣僚になったノーマン・
ミネタ氏らが登壇。その後のパネルディスカッションでは、近年
の米国における日本人留学生の減少と、日本で学ぶ米国人
学生数の低迷を受けて、両国間の教育交流を活性化させて、
国際的に活躍できる人材を育成するために双方で何ができる
のかを、両国の各界からのパネリストらが議論した。
　午後からは『日米間の学生交流の取り組み、経済界の視
点』をテーマに、文部科学省の世界展開力強化事業B-1に
採択の7大学（国際教養大学・慶應義塾大学・東京工業大
学・東京大学・名古屋大学・早稲田大学・立命館アジア太平
洋大学）の学生が参加した（もしくは参加予定）のプログラム
について、主に英語でプレゼンテーションを行った。
　早くから大学の国際化を推し進め、2004年には英語のみ
で学位を取得できる国際教養学部を開設、昨年は受入留学
生数、派遣留学生数ともに全国１位になった早稲田大学で
は、昨年度から全学向けにGlobal	Leadership	Program(以
下GLP)をスタート。プログラムは、英語による講義が特徴の全
学共通副専攻「グローバル・リーダーシップ学」と、1年間の
海外留学に加え学部4年間を通じて特別な教育カリキュラム
が組まれた「グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム
（GLFP）」の二本柱で展開されている。
　今後のグローバル社会を牽引する力強いリーダーを育成
するプログラムとして新しい試みであるGLFPでは、新入生を
中心に、全学部から優秀な学生を10～15名ほど選抜し、
GLFPのパートナー大学であるコロンビア大学、ジョージタウン
大学、ペンシルベニア大学、カリフォルニア大学バークレー校、
ワシントン大学（シアトル）のいずれかの大学に１年間留学す
る。参加した学生は現地でそれぞれの専門分野を学ぶととも
に、ボランティアやインターンシップなど幅広い活動に参加し、
帰国後は、アジア太平洋地域の問題解決に向けた研究に取
り組み、プログラムの総仕上げとして国際的なフォーラムでの
研究成果発表および英語による修了論文を執筆する。
　第一期生としてGLFPに参加した法学部の西山さん、国際
教養学部の真崎さん、政治経済学部の下村さんの3人はプ
ログラムについての紹介の後、GLFPを帆船の一種であるス
クーナーでの航海にたとえ、「僕たち参加者たちはVisionを共
有することで、お互い強い絆を築き、世界で中心的な役割を担
う準備を進めています。大きな波も必ず乗り越えることができま
す」とプログラムの意義を述べた。
※日米両国間の学識者を集めて、両国間の文化・教育交流に関する諸問
題を討議し、文化・教育分野での交流の増進と相互理解の向上について
勧告を行うことを目的とした会議で、1961年に当時の池田総理とケネディ
大統領との合意によって成立した。両国にそれぞれ学会・財界の代表者及
び政府関係者等の委員で構成されるパネル委員会及び事務局を設置し
て、2年ごとに原則東京とワシントンで相互に会議を開催している。

日米双方の留学生数倍増へ向けて
早稲田大学とCULCONが
国際シンポジウムを開催

法
政
大
学
の
今
に
至
る

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ

法
政
大
学
に
お
け
る
全
学
的

な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応

は
、
1
9
7
0
年
代
の
国
際
交

流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と
奨
学
金

に
よ
る
派
遣
留
学
制
度
の
創
設

に
始
ま
り
ま
す
。
1
9
9
0
年

代
に
は
留
学
生
が
す
べ
て
英
語

で
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
E
S
O
P
（
交
換
留
学
生
受

入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
が
ス
タ
ー

ト
。
1
9
9
9
年
に
は
、
多

様
な
外
国
語
・
文
化
が
学
べ
る

だ
け
で
な
く
、
S
A
（
ス
タ

デ
ィ
ア
ブ
ロ
ー
ド
）
と
い
う
半

年
間
の
海
外
留
学
を
必
修
と
す

る
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
画
期

的
な
国
際
文
化
学
部
が
開
設
さ

れ
ま
し
た
。
各
学
部
で
は
そ
の

後
、
英
語
に
よ
る
科
目
や
ネ

イ
テ
ィ
ブ
教
員
を
増
や
し
、
現

在
で
は
、
S
A
も
選
択
、
必

異文化理解、高い語学力、幅広い教養と学問的な
専門性に、チャレンジ精神と日本人としてのアイデ
ンティティを加えたのが、法政大学の掲げるグロー
バル人材像。昨秋には、グローバル教養学部（以下
GIS―Global Interdisciplinary Studies）と国
際文化学部の教育の質のさらなる向上と、その受講
枠を広げ、英語強化プログラム（ERP）を組み合わせ
た全学的なグローバル人材育成のための取組が、
国のグローバル人材育成推進事業※に採択された
（2012～2016年）。事業を推進するために新設さ
れたグローバル人材開発センター長でもある曽村
GIS学部長にその背景と全体像をお聞きした。
※大学教育のグローバル化を目的とした体制整備を推進する事業に対して重点的
に財政支援することを目的とする。全学的な取り組みのAタイプと、学部単位のBタイ
プがあるが、後者でも必ず全学的な取り組みへの展開が求められている。

グローバル教養学部（GIS）と
国際文化学部を核に裾野を拡大

法政大学グローバル人材開発センター長
グローバル教養学部（GIS）長

曽村　充利先生

育
改
革
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応

に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

た
と
い
う
意
味
で
極
め
て
意
義

深
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
11
月

に
は
早
速
、
全
学
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
推
進
を
図
る
た
め「
グ
ロ
ー

バ
ル
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を

開
設
。
E
R
P
を
は
じ
め
、
国

際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
国
際
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
派
遣
の
支
援
な

ど
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運
営
し

て
い
ま
す
。

E
R
P

こ
の
事
業
で
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
人
材
の
基
盤
と
な
る
外
国
語

の
能
力
に
関
し
て
、
卒
業
、
修

了
時
に
学
生
が
習
得
す
べ
き
具

体
的
能
力
を
以
下
の
よ
う
に
例

示
し
ま
し
た
。

①
G
I
S
で
は
一
年
次
入
学

時
の
英
語
力
の
平
均
で
あ
る

T
O
E
F
L
―
i
B
T

80
を

卒
業
時
に
は
外
国
語
力
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
し
て
90
に
高
め
る
の

を
目
標
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を

ク
リ
ア
す
る
学
生
を
現
在
の
14

名
か
ら
、
４
年
後
の
2
0
1
6

年
に
は
21
名
に
増
や
す
。

②
国
際
文
化
学
部
で
は
、
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ロ

シ
ア
、
中
国
、
朝
鮮
の
諸
外
国
語

に
関
し
て
、
現
地
の
大
学
で
正

規
授
業
を
理
解
で
き
る
レ
ベ
ル

に
到
達
す
る
学
生
を
13
名
か
ら

30
名
に
増
や
す
。

③
上
記
以
外
の
学
部
学
生
が
、

意
味
の
あ
る
英
語
能
力
と
し
て

T
O
E
F
L
―
i
B
T
8
0
を

目
指
す
。

G
I
S
が
66
人
、
国
際
文
化

学
部
が
2
4
0
人
と
２
学
部
を

合
わ
せ
て
も
6
0
0
0
人
強
の

入
学
者
定
員
の
５
％
に
し
か
す

ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
残
り
の
95
％

の
学
生
に
外
国
語
能
力
を
高
め

る
チ
ャ
ン
ス
を
で
き
る
だ
け
多

く
与
え
る
こ
と
か
、
大
学
と
し

て
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
ど
れ
だ

け
輩
出
で
き
る
か
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
中
心
と
な
る
の
が
、

G
I
S
を
除
く
大
学
院
生
も
含

め
た
全
学
生
に
受
講
の
チ
ャ
ン

ス
が
あ
る
E
R
P
と
、
新
設
の

グ
ロ
ー
バ
ル
ラ
ウ
ン
ジ
（
以
下

G
ラ
ウ
ン
ジ
）
で
す
。

E
R
P
は
、
使
え
る
英
語

を
強
化
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
、
少
人
数
で
４
技
能
の
養

成
を
図
り
ま
す
。
１
か
ら
３
ま

で
の
C
E
（Comprehensive 

English

）
と
い
う
ス
キ
ル
科
目

と
、GIS Pre-sessional

と
い

う
展
開
科
目
、
3
キ
ャ
ン
パ
ス

合
計
40
科
目
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

GIS Pre-sessional

は
英
語
力

向
上
だ
け
で
な
く
、
内
容
理
解

も
求
め
る
い
わ
ゆ
る
コ
ン
テ
ン

ツ
科
目
で
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
レ

ポ
ー
ト
作
成
の
す
べ
て
を
英
語

で
行
う
少
人
数
制
、
双
方
向
型

授
業
で
す
。

各
科
目
は
１
コ
マ
週
１
回
で
、

C
E
１
～
３
は
定
員
10
人
で
11

週
（
2
0
1
4
年
度
か
ら
は
15

週
）、GIS Pre-sessional

は
定

員
20
人
で
15
週
。
各
科
目
は
主

に
T
O
E
F
L
で
受
講
資
格
が

定
め
ら
れ
て
い
て
、
希
望
者
は

受
講
申
込
み
時
に
ス
コ
ア
の
提

示
が
求
め
ら
れ
ま
す
し
、
希
望

者
が
多
い
場
合
は
そ
の
ス
コ
ア

で
選
考
が
行
わ
れ
ま
す
。
目
下
、

扱
い
は
正
課
外
で
す
が
、
将
来

的
に
は
単
位
化
も
視
野
に
入
れ

て
い
ま
す
。
２
月
の
ト
ラ
イ
ア

ル
で
は
、
3
6
5
名
の
応
募
の

中
か
ら
45
名
が
参
加
。
４
月
の

正
式
開
講
に
は
3
0
0
名
程
が

応
募
し
、
現
在
は
1
5
0
名
程

が
受
講
し
て
い
ま
す
。

GIS Pre-sessional

の
レ

ベ
ル
を
ク
リ
ア
し
た
学
生
は
、

G
I
S
の
公
開
科
目
を
受
講
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
交

換
留
学
生
向
け
に
英
語
で
実
施

さ
れ
て
い
る
E
S
O
P
科
目
も

受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

E
S
O
P
科
目
は
ほ
ぼ
全
て
の

学
部
で
い
ず
れ
も
単
位
に
認
定

さ
れ
ま
す
。

国
際
文
化
学
部
で
は
、
上
記

6
言
語
に
つ
い
て
3
年
次
か
ら

の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目
を

増
や
し
て
公
開
し
、
意
欲
の
あ

る
他
学
部
生
を
受
け
入
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
授
業
内
容
と
連

携
し
た
授
業
外
学
習
の
た
め
の

ブ
レ
ン
ド
型
学
習
教
材
を
用
い
、

高
い
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
を
持
ち
、
か
つ
地
域

３キャンパスでグローバルラウンジ開設。
ERPには初年度約300名が応募

専
門
性
の
高
い
人
材
の
育
成
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
国
際
文
化

学
部
は
同
学
部
に
所
属
す
る
学

生
全
員
が
参
加
す
る
S
A
プ
ロ

グ
ラ
ム
や
、
異
文
化
研
究
、
発

信
力
強
化
な
ど
の
実
績
を
生
か

し
、
国
際
社
会
人
の
育
成
に
お

い
て
全
学
に
貢
献
し
て
い
き
ま

す
。

G
ラ
ウ
ン
ジ
と

国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

国
際
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

海
外
留
学
は
も
と
よ
り
、
国

際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
国
際
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
を
積
極
的

に
支
援
す
る
の
も
今
回
の
事
業

の
大
き
な
特
徴
で
す
。
今
夏
に

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ヌ
エ
ヴ
ァ
・

ヴ
ィ
ス
カ
ヤ
州
（Province of 

Nueva Vizcaya

）
で
の
国
際
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
「
国
際
協
力

N
G
O
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
―

―
農
村
開
発
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
」（
国
内
準
備
期
間
も
含

め
約
１
カ
月
）
が
行
わ
れ
る
予

定
で
、
す
で
に
20
名
の
応
募
者

の
中
か
ら
4
名
が
選
ば
れ
派
遣

が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
2
0
1
4

年
の
2
月
か
ら
3
月
に
か
け

て
、、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
で
の
「
国
際
協
力
プ
ラ
ン
」

と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
ワ
ー
キ

ン
グ
ホ
リ
デ
ー
ビ
ザ
を
取
得
し

て
現
地
企
業
で
本
格
的
な
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
活
動
を
行
う
「
ビ

ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
」
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
後
者
は
T
O
E
F
L

－

i
B
T
85
が
基
準
で
募
集
も

す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
そ
の
先
に
は
、「
国
際
キ
ャ

リ
ア
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
も
準

備
し
て
い
ま
す
。

E
R
P
の
授
業
が
行
わ
れ
、

国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
国
際
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
受
付

窓
口
と
な
る
の
が
G
ラ
ウ
ン

ジ
。
講
義
ル
ー
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ペ
ー
ス
、ス
タ
ッ

フ
ル
ー
ム
か
ら
な
る
総
合
的
な

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
で
市
ヶ
谷
、
小
金
井
、
多

摩
の
各
キ
ャ
ン
パ
ス
に
開
設
さ

れ
ま
し
た
。
各
キ
ャ
ン
パ
ス
に

キ
ャ
ン
パ
ス
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば

れ
る
専
任
教
員
の
責
任
者
が
お

り
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
英
語
学
習

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
勤
務
し
、
授

業
だ
け
で
な
く
、
専
属
の
日
本

人
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
様
々
な

相
談
に
も
応
じ
て
く
れ
ま
す
。

海
外
留
学
の
斡
旋
、
支
援
は
従

来
通
り
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
が

行
い
ま
す
が
、
そ
こ
へ
導
く
す

べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取
り
ま

と
め
は
G
ラ
ウ
ン
ジ
が
行
い

ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
キ
ャ
ン
パ

ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
顔
と

で
も
言
う
べ
き
存
在
で
す
。
こ

の
存
在
は
学
生
ば
か
り
で
は
な

く
、
大
学
全
体
の
意
識
改
革
に

も
役
立
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

E
R
P
、
諸
外
国
語
教
育
、
国

際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
国
際
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
お
り
、
参
加
を
希

望
す
る
学
生
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

今
後
増
え
て
い
く
と
考
え
て
い

ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
法
政
大
学

で
は
、
将
来
、
世
界
を
舞
台
に

活
躍
し
た
い
と
考
え
て
い
る
学

生
の
希
望
に
応
え
る
た
め
、
語

学
力
の
強
化
、
異
文
化
理
解
、

そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー

に
求
め
ら
れ
る
諸
能
力
の
開
発

を
目
的
と
し
て
、
国
際
的
な
教

育
を
全
学
で
展
開
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
に
は
、
積
極
的
に
こ

れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し

て
、
知
的
に
飛
躍
す
る
と
と
も

に
自
立
心
を
養
い
、
夢
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
も
ら
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
な
ろ
う
！

進路の
ヒント

今
年
も
、今
号
と
次
号
で
、グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
に
つ
い
て
の
特
集
を
お
届
け
し
ま
す
。国
際
、外

国
語
系
大
学
、学
部
は
も
ち
ろ
ん
、年
々
、大
学
全
体
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
加
速
し
て
い
ま
す
。今

号
で
は
、大
学
の
先
進
的
な
取
り
組
み
や
学
生
の
声
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

修
の
違
い
は
あ
れ
多
く
の
学
部

が
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
法
学
部
国
際
政
治
学
科

１
年
の
夏
休
み
に
お
け
る
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
（
イ
ギ
リ

ス
）
へ
の
２
週
間
の
短
期
留
学

な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
2
0
0
6
年
に
は
３
学

部
横
断
型
で
全
て
の
授
業
を
英

語
で
行
う
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー

ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
I
G
I
S

（Institute for Global and 
Interdisciplinary Studies

）

が
、
そ
し
て
2
0
0
8
年
に
は

そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
す
べ
て
の

授
業
を
英
語
で
行
う
新
た
な
学

部
G
I
S
が
開
設
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
2
0
1
0
年
に
は
、

市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
の
教
養
教

育
を
担
う
外
国
語
教
員
組
織
を

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の

下
に
統
合
し
、
英
語
を
は
じ
め

諸
外
国
語
基
礎
教
育
の
改
革
を

図
っ
て
い
ま
す
。

昨
秋
の
国
に
よ
る
採
択
は
、

こ
の
よ
う
な
全
学
的
な
英
語
教
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全
て
の
学
科
が

世
界
を
視
野
に

文
学
部
か
ら
見
え
る

世
界
の
景
色

　

英
語
学
科
は
、
そ
れ
ま

で
の
英
語
英
米
文
学
科
の

伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら

も
、
高
度
な
英
語
力
の
習

得
を
目
指
す
「
英
語
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
専
修
」

と
、
英
語
科
教
員
な
ど
英
語

を
使
っ
た
高
い
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
必
要

と
す
る
職
業
を
目
指
す
「
グ

ロ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
専
修
」
の
２
専
修
を

設
け
て
、
出
口
を
強
く
意
識

し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成

と
な
っ
て
い
ま
す
。
入
試
の

段
階
か
ら
専
修
別
で
募
集

す
る
た
め
、
英
語
を
学
ぶ
中

で
も
自
分
は
こ
れ
を
や
ろ

う
！
と
い
っ
た
目
標
を
入

学
時
か
ら
持
つ
こ
と
で
、
意

欲
も
高
く
、
１
年
次
か
ら
よ

い
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
て
い

ま
す
。

　

日
本
語
日
本
文
化
学
科

で
は
、
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
重
視

し
な
が
ら
、
こ
と
ば
と
し
て

の
日
本
語
を
究
め
る
現
代

日
本
語
専
修
と
、
日
本
の
文

学
や
文
化
に
つ
い
て
豊
か

な
教
養
を
身
に
つ
け
る
日

本
文
化
専
修
の
２
専
修
を

設
け
て
い
ま
す
。
世
界
の
中

の
一
言
語
と
し
て
の
日
本

語
、
世
界
の
中
で
の
日
本
文

化
の
意
味
づ
け
を
学
ぶ
学

科
で
、
ア
ジ
ア
言
語
の
習
得

に
も
力
を
入
れ
る
な
ど
、
世

界
を
視
野
に
入
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
文
学

部
で
は
、
学
科
横
断
的
な
学

び
が
で
き
る
の
で
※
、
英
語

に
力
を
入
れ
て
学
ぶ
学
生

も
多
く
い
ま
す
。
外
国
人
に

日
本
語
を
教
え
る
日
本
語

教
師
を
目
指
す
コ
ー
ス
で

は
、
英
語
力
を
磨
く
こ
と
が

必
須
で
す
。

　

総
合
文
芸
学
科
も
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
編
成
し
直
し
、

総
合
文
芸
コ
ー
ス
、
メ
デ
ィ

ア
・
広
報
コ
ー
ス
と
も
に
、

欧
米
の
文
芸
を
学
ぶ
学
生

が
原
典
の
語
学
を
積
極
的

に
学
べ
る
よ
う
に
す
る
な

ど
、
他
学
科
の
科
目
を
学
び

や
す
く
し
ま
し
た
。
多
彩
な

文
化
・
芸
術
に
触
れ
る
こ
と

で
培
っ
た
表
現
力
や
感
性

を
活
か
し
、
学
芸
員
や
司
書

と
し
て
活
躍
す
る
卒
業
生

が
多
い
の
も
こ
の
学
科
の

特
徴
で
す
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
文

学
部
は
、
学
部
全
体
で
異
文

化
理
解
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め

る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い

ま
す
。

※　

所
属
す
る
専
修
の
科
目
群
（
総
合

文
芸
学
科
は
５
つ
の
コ
ア
科
目
群
）
か

ら
専
門
課
程
で
の
学
修
の
中
心
テ
ー
マ

と
な
る「
メ
ジ
ャ
ー
」を
一
つ
選
び
、
メ

ジ
ャ
ー
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
他
の

科
目
に
つ
い
て
は
身
に
つ
け
た
い
こ
と

や
興
味
・
関
心
に
応
じ
て
専
修
、学
科
を

横
断
し
て
科
目
群
を
複
数
選
べ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

外
国
語
サ
ロ
ン
な
ど

語
学
に
注
力

英
語
学
科
で
は

中
期
留
学
が
好
評

　

開
学
以
来
、
英
語
教
育
に

力
を
入
れ
て
き
た
本
学
で

す
が
、
習
熟
度
別
の
ク
ラ
ス

編
成
や
T
O
E
I
C
な
ど

の
各
種
検
定
試
験
へ
の
対

策
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ド
イ
ツ
語
、
中
国
語
、
韓
国

語
と
い
っ
た
外
国
語
科
目

も
開
講
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
意
欲
さ
え
あ
れ
ば
多
言

語
習
得
も
可
能
で
す
。

　

大
学
に
い
な
が
ら
無
料

で
英
会
話
教
室
に
通
え
る

と
人
気
の
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
は
、
昼

休
み
や
講
義
の
空
き
時
間

な
ど
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス

ピ
ー
カ
ー
の
教
員
と
話
せ

る
サ
ロ
ン
で
す
。
授
業
と
は

違
っ
た
雰
囲
気
で
自
由
に

会
話
が
楽
し
め
ま
す
し
、
学

年
や
学
部
を
超
え
て
学
生

が
集
ま
る
た
め
、
留
学
な

ど
の
情
報
交
換
の
場
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
当
初
は
英

語
の
み
で
し
た
が
、
現
在
で

は
曜
日
を
決
め
て
フ
ラ
ン

ス
語
、
韓
国
語
、
中
国
語
の

サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
て
、
今

後
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
方

針
で
す
。

　

国
際
交
流
に
も
力
を
入

れ
て
い
て
、
毎
年
、
ア
メ
リ

カ
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
大
学
、
オ

ハ
イ
オ
大
学
）
や
台
湾
か
ら

日
本
語
・
日
本
文
化
研
修
の

た
め
の
留
学
生
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す
。
3
週
間
ほ
ど
の

滞
在
中
は
、
本
学
の
学
生
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
日
本

語
学
習
の
チ
ュ
ー
タ
ー
や
日

本
文
化
体
験
な
ど
の
サ
ポ
ー

タ
ー
を
し
て
い
ま
す
。
留
学

生
と
の
交
流
を
通
し
て
気
づ

か
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ

れ
が
そ
の
後
の
留
学
や
学
習

に
も
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　

短
期
、
中
期
、
長
期
の
留

学
制
度
も
充
実
し
て
い
ま

す
。
英
語
の
語
学
研
修
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
夏
休
み
に

フ
ラ
ン
ス
か
ら
講
師
を
招

い
て
実
施
す
る
フ
ラ
ン
ス

語
集
中
講
座
も
人
気
で
す
。

英
語
学
科
で
は
、
約
４
ヶ
月

の
英
語
圏
へ
の
中
期
留
学

の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
留
学
中
の
単
位
は
本

学
の
単
位
に
加
算
さ
れ
ま

す
の
で
、
4
年
間
で
の
卒
業

に
影
響
が
出
ま
せ
ん
。
な

お
、
中
期
留
学
に
参
加
す
る

学
生
の
た
め
に
、
本
学
の
半

期
学
費
分
を
奨
学
金
と
し

て
給
付
す
る
制
度
が
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。
優
秀
な
学

生
は
最
長
１
年
ま
で
延
長

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
し
、

参
加
し
た
学
生
か
ら
の
評

判
は
と
て
も
よ
い
で
す
ね
。

　

行
き
先
は
ア
メ
リ
カ
、
イ

ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
今
年
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
が
加
わ
り
4
カ
国
に

な
り
ま
し
た
。
現
地
で
は
１

人
ず
つ
別
の
家
庭
に
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
を
し
て
、
現
地
大
学

の
留
学
生
向
け
の
授
業
を
受

け
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
同
じ
学
校
へ
行
っ
て
い

て
も
友
だ
ち
と
ク
ラ
ス
は
別

で
、
自
ず
と
英
語
を
話
す
機

会
が
増
え
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
留
学
前
後
の
教
育
も

工
夫
し
ま
し
た
。
中
期
留
学

は
2
年
生
後
期
に
設
定
し
て

い
ま
す
か
ら
、
1
年
生
か
ら

T
O
E
F
L
の
授
業
を
履

修
し
て
、
周
到
に
留
学
準
備

を
し
ま
す
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教

員
に
よ
る
「
英
語
漬
け
」
授

業
の
英
語
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
科

目
群
を
活
用
す
る
な
ど
、
帰

国
後
も
英
語
を
忘
れ
な
い
環

境
づ
く
り
に
も
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

学
び
プ
ラ
ス
α
の
あ
る
大
学

神
戸
松
蔭
の
魅
力
と
、

こ
れ
か
ら

　

ク
ラ
ブ
活
動
も
盛
ん
で

す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神

が
息
づ
い
て
い
る
せ
い
か
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど

に
励
む
学
生
が
多
い
の
も

本
学
の
特
徴
で
す
。
児
童
英

語
専
攻
生
を
中
心
に
、
小
学

校
の
英
語
授
業
の
サ
ポ
ー

ト
を
行
っ
た
り
、
交
流
協
定

を
結
ん
で
い
る
聖
ミ
カ
エ

ル
国
際
学
校
（
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
）
で
教

育
支
援
を
す
る
な
ど
、
実
践

的
な
学
び
の
機
会
も
増
や

し
て
い
ま
す
。
留
学
し
た
学

生
か
ら
も
よ
く
聞
き
ま
す

が
、
自
分
の
軸
に
な
る
よ
う

な
活
動
が
あ
る
か
ら
こ
そ

海
外
で
も
話
す
こ
と
に
困

ら
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う

に
、
学
び
プ
ラ
ス
α
の
経
験

が
、
国
際
化
が
ま
す
ま
す
進

む
世
の
中
で
必
ず
自
分
の

強
み
に
な
る
と
思
い
ま
す

し
、
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に

お
い
て
も
活
か
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
い
つ
も
研
究
室
の
ド

ア
を
開
け
て
、
誰
で
も
気
軽

に
話
し
か
け
ら
れ
る
よ
う

し
て
い
る
の
で
す
が
、
教
員

と
学
生
の
距
離
が
近
い
の
も

本
学
の
魅
力
の
一
つ
。
ち
ょ

う
ど
い
い
規
模
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す

が
、教
員
が
留
学
先
や
学
業
、

就
職
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ

ん
、
色
々
な
相
談
に
の
る
こ

と
も
多
く
、
私
自
身
、
い
つ

も
そ
っ
と
背
中
を
押
し
て
、

学
生
が
一
歩
踏
み
出
す
の
を

手
伝
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
第
一
志
望
で
は
な
く
入

学
し
た
学
生
も
い
ま
す
が

「
こ
の
大
学
に
来
て
よ
か
っ

た
」
と
言
っ
て
く
れ
る
学
生

が
多
い
の
が
、
一
番
う
れ
し

い
こ
と
で
す
ね
。

　

今
後
は
、
国
際
交
流
の
機

会
を
増
や
す
た
め
に
も
、
海

外
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
、

英
語
の
み
を
使
っ
て
行
う

国
内
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

な
ど
の
開
発
も
検
討
中
で

す
。
ま
た
、
現
在
は
対
象
が

英
語
学
科
の
み
（
英
語
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
専
修
は

必
修
）
の
中
期
留
学
を
、
他

学
科
に
も
広
げ
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
T
O
E
I
C

な
ど
の
点
数
の
伸
び
を
見

て
も
、
や
は
り
国
内
だ
け
で

学
習
す
る
よ
り
も
英
語
力

が
格
段
に
ア
ッ
プ
し
ま
す

し
、
異
文
化
に
直
接
触
れ
る

か
け
が
え
の
な
い
経
験
に

な
り
ま
す
か
ら
。

神戸松蔭女子学院大学　
文学部長
英語学科　教授

柏本　吉章先生
P r o f i l e

大阪大学文学部卒業、同大学
院文学研究科を修了後、大阪
大学文学部助手、徳島大学教
養部講師を経て、1987年より
神戸松蔭女子学院大学に勤
務。大阪府立八尾高等学校出
身。

言語・文化・芸術
文学だけではない文学部で
グローバルな視点を

英国聖公会によって創設されたミッションスクールを起源に、昨年、創立120周年を迎え
た神戸松蔭女子学院大学。神戸港を一望できる緑豊かな六甲の山の手キャンパスには、中
世ヨーロッパの修道院を彷彿とさせるレンガ色の学舎が並びます。2011年にリニューア
ルした文学部では、外国語教育や異文化理解教育をさらに強化するとともに、文学部全体
の国際化にも積極的です。国際化の先頭に立つ英語学科の取り組みを中心に、文学部の
学びについて文学部長の柏本吉章先生にお聞きしました。

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
　
文
学
部

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
な
ろ
う
！

進路の
ヒント
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神戸海星女子学院大学
〒657-0805　兵庫県神戸市灘区青谷町2-7-1　
神戸海星女子学院大学　入試課
TEL：078-801-4117（直通）FAX：078-801-3553
E-mail：nyuushi@kaisei.ac.jp

★体験授業
★学内ツアー　
★大学・学科紹介
★在学生とのフリートーク
　「しゃべり場」
★軽食サービス
★展示・相談　など
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内容

話
者
人
口
が
多
く
、ま
た
ぐ
国
も
多
い

東京外国語大学
外国語学部
欧米第二課程
スペイン語専攻４年

稲垣　雅人くん
（愛知県立知立東高校出身）
（三菱商事㈱に内定）

英語を
部内公用語に！

京
大
ア
メ
フ
ト
部

ギ
ャ
ン
グ
ス
タ
ー
ズ
の

挑
戦

京都大学
アメリカンフットボール部
勧誘委員（法学部2回生）

髙井　洋希くん
（大阪府立天王寺高校出身）

　

就
職
活
動
を
始
め
て
す

ぐ
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

の
は
、
得
意
だ
と
思
っ
て

い
た
外
国
語
が
採
用
側
か

ら
は
で
き
て
当
た
り
前
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
な
ら

自
分
の
強
味
は
一
体
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
自
分
な
り

に
考
え
た
の
が
、
一
つ
は

体
育
会
系
の
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
部
で
キ
ャ
プ
テ
ン
を
し

て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
も

う
一
つ
が
、
９
カ
月
間
の

ス
ペ
イ
ン
へ
の
私
費
留
学

の
経
験
で
し
た
。

　

僕
が
外
国
語
に
興
味

を
持
っ
た
の
は
中
学
時

代
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
は

英
語
。
高
校
時
代
は
英
語

が
得
意
で
、
そ
れ
が
昂
じ

て
大
学
は
語
学
を
学
ぶ
の

に
最
高
の
環
境
と
い
わ
れ

る
東
京
外
国
語
大
学
を
目

指
し
ま
し
た
。
ス
ペ
イ
ン

語
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
予
備
校
の
恩
師

か
ら
、
世
界
に
は
英
語
の

話
せ
な
い
人
た
ち
も
た
く

さ
ん
い
る
。
よ
り
多
く
の

人
た
ち
と
関
わ
り
た
い
な

ら
、
英
語
以
外
に
最
低
で

も
１
つ
は
他
の
外
国
語
を

マ
ス
タ
ー
す
べ
き
だ
と
ア

ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
か
ら
で

す
。

　

そ
こ
で
話
者
人
口
が
多

く
、
た
く
さ
ん
の
国
を
ま

た
い
で
使
わ
れ
る
ス
ペ
イ

ン
語
を
専
攻
し
た
わ
け
で

す
。
ス
ペ
イ
ン
語
が
わ
か

り
始
め
る
と
、
イ
タ
リ
ア

語
の
会
話
は
理
解
で
き
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
読
め
る

よ
う
に
な
る
の
も
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
で
す
。

　

3
年
の
時
に
、
私
費
で

ス
ペ
イ
ン
の
語
学
学
校
に

９
カ
月
間
休
学
留
学
し
ま

し
た
。
こ
の
間
、
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
を
通
じ
て
多
く
の

友
人
が
で
き
ま
し
た
し
、

何
よ
り
も
面
倒
な
問
題
が

起
き
た
時
に
お
酒
を
一
緒

　

ま
だ
大
学
に
入
っ
た
ば

か
り
で
、
具
体
的
な
将
来

の
夢
は
あ
り
ま
せ
ん
。今
は

た
だ
、毎
日
が
と
て
も
楽
し

い
と
い
う
だ
け
で
す
。

　

も
と
も
と
は
先
輩
と
同

じ
で
中
学
時
代
か
ら
外
国

語
、つ
ま
り
英
語
を
使
え
る

よ
う
に
な
る
こ
と
に
憧
れ
て

い
て
、高
校
時
代
に
は
漠
然

と
外
国
語
系
大
学
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、

ド
イ
ツ
語
の
オ
ペ
ラ
を
見
る

機
会
が
あ
って
、
ド
イ
ツ
語

や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
憧
れ

を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。そ
し
て
ウ
ィ
ー
ン
に
つ
い

て
調
べ
て
い
く
う
ち
に
プ
ラ

ハ
を
知
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
隣
国
、
チ
ェコ
に
興
味
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
初
は
ド
イ
ツ
語
を
学

ぼ
う
と
地
元
の
国
立
を
目

指
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
校

３
年
の
時
、予
備
校
の
先
生

に
同
じ
目
指
す
な
ら
日
本

一の
と
こ
ろ
を
、
と
背
中
を

押
さ
れ
、
東
京
外
国
語
大

学
を
第
一
志
望
に
し
ま
し

た
。東
京
外
国
大
学
に
つ
い

て
調
べ
て
み
る
と
、
な
ん
と

チ
ェコ
語
も
あ
り
ま
す
。日

本
で
は
と
て
も
マ
イ
ナ
ー

で
、
実
用
性
も
ほ
と
ん
ど

な
さ
そ
う
で
す
が
、あ
え
て

マ
イ
ナ
ー
な
も
の
を
専
攻

す
る
こ
と
で
、
新
し
い
感
覚

が
身
に
つ
く
の
で
は
な
い
か

と
も
考
え
ま
し
た
。プ
ラ
ス

ワ
ン
で
す
か
ら
メ
ジ
ャ
ー
な

も
の
も
い
い
け
れ
ど
、
マ
イ

ナ
ー
な
と
こ
ろ
に
も
目
を

向
け
る
の
も
い
い
と
。

　

大
学
へ
入
っ
て
数
カ
月
た

ち
ま
す
が
、
正
直
言
って
い

い
意
味
で
裏
切
ら
れ
た
と

い
う
感
覚
で
す
。オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
に
一
度
も

参
加
せ
ず
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け

で
入
学
し
ま
し
た
か
ら
、

ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
。チ
ェコ

語
の
ク
ラ
ス
は
14
人
で
す

が
、ク
ラ
ス
メ
ー
ト
た
ち
も
、

た
だ
《
英
語
が
で
き
れ
ば

入
学
で
き
る
か
ら
》
と
い
う

の
で
は
な
く
、
目
標
を
し
っ

か
り
持
っ
て
い
る
人
が
多

い
。

　

私
も
留
学
を
考
え
て
い

ま
す
が
、実
用
性
と
い
う
こ

と
で
いっ
て
も
、
学
内
に
は

そ
の
た
め
の
様
々
な
仕
掛

け
が
あ
っ
て
、
求
め
れ
ば
い

く
ら
で
も
そ
れ
に
応
え
て

く
れ
ま
す
。
英
語
な
ら
自

分
の
好
き
な
時
間
に
ネ
イ

テ
ィ
ブ
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

で
き
る
E
L
C
と
い
う
施

設
も
あ
り
ま
す
。チ
ェコ
語

の
場
合
は
、現
地
か
ら
の
留

学
生
が
二
人
い
て
、
お
互
い

に
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
語
を

勉
強
し
合
え
ま
す
。目
下
、

英
語
に
つ
い
て
は
、
忘
れ
な

い
よ
う
に
あ
る
程
度
意
識

的
に
勉
強
し
て
い
ま
す
。

東京外国語大学
言語文化学部　チェコ語専攻１年

酒井　真由子さん
（名古屋市立桜台高校出身）

に
飲
み
な
が
ら
、
ス
ペ
イ

ン
語
で
お
互
い
わ
か
り
あ

え
る
ま
で
話
し
合
っ
た
こ

と
が
と
て
も
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。
就
職
活
動

で
い
え
ば
、
こ
こ
が
自
分

の
大
き
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
た
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

英
語
に
関
し
て
は
、
大

学
へ
入
っ
て
か
ら
あ
ま
り

勉
強
し
な
か
っ
た
た
め
、

ず
い
ぶ
ん
力
が
落
ち
ま
し

た
。
あ
る
時
そ
れ
に
気
付

い
て
力
を
入
れ
直
し
ま
し

グローバル化が進む中、内向きといわれてきた大学生の中にも、
英語はできて当たり前から、海外留学するのも
当たり前という流れも生まれつつあるようです。
東京外国語大学の４年生ですでに就職の内定している稲垣雅人くん、
今春入学した酒井真由子さんに外国語系大学の学びや、
語学についての熱い思いを語ってもらいました。

私のプラス１

た
が
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
帰

る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に

T
O
E
I
C
な
ど
の
ス

コ
ア
が
急
に
上
が
り
ま
し

た
。
他
の
英
語
以
外
を
学

ぶ
仲
間
も
同
じ
よ
う
に
聞

く
力
、
読
む
力
が
上
が
っ

た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

外
国
語
環
境
に
置
か
れ
る

こ
と
で
、《
外
国
語
と
い

う
も
の
》
に
耳
が
慣
れ
、

し
か
も
英
語
と
共
通
す
る

単
語
も
多
い
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

スペイン語

私のプラス１
チェコ語

　

京
大
ア
メ
フ
ト
部
と
い

う
と
「
授
業
も
そ
こ
そ
こ

に
朝
か
ら
晩
ま
で
ア
メ
フ

ト
漬
け
の
日
々
を
送
っ
て

い
る
男
た
ち
」
な
ど
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
実

際
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
以
外
に

も
、
対
戦
相
手
の
分
析
や

戦
略
作
り
を
専
門
に
担
当

す
る
ア
ナ
ラ
イ
ジ
ン
グ
ス

タ
ッ
フ
や
、
練
習
や
試
合

い
ま
す
。
ま
た
毎
年
、
ア

メ
リ
カ
の
大
学
生
と
関
西

の
大
学
生
が
混
成
チ
ー
ム

を
作
っ
て
戦
う
N
E
W 

E
R
A 

B
O
W
L
イ
ベ

ン
ト
に
弊
部
も
参
加
し
て

い
ま
す
。
毎
年
た
く
さ
ん

の
ギ
ャ
ン
グ
ス
タ
ー
ズ
の

選
手
が
選
出
さ
れ
海
外
の

大
学
生
と
交
流
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ち
な
み
に
今
年

は
、サ
ン
ノ
ゼ
州
立
大
学
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

選
手
や
コ
ー
チ
、
ス
タ
ッ

フ
を
迎
え
て
京
セ
ラ
ド
ー

ム
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
ギ
ャ
ン
グ
ス

タ
ー
ズ
の
新
た
な
取
組
の

一
つ
が
「
英
語
の
部
内
公

用
語
化
」
の
推
進
で
す
。

西
村
新
監
督
が
「
2
、
3

年
の
う
ち
に
本
場
ア
メ
リ

カ
か
ら
コ
ー
チ
を
招
へ
い

し
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
英

語
で
行
う
よ
う
に
す
る
」

と
発
表
し
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
部
員
の
有
志
が
ま

ず
始
め
た
の
が“English 

Session

”。
週
に
一
度
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ネ
イ
テ
ィ

ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
に
ク
ラ
ブ

ハ
ウ
ス
へ
来
て
も
ら
っ

て
、
日
本
語
禁
止
で
１
時

間
半
ほ
ど
お
し
ゃ
べ
り
を

し
ま
す
。
参
加
は
任
意
で

す
が
、
毎
週
30
人
ほ
ど
の

部
員
が
集
ま
り
、
ア
メ
フ

ト
以
外
の
話
題
も
交
え
て

会
話
を
楽
し
ん
で
い
ま

す
。

　

本
場
ア
メ
リ
カ
で
の
ア

メ
フ
ト
人
気
は
絶
大
な
も

の
で
、
週
末
に
は
た
く
さ

ん
の
地
元
の
人
が
プ
ロ
や

大
学
生
の
試
合
の
応
援
に

球
場
に
駆
け
つ
け
ま
す
。

私
た
ち
も
部
員
の
英
語
力

向
上
を
図
る
の
を
き
っ
か

け
に
、
試
合
に
勝
つ
た
め

の
戦
術
だ
け
で
な
く
、
本

場
ア
メ
リ
カ
の
ア
メ
フ
ト

文
化
も
取
り
入
れ
、
ギ
ャ

ン
グ
ス
タ
ー
ズ
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
界
を
盛
り
上
げ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
は
本
場
ア
メ
リ
カ

の
文
化
で
あ
る
の
で
、
私

た
ち
は
英
語
で
戦
術
を
考

え
、
英
語
圏
の
文
化
を
そ

の
ま
ま
取
り
入
れ
る
こ
と

で
、
チ
ー
ム
の
勝
利
に
つ

な
が
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

ギ
ャ
ン
グ
ス
タ
ー
ズ
で

は
近
年
I
M
G
ア
カ
デ

ミ
ー
へ
の
「
ア
メ
フ
ト
留

学
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
め

て
い
ま
す
。
春
休
み
に
部

員
が
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
、

ア
メ
フ
ト
を
し
て
い
る
現

地
の
大
学
生
と
寝
食
を
共

に
し
、
一
緒
に
練
習
を
行

の
運
営
に
加
え
て
、
ひ
と

り
で
も
多
く
の
人
に
試
合

に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
企
画
、
宣
伝
を
考
え

る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
、

1
5
0
人
も
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
な
る
大
所
帯
。

選
手
、
ス
タ
ッ
フ
が
一
つ

に
な
り
、
日
本
一
と
い
う

高
い
目
標
に
向
か
っ
て

日
々
、
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

後輩へのメッセージ

　就職についていえば、最近では大学
名は関係ないなどといわれますが、まだま
だ企業によっては大学名で足切りをする
ところも多いですから、大学受験ではで
きるだけ難関大学を目指すべきだと思い
ます。大学での学びの満足度という点で
いえば、やはり環境のよいところ、つまり
やる気のある仲間と力のある先生がい
て、カリキュラムの充実しているところを
目指すべきです。語学に関連したことを
学ぶなら、僕はやはり東京外国語大学は
最高の環境だと思います。インプット中
心の授業も多いですが、２年の時の『語
劇』などアウトプットの機会も多く、実用
性を求めるのなら日常的にもそれに応え
てくれる場や機会もたくさんあります。
　留学に関して一言。外国語系大学と
いうこともあるでしょうが、周りを見ると留
学マインドはとても高い。中には進路決
定を先延ばしするために留学している人
もいるようです。英語ができるのが当た
り前になってきたのと同じように、留学も
当たり前という時代になりつつありますか
ら、そこで何を身につけたのかが問われ
るようになってきていると思います。
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文
化
人
類
学
、
そ
し
て

韓
国
・
朝
鮮
と
の
出
会
い

　

私
は
、
最
初
か
ら
文
化
人

類
学
を
目
指
し
て
大
学
に

入
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
専
攻
は
文
学
部
の
英
文

科
で
、
文
化
人
類
学
と
の
出

会
い
は
、
４
年
の
時
に
友
人

に
勧
め
ら
れ
て
あ
る
ゼ
ミ
を

聴
講
し
た
の
が
き
っ
か
け
で

す
。
そ
こ
で
文
化
人
類
学
の

面
白
さ
に
目
覚
め
た
私
は
、

大
学
院
で
は
文
化
人
類
学
を

専
攻
し
、
研
究
す
る
地
域
を

韓
国
と
し
ま
し
た
。

　

文
化
人
類
学
の
基
本
は
、

現
地
で
長
期
間
生
活
し
て
の

調
査
、
い
わ
ゆ
る
「
住
み
込

み
調
査
」
で
、
そ
の
中
か
ら

住
民
の
人
生
観
や
世
界
観
、

文
化
や
社
会
と
い
っ
た
も
の

を
考
え
ま
す
。
私
が
院
生
当

時
は
、《
言
語
構
造
に
よ
っ
て

文
化
が
左
右
さ
れ
る
》
と
い

う
考
え
が
流
行
し
て
い
て
、

日
本
語
か
ら
読
み
解
く
日
本

文
化
論
な
ど
が
盛
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
中
、
私
が
出
会
っ
た

の
が
渡
辺
吉
鎔
先
生
（
慶
應

義
塾
大
学
名
誉
教
授
。
言
語

社
会
学
者
で
著
書
に
『
は
じ

め
て
の
朝
鮮
語—

隣
国
を
知

る
た
め
に
』
な
ど
が
あ
る
）

の
本
。
書
店
で
立
ち
読
み
し

て
偶
然
、
目
に
つ
い
た
本
で

す
。
日
本
語
と
朝
鮮
語
と
は

文
法
が
同
じ
な
の
に
両
国
の

文
化
が
違
う
と
い
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
に
興
味
を
持
っ
た
私
は
、

研
究
対
象
を
韓
国
に
し
た
の

で
す
。

佛教大学　歴史学部
歴史文化学科　教授

鈴木　文子先生
P r o f i l e

甲南大学大学院人文科学研
究科博士後期課程単位取
得。島根大学講師、助教授を
経て、2005年より佛教大学
歴史学部助教授。08年より
現職。共著に『変貌する韓国
社会』、『ものから見た朝鮮民
俗文化』など。

文
化
人
類
学
と
い
う
学
問

　

文
化
人
類
学
を
学
ぶ
に
あ

た
っ
て
一
番
大
切
な
の
は
、

そ
の
方
法
論
を
身
に
つ
け
る

こ
と
で
す
。
あ
る
信
仰
・
宗

教
を
調
べ
る
際
に
も
、
実
際

に
人
々
の
毎
日
の
仕
事
や
家

族
、
友
人
関
係
の
あ
り
方
な

ど
、
日
常
生
活
に
密
着
し
、

マ
ク
ロ
な
背
景
か
ら
そ
の
信

仰
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
い
き
な

り
全
体
を
見
る
の
は
大
変
で

す
か
ら
、
ま
ず
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
す
る
地
域
を
選
ぶ

な
ど
、
ベ
ー
ス
に
す
る
ミ
ク

ロ
な
事
例
研
究
の
対
象
を
決

め
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際

「
何
を
学
ぶ
か
」、
つ
ま
り
そ

の
対
象
と
す
る
事
例
か
ら
具

体
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
目

的
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て

お
く
こ
と
は
必
要
で
す
。

　

文
化
人
類
学
イ
コ
ー
ル
異

文
化
研
究
イ
コ
ー
ル
外
国
の

研
究
と
考
え
る
人
も
多
い
よ

う
で
す
が
、
日
本
人
で
も
自

分
と
他
者
が
異
な
る
よ
う
に
、

外
国
か
ど
う
か
は
問
題
で
は

な
い
。
文
化
人
類
学
の
本
来

の
目
的
は
、A m

irror for 
m

en

、
つ
ま
り
自
分
の
前
に

鏡
を
置
く
こ
と
で
自
分
自
身

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
他
者
（
異
文
化
）
と
向

き
合
っ
て
、
そ
れ
に
驚
く
（
自

文
化
に
拘
束
さ
れ
た
）
自
分

を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
研
究
対
象
は
国

内
で
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
で

す
。
ま
た
、
大
き
な
枠
組
み

を
見
据
え
な
が
ら
、
ミ
ク
ロ

な
対
象
を
掘
り
下
げ
て
い
く

と
い
う
の
が
人
類
学
の
方
法

論
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で

も
、
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と

な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
テ
ー

マ
に
選
べ
ま
す
。

　

全
体
性
（
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の

た
め
に
、
事
例
の
地
域
社
会

を
閉
鎖
的
に
捉
え
て
し
ま
う

学
問
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
も

と
も
と
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
学

問
で
す
か
ら
、
今
日
の
人
・

モ
ノ
・
情
報
が
錯
綜
す
る
グ

ロ
ー
バ
ル
化
社
会
で
は
改
め

て
関
心
も
高
ま
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
重
視
し
た
学
問

ス
タ
イ
ル
は
、
大
学
４
年
間

で
、
語
学
だ
け
で
な
く
社
会

で
求
め
ら
れ
る
人
間
力
を
つ

け
る
の
に
も
と
て
も
役
立
つ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

具体的な人々の営みに密着したフィールドワークのデータをもとに、マクロな文
化や社会について考える、人間に関わることならどんなことでも対象にできる、
文化人類学。「自文化に拘束された自己を知ることこそ文化人類学の本来の目
的」とお話しくださったのは、佛教大学歴史学部の鈴木文子先生。グローバルな
視点から、人々の生活や文化、歴史を捉え直す方法論やその魅力についてお聞
きしました。

文化人類学から歴史に
アプローチ

高校生へのメッセージ

　歴史学部を選んで入ってくる学生には、か
なり明確な目的意識を持った人が多い。しか
し、大学で学ぶ歴史学は、高校までに学んだ
歴史とはずいぶん違います。とくに歴史文化
学科では、これまでの政治、経済中心の歴史
を日常の生活や文化から見直すことに重きを
置いていますから、大学では先入観を捨て、歴
史とは何かを学び直すぐらいの気持ちで取り
組んでほしいと思います。その際、生活実感か
ら地域の特徴を探るという文化人類学は、最
適の手法を提供できると思います。
　もう一点は、広く色々なことに興味を持って
世界を見てほしいということです。インターネッ
ト上の切り取られた情報に満足するのではな
く、実際に足を運び《生身の実感》を大切に
してください。そのためにも入学後には、旅行
でも留学でもかまいませんから、一度は海外に
出ることをお勧めします。

忠
清
南
道
か
ら
山
陰
へ

　

私
は
、
1
9
8
0
年
代
、

4
年
間
の
留
学
生
活
の
中
で
、

韓
国
西
部
に
位
置
す
る
忠
清

南
道
の
離
島
に
約
１
年
間
滞

在
し
、
漁
村
の
住
民
生
活
に

密
着
し
て
、
彼
ら
の
人
生
観

な
ど
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
す
で
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
島
に

は
押
し
寄
せ
て
い
ま
し
た
か

ら
、
そ
の
影
響
な
ど
に
つ
い

て
も
調
べ
ま
し
た
。
島
を
離

れ
た
後
も
、
何
回
も
行
き
来

し
、
現
在
も
時
よ
り
立
ち
寄
っ

て
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

帰
国
後
、
島
根
の
大
学
に

勤
め
る
よ
う
に
な
っ
て
数
年

経
つ
と
、
忙
し
く
て
な
か
な

か
韓
国
に
も
行
け
な
か
っ
た

た
め
、
地
元
の
山
陰
地
方
の

こ
と
を
も
っ
と
勉
強
し
よ
う

と
地
域
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
励
む
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
日

本
の
植
民
地
時
代
に
朝
鮮
に

行
っ
て
い
た
と
い
う
人
が
身

近
に
か
な
り
お
ら
れ
、
し
か

も
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
地
近
辺

に
農
地
を
所
有
し
て
い
た
方

が
何
人
も
い
る
こ
と
が
徐
々

に
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
鳥
取
県
西
伯
郡
（
現
南

部
町
、
米
子
近
郊
の
山
間

部
）
の
板
祐
生
（
1
8
8
9

～
1
9
5
6
）
さ
ん
と
い
う

有
名
な
コ
レ
ク
タ
ー
の
も
と

に
あ
る
植
民
地
か
ら
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
見
せ
て
い
た
だ

く
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

地
元
出
身
の
移
住
者
や
、
出

征
軍
人
な
ど
か
ら
送
付
さ
れ

た
朝
鮮
玩
具
な
ど
の
土
産
物

や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
用
の
ポ
ス

タ
ー
な
ど
当
時
の
世
相
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
品
々
で
す
。

そ
れ
を
機
に
、
日
本
の
地
域

社
会
と
植
民
地
の
関
係
に
興

味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
移
住
し
た
日
本

人
と
現
地
の
朝
鮮
人
が
、
ど

の
よ
う
な
気
持
ち
で
生
活
し

て
い
た
の
か
、「
植
民
地
の
日

常
」
と
い
う
も
の
に
関
心
を

持
つ
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

民
衆
の
生
活
と
い
う

視
点
か
ら
歴
史
を
み
る

　

以
来
私
は
、
朝
鮮
で
実
際

に
生
活
を
し
て
い
た
方
々
に

直
接
話
を
伺
っ
た
り
、
逆
に

日
本
に
や
っ
て
き
た
在
日
コ

リ
ア
ン
（
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
）

の
方
か
ら
の
話
を
ま
と
め
た

り
し
て
研
究
を
続
け
て
い
ま

す
。
植
民
地
時
代
を
知
る
お

年
寄
り
を
中
心
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
（
口
述
の
歴
史
）

を
ま
と
め
て
い
く
と
、
従
来
、

考
え
ら
れ
て
き
た
マ
ク
ロ
な

歴
史
と
は
異
な
っ
た
歴
史
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

す
で
に
日
本
の
植
民
地
時
代

の
朝
鮮
に
つ
い
て
の
調
査
・

研
究
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、

実
際
に
暮
ら
し
て
い
た
一
般

庶
民
の
生
活
に
着
目
し
た
も

の
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
戦
後
は
特
に
、
地
域
社

会
と
植
民
地
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
県
史
や
地
方
史
誌
な

ど
、
行
政
側
の
記
録
で
は
意

図
的
に
語
ら
れ
な
い
よ
う
に

し
て
き
た
節
も
あ
り
ま
す
。

　

当
時
の
日
本
人
・
朝
鮮
人

が
ど
の
よ
う
に
近
所
付
き
合

い
を
し
て
い
た
か
と
か
、
買

い
物
や
食
生
活
の
様
子
な
ど

の
「
活
き
た
生
活
文
化
」
に

つ
い
て
話
を
聞
い
て
み
る
と
、

日
本
人
と
朝
鮮
人
と
が
対
立

し
て
い
た
事
例
も
あ
る
一
方
、

友
好
的
な
関
係
を
築
け
て
い

た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
も

事
実
で
す
。
た
だ
そ
の
中
で
、

一
部
の
富
裕
層
は
い
た
も
の

の
、
や
は
り
貧
し
い
朝
鮮
人

と
豊
か
な
日
本
人
と
い
う
構

図
は
共
通
し
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
搾

取
」「
収
奪
」
と
い
う
言
葉
か

ら
は
、
実
感
で
き
な
い
権
力

の
日
常
性
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
再
考
さ
せ

ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
人
類
学
的
な

方
法
で
歴
史
を
記
述
す
る
こ

と
で
、
マ
ク
ロ
な
歴
史
で
は

抽
象
的
に
ラ
べ
リ
ン
グ
さ
れ

て
い
る
事
象
を
生
活
実
感
に

近
い
感
覚
で
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

し
、
そ
う
し
た
感
性
こ
そ
、

私
た
ち
が
植
民
地
支
配
や
戦

争
を
考
え
る
上
で
今
後
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

（祐生出会いの館蔵）

佛教大学　歴史学部　歴史文化学科

生
活
文
化
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
を
考
え
る

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
な
ろ
う
！

進路の
ヒント

朝鮮玩具
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グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を

目
指
す
前
に

考
え
て
み
る
こ
と
が
あ
る

　

私
が
今
春
か
ら
上
智
大

学
で
行
っ
て
い
る
授
業
に

「
戦
略
ゼ
ミ
」と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。大
学
院
生
対
象

で
、
安
全
保
障
、
ア
ジ
ア
諸

国
と
の
関
係
、
中
東
情
勢
、

国
際
機
関
・
経
済
の
４
分
野

の
順
に
学
生
が
テ
ー
マ
を

選
び
、
み
な
で
討
論
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。こ
こ
で
私

が
最
も
大
事
に
し
て
い
る

の
が
資
料
を
「
深
読
み
」
し
、

エ
ッ
セ
ン
ス
を
と
ら
え
、
簡

潔
に
表
明
す
る
こ
と
。外
交

や
政
治
問
題
、
法
的
問
題
に

し
ろ
、何
が
基
本
の
文
書
か
、

膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
何

が
エ
ッ
セ
ン
ス
か
を
見
極

め
、
簡
潔
で
よ
く
整
理
さ
れ

た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が

で
き
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

昨
今
の
《
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

の
養
成
》
と
い
う
課
題
に
つ

い
て
も
同
様
に
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

「
留
学
し
な
い
」「
覇
気
が
な

い
」「
冒
険
し
な
い
」「
内
向
き

だ
」
―
―
こ
れ
ら
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
む
中
、
日
本
の

大
人
た
ち
が
若
者
に
対
し

て
抱
い
て
い
る
懸
念
を
表
し

た
言
葉
で
す
が
、
私
は
愚
痴

を
言
う
前
に
も
っ
と
考
え

る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
日
本
社
会
で
は

ア
メ
リ
カ
と
違
っ
て
、
リ
ス

ク
を
取
り
に
く
い
と
い
う

こ
と
。ア
メ
リ
カ
で
は
失
敗

し
て
も
二
度
、
三
度
と
や
り

直
せ
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ

せ
ん
。同
時
に
教
員
資
格
を

弾
力
化
し
、
英
語
の
堪
能
な

企
業
な
ど
の
海
外
駐
在
経

験
者
な
ど
を
活
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
の
も
い
い
で

し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
高
校
以
下
の
教

育
に
大
き
な
影
響
の
あ
る

大
学
入
試
で
、
セ
ン
タ
ー
試

験
に
T
O
E
F
L
の
よ
う
な

テ
ス
ト
を
入
れ
る
。そ
う
す

れ
ば
子
ど
も
た
ち
は
み
な

使
え
る
英
語
を
勉
強
す
る

よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。企

業
に
は
大
学
の
帰
国
子
女

枠
の
よ
う
な
外
国
大
学
卒

の
枠
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。商
社
だ
け
で
な
く

鉄
鋼
や
電
機
メ
ー
カ
ー
な

ど
で
も
、
通
訳
と
せ
ず
幹
部

要
員
と
す
る
の
で
す
。こ
の

よ
う
に
社
会
を
整
え
た
と

こ
ろ
で
、
大
人
が
学
生
や
若

者
の
批
判
を
す
る
の
は
い

い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が

余
り
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
、
旗
ば
か
り
振
る
の
で
は

彼
ら
が
か
わ
い
そ
う
で
す
。

う
も
い
き
ま
せ
ん
。そ
ん
な

中
で
リ
ス
ク
を
取
れ
と
言

わ
れ
て
も
、
若
者
と
し
て
は

冗
談
で
は
な
い
と
い
っ
た
心

境
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。責
任
を
と
る
の
は
若
者

自
身
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

リ
ス
ク
を
と
れ
と
説
教
す

る
人
は
一
握
り
の
成
功
者
で

す
。私
が
学
生
だ
っ
た
ら
絶

対
い
や
だ
と
思
う
で
し
ょ

う
。海
外
へ
出
て
行
け
ば
就

活
の
道
も
狭
ま
る
。

　

学
校
の
英
語
教
育
の
問

題
も
あ
り
ま
す
。い
く
ら
留

学
を
勧
め
ら
れ
て
も
、
今
の

語
学
教
育
を
受
け
た
だ
け

で
は
、
い
き
な
り
英
語
圏
の

有
力
な
大
学
の
授
業
に
は

つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
。最
近

で
は
小
学
校
で
も
英
語
の

時
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
教
え
る
先
生
方
も
英

語
を
教
え
る
準
備
が
で
き

て
い
な
い
の
が
問
題
で
す
。

こ
れ
で
は
泳
ぎ
方
の
基
本

を
教
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
浮

き
輪
、
救
命
具
も
つ
け
さ
せ

な
い
で
、
水
に
飛
び
込
め
と

言
う
の
と
同
じ
で
す
。こ
れ

か
ら
の
社
会
で
は
確
か
に

泳
げ
た
方
が
い
い
、
泳
げ
な

い
と
損
を
す
る
か
も
し
れ

な
い
。し
か
し
そ
の
裏
付
け

と
な
る
も
の
が
整
え
ら
れ

て
い
な
い
の
が
学
校
教
育

の
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。で
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。私
は
ま
ず
、
国
が

着
任
３
年
目
ぐ
ら
い
の
公

立
中
学
校
の
英
語
の
先
生

全
員
を
、
１
年
間
ア
メ
リ
カ

に
留
学
さ
せ
徹
底
的
に
英

語
漬
け
に
す
べ
き
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。語
学
を
聞
き

も
話
し
も
で
き
な
い
で
教

え
る
の
は
大
変
だ
か
ら
で

す
。し
か
も
こ
う
す
れ
ば
先

生
自
身
が
国
際
的
に
な
る

し
、
海
外
の
人
と
の
つ
な
が

り
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。年

間
1
0
0
0
人
と
す
る
と

1
0
0
億
円
は
か
か
り
ま

す
が
、
一
人
が
30
人
程
度
の

ク
ラ
ス
を
１
年
間
で
5
ク

ラ
ス
教
え
れ
ば
、
30
年
間
で

５
0
0
0
人
近
い
子
ど
も

が
被
益
し
ま
す
。こ
ん
な
効

率
の
い
い
投
資
は
あ
り
ま

し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
こ
う

い
う
こ
と
を
あ
ち
こ
ち
で
や

る
人
は
、
ひ
ど
い
人
間
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
ま
す

か
ら
、
損
得
で
言
え
ば
短
期

的
に
は
利
益
を
得
て
も
長

期
的
に
は
損
を
す
る
わ
け
で

す
。ビ
ジ
ネ
ス
も
同
じ
で
、信

頼
関
係
を
基
礎
に
し
て
相

手
と
付
き
合
う
方
が
、
損
得

の
観
点
か
ら
い
っ
て
も
お
互

い
の
利
益
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
も

う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
自
分
の
弱
味
だ
け
で

な
く
強
味
に
つ
い
て
も
よ

く
知
り
し
か
も
そ
れ
を
大

事
に
す
る
こ
と
で
す
。バ
ブ

ル
経
済
崩
壊
以
降
、
日
本
人

は
自
信
を
失
っ
た
と
よ
く

言
わ
れ
ま
す
。確
か
に
政
治

面
で
は
目
ま
ぐ
る
し
く
首

相
が
代
わ
っ
た
り
、
隣
国
と

は
歴
史
問
題
を
抱
え
て
い

た
り
し
ま
す
し
、
経
済
面
で

は
大
企
業
の
多
く
が
、
米
国

型
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
韓

国
な
ど
の
ア
ジ
ア
型
巨
大

企
業
と
に
挟
ま
れ
て
苦
戦

を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。ま

た
個
々
の
日
本
人
に
つ
い
て

は
、
語
学
や
個
の
力
が
欧
米

に
比
べ
る
と
弱
く
、
国
際
性

も
十
分
で
は
な
い
と
の
指

摘
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
こ
こ
で
も
本
質

を
し
っ
か
り
見
つ
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。私
は
語
呂

合
わ
せ
で
よ
く
「
ア
カ
セ
キ

レ
イ
」と
い
っ
て
い
ま
す
。こ

ん
な
鳥
は
実
際
い
ま
せ
ん

が
、「
ア
」は
安
全
、「
カ
」は
確

実
、「
セ
」が
清
潔
、「
キ
」は

規
律
で
「
レ
イ
」
が
礼
節
で
、

昨年、43年に亘る外交官生活にピリオドを打ち、今春からは国際政治の表舞台でのご経験を学生に伝えるべく、
上智大学などで教鞭をとられる藤崎一郎元アメリカ国駐箚特命全権大使。

「まだ賞味期限のあるうちに、若い人たちに伝えたいことがある」と穏やかに笑って話される先生に、

グローバル人材を目指すにあたって見失ってはならないことについてアドバイスを伺った。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を

生
き
抜
く
た
め
に

P r o f i l e
1947年神奈川県生まれ。慶應
義塾大学経済学部在学中に外
交官試験に合格し、1969年外
務省入省。米国ブラウン大学、スタ
ンフォード大学での英語研修を経
て、197７年在インドネシア大使
館二等書記官。OECD代表部
一等書記官、経済局国際エネル
ギー課長、在連合王国大使館参
事官、アジア局外務参事官、北米
局長、外務審議官（経済担当）、
在アメリカ合衆国特命全権大使な
どを歴任。2013年より現職。慶
應義塾高等学校出身。

外交官に求められる5つの能力
①ジャーナリストのように情報に敏感であること。
②政治家のようなコミュニケーション能力、判断力を
持つこと。

③弁護士のように細かい詰めができること。
④ホテルのマネージャーや会社の経営者のように組
織を隅々まで動かせること。

⑤人好きがすること。
　これは外交官特有かもしれませんが、相手が付き合っ
て金銭的に得になる職業ではないですから、面白いとか、
いい人だと思ってもらえるようでないと人は誘ってくれない
からです。
　もちろんすべてに秀でることは無理ですが、どれか一つ
だけにを集中するのではなく、いずれでも平均点以上にな
るよう努めることが大事です。

私
は
こ
れ
が
日
本
の
強
味

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。安
全

は
３
．11
で
負
の
影
響
を
受

け
ま
し
た
が
、
反
対
に
規
律

や
礼
節
の
面
で
は
さ
ら
に

評
価
を
高
め
ま
し
た
。ル
ー

ル
を
遵
守
す
る
態
度
は
、
地

道
な
O
D
A
活
動
と
も
あ

い
ま
っ
て
外
国
の
人
に
好

印
象
を
与
え
ま
し
た
。外
交

面
で
は
ア
メ
リ
カ
と
の
安

定
的
な
関
係
が
あ
り
ま
す

し
、
経
済
面
で
は
純
資
産
が

世
界
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
、
２
位

の
中
国
と
３
位
の
ド
イ
ツ

を
合
わ
せ
た
以
上
の
も
の

を
持
っ
て
い
ま
す
。世
界
一

美
し
い
国
と
叫
ぶ
必
要
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

け
っ
し
て
捨
て
た
も
の
で
は

な
い
の
で
す
。

　

た
し
か
に
今
日
の
よ
う

な
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で

は
、
語
学
力
や
国
際
性
な
ど

の
養
成
に
関
し
て
日
本
の

学
校
教
育
は
や
や
頼
り
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。高
校

や
大
学
で
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど

を
訓
練
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ

な
ど
に
比
べ
て
、
日
本
人
は

交
渉
下
手
だ
と
も
よ
く
言

わ
れ
ま
す
。し
か
し
日
本
の

O
J
T
※
が
、
巨
大
な
組
織

の
中
で
揉
ま
れ
る
こ
と
も

あ
っ
て
と
て
も
優
れ
て
い
る

こ
と
は
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。ト
ッ
プ
に
上
り
詰
め

た
人
だ
け
で
な
く
、
何
十
人

に
一
人
と
い
っ
た
中
間
管
理

職
で
も
、
日
本
人
に
は
鍛
え

上
げ
ら
れ
た
人
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。実
務

能
力
だ
け
で
な
く
、
判
断
力

や
交
渉
を
詰
め
る
力
に
優

れ
、
周
り
の
人
か
ら
の
信
頼

も
厚
い
。私
が
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
範
囲
で
は
、
こ
の
よ

う
な
日
本
人
は
多
く
、
国
際

舞
台
で
も
十
分
通
用
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。ち
な
み

に
外
交
官
に
と
っ
て
必
要

な
能
力
に
は
5
つ
あ
る
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
が
【
コ

ラ
ム
参
照
】、そ
の
う
ち
一
つ

だ
け
が
秀
で
て
い
る
の
で

は
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
全

て
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
が
、
そ
の
た
め
に

果
た
す
組
織
の
役
割
は
と

て
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
企
業
で
も
同
じ
で

し
ょ
う
。確
か
に
外
国
人
に

比
べ
て
、
大
学
生
の
段
階
で

は
こ
れ
ら
の
能
力
に
関
し

て
日
本
人
は
劣
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
社
会
に
出
れ

ば
引
け
を
取
ら
な
い
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。そ
も
そ

も
実
社
会
か
ら
見
れ
ば
、
大

学
は
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な

い
の
で
す
。

　

競
争
の
な
い
社
会
と
い

う
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。し
か
も
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
は
熾
烈

に
な
る
。そ
う
し
た
中
で
、

国
と
し
て
は
絶
対
に
勝
ち

組
に
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
た

め
に
は
弱
味
を
カ
バ
ー
し
、

強
味
を
さ
ら
に
補
強
す
る

こ
と
で
す
。こ
れ
ま
で
の
日

本
は
、
ひ
た
す
ら
国
際
規
範

に
従
う
だ
け
で
し
た
。し
か

し
今
後
は
、
自
ら
国
際
規
範

を
作
り
、
賢
く
活
用
し
て
い

く
こ
と
も
考
え
て
い
く
べ

き
で
す
。こ
れ
を
私
は
、
産

官
学
一
体
で
、
し
か
も
地
方

を
含
ん
だ
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ

ン
に
よ
る
第
二
の
国
造
り

と
呼
ん
で
い
ま
す
。今
の
日

本
に
必
要
な
の
は
、
弱
い
と

こ
ろ
ば
か
り
を
挙
げ
論
う

の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の

強
味
を
大
切
に
し
、
弱
い
と

こ
ろ
は
鍛
え
、
も
し
強
い
と

こ
ろ
が
時
代
に
合
わ
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
な
ら
、

徐
々
に
そ
れ
と
入
れ
変
え

て
い
く
こ
と
で
す
。あ
ま
り

に
も
性
急
に
、
い
い
と
こ
ろ

ま
で
潰
す
よ
う
な
こ
と
は

避
け
た
い
も
の
で
す
。

※　

O
n-the-Job T

raining

：
企
業
内

で
行
わ
れ
る
教
育
。企
業
内
教
育
・
訓
練

の
手
法
の
ひ
と
つ
。

元 外 交 官 が 語 る

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に

求
め
ら
れ
る
資
質

　

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
と
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
国
同
士
が
国

際
的
な
場
で
渡
り
合
う
社

会
で
も
あ
り
ま
す
。そ
の
進

展
は
、
そ
う
い
う
場
面
に
立

ち
会
う
人
が
増
え
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。外
交
交
渉

を
例
に
と
れ
ば
、
そ
こ
で
求

め
ら
れ
る
の
は
、
落
と
し
所

を
見
極
め
て
そ
こ
へ
議
論

を
持
っ
て
い
く
戦
略
戦
術
、

交
渉
術
だ
っ
た
り
、
説
得
力

を
持
っ
て
説
明
や
議
論
が

で
き
る
こ
と
だ
っ
た
り
し
ま

す
が
、
何
に
も
ま
し
て
大
切

な
の
は
相
手
と
の
信
頼
構

築
で
す
。外
交
交
渉
の
舞
台

で
は
み
な
、
こ
の
人
物
の
言

う
こ
と
は
信
頼
で
き
る
か

ど
う
か
を
常
に
見
て
い
ま

す
。で
す
か
ら
た
と
え
短
期

的
に
は
不
利
に
な
っ
て
も
、

長
い
目
で
は
誠
実
に
信
頼

関
係
を
構
築
し
て
い
く
以

外
に
成
功
す
る
方
法
は
な

い
の
で
す
。

　

外
交
交
渉
の
重
要
な
場

面
で
は
、
一
対
一
で
二
人
だ

け
で
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
す

る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
そ
こ

で
私
が
「
今
自
分
は
1
0
0

を
欲
し
い
と
主
張
し
て
い

る
が
、
ギ
リ
ギ
リ
90
ま
で
は

降
り
ら
れ
る
。
あ
な
た
も

1
0
0
を
く
れ
と
言
っ
て
い

る
が
、
ギ
リ
ギ
リ
90
で
我
慢

で
き
る
だ
ろ
う
。そ
う
で
あ

れ
ば
双
方
何
と
か
95
で
ど

う
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
し

ま
し
ょ
う
。そ
れ
を
相
手
が

逆
手
に
と
っ
て
、
み
な
が
い

る
前
で
「
あ
な
た
は
さ
っ
き

90
ま
で
降
り
ら
れ
る
と
言
っ

た
で
は
な
い
か
」
と
出
て
き

た
ら
、
そ
の
場
で
私
の
立
場

は
失
わ
れ
ま
す
。こ
れ
は
相

手
に
と
っ
て
は
大
成
功
か
も

上智大学　特別招聘教授

藤崎　一郎先生
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高
校
の
英
語
教
育
に

足
り
な
い
こ
と

―
―
受
験
英
語
に
＋
α
で

や
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た

と
思
う
こ
と
は
？

神
山
：
高
校
の
英
語
学
習

で
は
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で

英
文
の
大
意
を
つ
か
む
読
み

方
が
足
り
な
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
今
の
英
語
教
育
で
重

視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
和
訳

や
文
の
並
べ
替
え
な
ど
、
一

文
一
文
を
丁
寧
に
、
文
法
的

に
見
る
読
み
方
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
も
大
事
で
す
が
、
大
学

で
は
、
学
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
見
て
自
分
の
出
番
を
す
ぐ

に
見
つ
け
ら
れ
る
な
ど
と

い
っ
た
、
大
量
の
情
報
の
中

か
ら
必
要
な
情
報
を
見
つ
け

出
す
力
が
思
っ
た
以
上
に
必

要
で
す
。

　

大
学
入
試
で
も
、
東
大
入

試
で
い
え
ば
、
大
問
１
は
大

意
を
つ
か
む
読
み
方
で
す
。

英
文
を
1
0
0
字
ほ
ど
の

日
本
語
に
要
約
す
る
問
題
と

段
落
整
序
が
あ
り
ま
す
が
、

受
験
生
は
こ
う
い
っ
た
問
題

を
嫌
が
る
。
と
い
う
の
も
、

高
校
で
あ
ま
り
力
を
入
れ
て

い
な
い
か
ら
で
す
。

漆
原
：
大
学
に
入
る
と
英
文

を
読
む
量
が
一
気
に
増
え
る

の
で
、
ざ
っ
と
し
た
大
意
を

つ
か
む
読
み
方
は
絶
対
に
必

要
で
す
。

神
山
：
大
学
入
試
で
も
っ
と

そ
う
い
う
問
題
を
増
や
す
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。

番
匠
谷
：
外
国
で
行
わ
れ

て
い
る
外
国
語
教
育
と
比

較
す
る
と
、
日
本
の
英
語

教
育
は
イ
ン
プ
ッ
ト
が
と

て
も
多
く
て
、
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
が
大
き
な
割
合
を
占

め
て
い
る
。
し
か
も
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
英
文
は

単
語
も
難
し
く
、
内
容
も

専
門
的
で
レ
ベ
ル
が
高

い
。
日
本
人
は
こ
ん
な
に

コ
ー
ス
に
い
て
、
大
問
１

の
要
約
問
題
の
勉
強
を
定

期
的
に
や
ら
さ
れ
ま
し

た
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る

こ
と
で
長
文
を
要
約
す
る

力
が
つ
き
、
段
落
整
序
も

う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

番
匠
谷
さ
ん
が
言
う
よ

う
な
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
問

題
は
、
欧
米
の
大
学
入
試

は
主
観
的
に
総
合
的
な
人

難
し
い
文
章
が
読
め
る
の

に
、
ど
う
し
て
自
分
の
考

え
て
い
る
こ
と
を
日
常
会

話
で
表
現
す
る
の
が
苦
手

な
の
か
と
外
国
の
方
に
驚

か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
や
は
り
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
に
か
け
て
い
る
時
間
に

比
べ
て
、
ス
ピ
ー
キ
ン
グ

や
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
、
特
に

自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と

を
表
現
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
の
比
重
が
低
い
か
ら
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

支
障
が
出
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み

に
、学
校
の
授
業
で
、リ
ー

デ
ィ
ン
グ
と
オ
ー
ラ
ル
の

教
材
っ
て
違
い
ま
せ
ん
で

し
た
か
？

一
同
：
違
い
ま
し
た
。

番
匠
谷
：
そ
れ
も
腑
に
落

ち
な
い
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
や

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
使
っ
た
教

材
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ー
キ
ン

グ
で
議
論
す
る
よ
う
な
複
合

間
力
を
見
る
選
び
方
な
の

で
、
結
果
と
し
て
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
の
練
習
に
も
重
点

が
置
か
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の

日
本
の
大
学
入
試
の
状
況

で
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の

問
題
に
重
き
が
置
か
れ
る

の
は
当
然
の
結
果
だ
と
思

い
ま
す
。
客
観
的
に
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
や
ス
ピ
ー
キ
ン

グ
を
判
定
す
る
の
は
難
し

い
の
で
、
入
試
問
題
を
変

え
る
の
は
大
変
だ
と
思
い

ま
す
が
。

番
匠
谷
：
外
国
語
教
育
に

関
す
る
研
究
で
、
五
感
は

す
べ
て
繋
が
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
程
度
学
問
的
に

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
発

話
や
聴
覚
、
意
味
を
読
み

取
る
ス
キ
ル
や
単
語
力
な

ど
は
総
合
的
に
関
係
し

あ
っ
て
い
る
か
ら
、
ど
こ

か
に
偏
り
が
あ
る
と
効
率

的
に
英
語
を
習
得
で
き
な

い
。
入
試
で
も
、
英
語

の
成
績
上
位
層
を
見
る

と
「
こ
の
分
野
だ
け
は
で

き
な
い
」
と
い
う
人
は
い

な
い
。
リ
ス
ニ
ン
グ
や
ス

ピ
ー
キ
ン
グ
も
で
き
る
か

ら
こ
そ
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

も
速
く
な
る
し
、
す
べ
て

が
補
完
し
あ
っ
て
、
相
乗

効
果
で
英
語
力
、
外
国
語

の
力
は
伸
び
る
。
試
験
の

形
式
だ
け
を
見
る
と
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
の
割
合
が
大
き

い
か
ら
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ

け
を
や
れ
ば
い
い
と
い
う

結
論
に
陥
り
や
す
い
の
で

す
が
、
実
際
は
他
の
も
の

も
で
き
な
い
と
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
も
伸
び
な
い
。
こ
う

し
た
こ
と
が
も
っ
と
理
解

さ
れ
れ
ば
、
入
試
の
た
め

に
も
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
な
ど

を
も
っ
と
勉
強
す
る
人
が

増
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

鈴
木
：
そ
も
そ
も
今
の
入

試
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
偏
重
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
大
学
が
そ

う
い
う
能
力
を
欲
し
て
い

る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

英
語
の
論
文
が
読
め
な

い
、
英
語
の
論
文
が
書
け

的
な
授
業
が
で
き
れ
ば
よ
い

と
思
い
ま
す
。

大
学
受
験
と
の

折
り
合
い
を

ど
う
つ
け
る
？

―
―
当
時
を
振
り
返
っ

て
、
大
学
受
験
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
の
中
で
そ
う
い
っ

た
学
び
が
で
き
た
と
思
い

ま
す
か
？

神
山
：
浪
人
中
に
東
大

な
い
こ
と
は
大
き
な
デ
メ

リ
ッ
ト
に
な
る
。戦
後
は
、

こ
う
い
う
視
点
か
ら
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
や
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
重
視
の
試
験
が
で
き
て

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
今
後

し
ゃ
べ
る
ほ
う
に
シ
フ
ト

し
て
い
か
な
く
て
は
い
け

な
い
―
―
恐
ら
く
そ
う
い

う
人
材
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
が
―
―
状
況
に
な
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
試
験
制

度
も
変
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
高
校
生

が
ま
ず
目
指
す
の
は
大
学

受
験
で
す
か
ら
、
入
試
制

度
が
変
わ
れ
ば
や
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
る
の
で
は
と

思
い
ま
す
。

神
山
：
そ
う
し
た
考
え
が

日
本
中
に
浸
透
す
れ
ば
み

ん
な
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
も
訓

練
す
る
よ
う
に
な
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
現
実
的
に

は
中
学
生
が
「
大
学
合
格

の
た
め
に
英
語
を
し
ゃ
べ

ろ
う
」
と
は
な
ら
な
い
の

で
は
。
そ
も
そ
も
ス
ピ
ー

キ
ン
グ
を
授
業
で
ど
う
扱

う
の
か
。
上
位
５
％
く
ら

い
だ
け
が
活
発
に
議
論
で

き
て
も
、
全
員
が
活
発
に

議
論
に
参
加
す
る
の
は
今

の
状
況
で
は
難
し
い
と
思

う
し
、
ど
う
い
う
授
業
を

す
れ
ば
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
力

が
伸
び
て
い
く
の
か
は
想

像
で
き
な
い
。

鈴
木
：
僕
は
中
高
生
の
勉

強
で
は
「
や
ら
ざ
る
を
得

な
い
環
境
に
置
く
」
と
い

う
の
が
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
授

業
は
、
今
な
ら
海
外
の
学

生
とSkype

な
ど
で
簡

単
に
繋
が
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
授
業
中
に
一
対

一
で
会
話
す
る
時
間
を

作
っ
て
も
い
い
。
設
定
し

た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
聞
き
出

せ
た
ら
授
業
終
了
と
い
う

の
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
外
国
の
人
を

連
れ
て
き
て
「
一
日
街
を

案
内
し
て
み
よ
う
」と
か
。

一
同
：
面
白
い
。

鈴
木
：
追
い
込
ま
れ
れ
ば

絶
対
し
ゃ
べ
り
ま
す
か
ら

ね
。
も
ち
ろ
ん
放
り
出
す

だ
け
で
は
な
く
、
必
要
な

フ
レ
ー
ズ
を
最
初
に
教
え

て
お
い
て
取
っ
掛
か
り
に

す
る
と
い
っ
た
工
夫
も
必

要
。
強
制
的
に
話
す
機
会

番匠谷　光さん
東京大学教養学部4年。私立白
百合学園中学高等学校出身。幼
少期をニューヨークで過ごし、中学
時代からフランス語を第一外国語と
して学ぶ。中高時代から外国語や
コミュニケーションが好きで、大学
では言語情報科学を専攻。3回生
の時に東大のICOMという制度を
使ってイギリスのウォーリック大学へ
１年間交換留学。

日野　喜翔くん
東京大学経済学部金融学科4
年。	桐蔭学園中等教育学校出
身。中学入学後、初めて英語を学
んだオーソドックスな学生だったが、
中学2年の時に突然難しくなった
定期試験対策として猛勉強した結
果、勉強の要領をつかみ、それ以
後、英語が最大の得意科目に。

鈴木　駿平くん
東京大学大学院工学系研究科マ
テリアル工学専攻修士2年。埼玉
県立大宮高等学校出身。5才から
中学3年まで文法や受験英語が中
心の英語塾に通う。英語をしゃべら
なければいけない環境に身を置いて
わかったのは「英会話は文法でする
ものではない」ということ。英会話は
使ってこそ慣れて、スキルが伸びてい
くもの。

神山　翼くん
東京大学理学部物理学科4年。	
栃木県立宇都宮高等学校出身。
アメリカの大学院進学を考えている
ため、昨春からアメリカの研究室訪
問をして教授と話すなど、英語によ
る出願書類の準備などを行ってき
た。

漆原　正貴くん
東京大学教養学部広域科学科４
年。栄光学園高等学校出身。中学
の時は学年最下位になるほど英語が
苦手だったが、大学受験を機に一か
ら勉強し直し、人並み程度にはできる
ように。学年が進み、研究が進むに
つれて英語を使えないとどうしようもな
い状況に投げ込まれ、結果的にいま
は英語でコミュニケーションをとること
に不自由はしなくなった。

※座談会は2012年12月に開催しました。参加いただいたみなさんの肩書きは当時のものです。

東
大
で
は
今
春
か
ら
、英
語
習
熟
度
別
ク
ラ
ス
編
成
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
※
。

そ
れ
だ
け
大
学
で
は
﹁
使
え
る
英
語
﹂を

身
に
つ
け
る
こ
と
へ
の
期
待
が
大
き
い
の
で
す
。

東
大
生
︵
大
学
院
生
含
む
︶に

高
校
時
代
の
英
語
学
習
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
ら
っ
て
、

思
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
基
盤
、

高
校
で
は
こ
ん
な
英
語
を

勉
強
し
た
か
っ
た
！

東大生が
語る グ

ロ
ー
バ
ル
人
材
に
な
ろ
う
！

進路の
ヒント

※
入
試
の
成
績
に
よ
っ
て
３
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。各
科
類
内
に
お
け
る
上
位
一
割
が
授
業
を
英
語
の
み
で
行

う
ク
ラ
ス（
グ
ル
ー
プ
1
）、
続
く
三
割
が
授
業
は
日
本
語
だ
が
作
文
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
や
や
応
用
的
な
活
動
を
含
む
ク
ラ
ス

（
グ
ル
ー
プ
2
）、残
る
六
割
が
通
常
編
成
ク
ラ
ス（
グ
ル
ー
プ
3
）に
分
け
ら
れ
る
。グ
ル
ー
プ
2
と
3
の
内
、希
望
者
は
授
業
の
全
て
を

英
語
で
行
うEnglish O

nly Class

に
入
れ
る
が
、グ
ル
ー
プ
1
の
ク
ラ
ス
と
は
別
の
開
講
と
な
る
。
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A
O
入
試
合
格
者
は
語
る

慶
應
義
塾
大
学

法
学
部
に

Ｆ
Ｉ
Ｔ
入
試
で
合
格

久
保
山
／
高
校
１
年
の
冬
か

ら
１
年
間
、
異
文
化
交
流
留

学
で
ブ
ラ
ジ
ル
へ
。
高
校
は

３
年
で
卒
業
で
き
る
目
途
は

立
っ
て
い
た
も
の
の
、
大
学

入
試
に
お
い
て
は
非
常
に
不

利
な
状
況
で
し
た
し
、
一
時

は
進
学
を
断
念
し
か
け
て
い

ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
、
た
ま
た
ま
在

日
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
日
本
語
を

教
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参

加
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
慶

應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治

学
科
の
ゼ
ミ
が
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
慶
應
を
目
指
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
ほ
ぼ

同
時
期
に
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
入
試
で

入
学
し
た
慶
應
の
学
生
が

塾
長
を
務
め
る
Ａ
Ｏ
義
塾
と

い
う
、
Ａ
Ｏ
入
試
に
特
化
し

た
入
試
専
門
塾
に
入
り
、
Ｆ

Ｉ
Ｔ
入
試
で
の
受
験
を
決
意

し
ま
し
た
。
高
３
の
６
月
ご

ろ
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

僕
は
こ
の
入
試
で
人
生
が

変
わ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
は
で
き

ま
す
が
、
英
語
が
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

普
通
の
入
試
で
は
不
利
で

行
先
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ブ
ラ

ジ
ル
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

将
来
は
、
在
日
ブ
ラ
ジ
ル

人
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題

の
解
決
に
取
り
組
み
た
い
で

す
ね
。
法
学
部
政
治
学
科
に

入
学
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

政
治
家
に
な
る
道
も
考
え

て
い
ま
す
が
、
あ
る
い
は

N
P
O
法
人
な
ど
で
活
動
す

る
と
い
う
方
法
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
在
日
ブ
ラ
ジ

ル
人
問
題
に
取
り
組
み
、
ブ

ラ
ジ
ル
と
日
本
を
繋
ぐ
と
い

う
目
的
は
定
ま
っ
て
い
る
の

で
、
ど
ん
な
手
段
を
選
ぶ
か

は
、
今
後
模
索
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

早
稲
田
大
学

政
治
経
済
学
部
に

Ａ
Ｏ
入
試
で
合
格

大
原
／
も
と
も
と
は
理
系
で

な
仕
事
を
し
た
い
」
と
思
う

よ
う
に
な
り
、
高
３
の
時
に

思
い
切
っ
て
文
転
し
ま
し

た
。

　

そ
の
時
点
で
早
稲
田
大
学

政
治
経
済
学
部
の
Ａ
Ｏ
入
試

を
受
け
る
こ
と
は
決
め
て
い

た
の
で
す
が
、
国
立
の
ほ
う

は
一
橋
大
学
法
学
部
を
目
指

し
、
一
般
入
試
の
受
験
勉
強

も
や
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

社
会
科
科
目
の
１
年
分
の
遅

れ
を
取
り
戻
す
の
は
か
な
り

大
変
で
、
１
学
期
の
中
間
テ

ス
ト
の
世
界
史
の
点
数
が
あ

ま
り
に
ひ
ど
く
、
落
ち
込
ん

だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。　

　

英
語
デ
ィ
ベ
ー
ト
部
の
ほ

か
に
茶
道
部
、
料
理
部
と

い
う
３
つ
の
部
活
を
高
３
の

７
月
ま
で
や
っ
て
い
ま
し
た

し
、
文
化
祭
に
も
積
極
的
に

関
わ
っ
た
の
で
、
つ
い
勉
強

が
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
面
も
否
め
ま
せ

ん
。

　

夏
休
み
は
、
高
校
の
先
生

か
ら
５
０
０
時
間
勉
強
す
る

と
い
う
目
標
を
与
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
民
間
の
国
際

交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し

て
、
３
週
間
ア
メ
リ
カ
へ
行

き
ま
し
た
。
国
連
本
部
や
国

際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
、

ア
メ
リ
カ
国
防
総
省
（
ペ
ン

タ
ゴ
ン
）
な
ど
の
機
関
を
見

学
し
た
り
、
職
員
の
方
の
お

話
を
伺
っ
た
り
と
、
と
て
も

貴
重
な
経
験
が
で
き
た
の
で

医
学
部
志
望
。
夢
は
国
境
な

き
医
師
団
に
入
り
、
世
界
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
病
に
苦
し
む

人
々
を
助
け
る
こ
と
で
し

た
。
も
と
も
と
は
政
治
経
済

は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
く

て
、
ニ
ュ
ー
ス
も
ほ
と
ん
ど

見
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
高
校

で
所
属
し
て
い
た
英
語
デ
ィ

ベ
ー
ト
の
部
活
で
国
際
問
題

や
政
治
関
係
の
テ
ー
マ
を
課

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
調
べ

て
い
く
う
ち
に
興
味
が
わ
い

て
き
た
ん
で
す
。

　

そ
の
う
ち
「
医
者
は
病
気

を
治
せ
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、
そ
の
病
気
の
根
本
的

な
原
因
で
あ
る
衛
生
問
題
、

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
不
行
き
届

き
、
崩
壊
し
た
政
府
と
い
っ

た
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
も
っ
と
根
本
の

問
題
解
決
に
携
わ
る
国
際
的

す
が
、
目
標
の
半
分
も
勉
強

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
は
高
校
時
代
に
や
り
た

い
こ
と
は
何
で
も
や
り
ま
し

た
し
、
決
し
て
模
範
的
な
受

験
生
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
結
果
、
受
験
対

策
は
ス
タ
ー
ト
が
遅
れ
て
し

ま
し
た
が
、
や
り
た
い
こ
と

を
や
っ
た
か
ら
こ
そ
、
Ａ
Ｏ

入
試
に
合
格
で
き
た
の
だ
と

い
う
実
感
を
も
っ
て
い
ま

す
。
国
際
貢
献
が
で
き
る
仕

事
を
と
い
う
思
い
か
ら
、
最

初
は
外
交
官
を
志
望
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
、
国
連
や

Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
の
国
際
機
関
で

国
際
公
務
員
と
し
て
働
く
こ

と
も
視
野
に
、
今
後
も
い
ろ

い
ろ
な
活
動
を
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Q
Ａ
Ｏ
入
試
を
受
け

る
後
輩
へ
具
体
的

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い

し
ま
す
。

久
保
山
／
小
論
文
（
講
義
理

解
テ
ス
ト
）
対
策
と
し
て
、

毎
朝
、
読
売
新
聞
の
社
説
に

対
す
る
自
分
の
意
見
を
６
０

０
～
１
０
０
０
字
く
ら
い
に

ま
と
め
て
い
ま
し
た
。
毎
朝

続
け
る
た
め
に
は
、
習
慣
づ

け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
あ

と
は
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
練
習
を
、
友
だ
ち

や
Ａ
Ｏ
義
塾
の
仲
間
と
一
緒

に
や
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
一
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
か

ら
ね
。

大
原
／
小
論
文
が
カ
ギ
だ

と
思
い
ま
す
。
舟
木
さ
ん
が

言
う
よ
う
に
、
読
解
力
が
必

要
。
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
き
ち
ん
と
答
え
る
こ
と

が
大
事
で
す
。
私
は
対
策
に

取
り
掛
か
る
の
が
遅
れ
て
し

ま
い
、
少
し
焦
り
ま
し
た
。

あ
と
、
早
稲
田
大
学
政
治

経
済
学
部
の
よ
う
に
、

T
O
E
F
L 

I
B
T
の
ス

コ
ア
の
提
出
が
必
要
な
大
学

も
あ
る
と
思
う
の
で
、
早
い

段
階
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に

受
け
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。
面
接
で
落
ち

る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の

で
、
面
接
本
番
は
楽
し
む
気

持
ち
で
臨
ん
で
く
だ
さ
い
！

Q
受
験
生
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を

久
保
山
／
僕
の
場
合
、
同
じ

大
学
を
目
指
す
仲
間
の
存
在

が
、
大
き
な
力
に
な
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
一
緒
に
が
ん
ば

れ
る
仲
間
を
見
つ
け
る
と
、

最
後
ま
で
気
持
ち
を
切
ら
さ

ず
、
努
力
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

大
原
／
そ
の
大
学
に
行
き
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
ず
っ
と

持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
が
大

事
で
す
。
そ
の
思
い
が
あ
れ

ば
、
自
分
を
奮
い
立
た
せ
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

私
は
Ａ
Ｏ
入
試
を
通
し
て
自

分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
あ
と
は
、
適
度
な

息
抜
き
も
大
事
で
す
ね
。

慶應義塾大学
法学部政治学科１年

久保山　潤さん
（神奈川県立川和高等学校出身）

早稲田大学
政治経済学部国際政治学科１年

大原　由佳さん
（渋谷教育学園渋谷高等学校出身）

が
あ
れ
ば
、
効
果
は
あ
る

の
で
は
。

漆
原
：
一
対
一
じ
ゃ
な
い

と
話
さ
な
い
人
が
で
て
き

ま
す
か
ら
ね
。
東
大
で
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重

視
の
授
業
が
あ
り
ま
す

が
、
5
人
ほ
ど
の
グ
ル
ー

プ
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
す
る
と
、
3
人
ほ
ど
は

発
言
し
な
い
こ
と
が
よ
く

あ
る
。

日
野
：
僕
は
中
高
一
貫
校

で
し
た
が
、
文
法
を
全
然

学
ん
で
い
な
い
中
学
１
年

の
頃
か
ら
、
オ
ー
ラ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

授
業
が
あ
り
ま
し
た
。
一

対
一
の
ペ
ア
を
毎
回
作
っ

て
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生

が
一
人
ひ
と
り
に
点
数
を
つ

け
て
、
そ
れ
が
学
期
末
の
成

績
に
も
響
く
。
当
時
は
習
熟

度
別
の
レ
ッ
ス
ン
だ
っ
た
の

で
、
日
頃
英
語
を
し
ゃ
べ
っ

て
い
な
い
と
レ
ッ
ス
ン
の
レ

ベ
ル
が
落
ち
る
ん
で
す
。
そ

う
い
う
強
制
的
に
ス
ピ
ー
キ

ン
グ
を
訓
練
す
る
仕
組
み
が

中
１
か
ら
高
１
ま
で
あ
り
ま

し
た
。

鈴
木
：
効
果
は
ど
う
で
し

た
か
？

日
野
：
英
検
の
面
接
で
落

ち
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
で
し
た
し
、
効
果
は

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
実
際
に
定
期
的
に
英

語
を
話
す
経
験
を
し
た
こ

と
が
と
て
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
学
校
と
し
て
は

受
験
英
語
に
専
念
し
て
成

績
を
上
げ
る
の
が
第
一
目

標
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
こ
に
う
ま
く
ス
ピ
ー
キ

ン
グ
の
要
素
を
加
え
ら
れ

る
と
、
英
語
学
習
全
体
に

効
果
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

す
。
Ａ
Ｏ
義
塾
で
は
、
講
師

の
方
か
ら
の
鋭
い
指
摘
を
受

け
な
が
ら
志
望
動
機
書
を
作

成
し
ま
す
。
こ
の
過
程
で
自

分
の
志
を
ど
ん
ど
ん
確
立
し

て
い
け
た
こ
と
が
、
と
て
も

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
志

の
高
い
仲
間
た
ち
と
一
緒
に

学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
活
動
す
る
仲
間

か
ら
自
分
の
興
味
の
分
野
を

越
え
た
話
を
聞
く
中
で
、
僕

自
身
の
価
値
観
も
大
き
く
変

わ
り
ま
し
た
。

　

「
自
分
が
将
来
何
を
し
た

い
か
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
か

ら
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
の

か
」
を
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

時
間
を
か
け
て
考
え
た
の
は

生
ま
れ
て
初
め
て
。
こ
の
期

間
は
、
間
違
い
な
く
僕
の
人

生
に
お
い
て
貴
重
な
財
産
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
塾
長

か
ら
「
合
格
な
ん
て
目
指
す

も
の
じ
ゃ
な
い
。
社
会
に
貢

献
す
る
人
材
に
な
る
こ
と
を

目
標
に
し
よ
う
。
た
だ
単
に

大
学
に
入
り
た
い
だ
け
の
人

は
絶
対
に
落
ち
る
よ
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
が
、
と
て
も
印

象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

大
学
在
学
中
に
留
学
も
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で

も
半
年
や
１
年
で
は
物
足
り

な
い
の
で
、
海
外
の
大
学
院

へ
進
学
し
、
４
年
間
し
っ
か

り
腰
を
据
え
て
学
び
た
い
。

恒例
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御園　真史
島根大学教育学部数理基礎教育講座准教授、　博士（学術）第35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

■階数表示のいろいろ

　日本の多くの建物は、地面と同じ高さの階を1 階とし、その上
の階を2階、さらに上の階を3階……、というふうに階数表示をし
ています。一方、1 階よりもひとつ低い地下の階をB1、さらに下
の階をB2……、というふうに表しています。ちなみに、このB は
basement の略です。
　ところが、当たり前に思っているこの階数表示の方法が、海
外に目を向けると違う方法で表されている場合もあります。
　写真をみてください。これは、ロンドンのヒースロー空港の
Terminal 1に設置されていたエレ
ベーターの階数表示を撮影したもので
す。0 階がありますね。また、−1 階もあ
ります。ヨーロッパなどでは、日本でいう
ところの1階をground f loor と呼び、そ
れをこの写真ように0階と表示すること
もあります。また、日本での2階が 1 階、
3階が2階になっています。ground 
f loorから 1 つ上に上がった階といった
ような意味合いでしょうか。逆に地下1
階が −1 階と表されています。一方、日
本での表示の仕方は北米などでも使

尺 度 水 準 の は なし
われています。このように地域によって階数表示の仕方は異な
るのです。ヨーロッパなどでの階数表示は日常生活の中でみら
れる負の数の例ともいえそうですね。
　ヨーロッパなどでみられる方法で表示すると、2階上ることは
今いる階に2を足せば求められますし、3階下ることは3を引
けば求められますので、加法や減法に意味が出てきます。そう
いう意味では、ヨーロッパなどでの階数表示（…、−2、−1、0、1、
2、…）は、前回の尺度水準の話でいうところの「間隔尺度」と
いえそうです。また、日本の階数表示（…、B2、B1、1、2、3、…）

は「順序尺度」といえそうです。間隔尺
度は、「等間隔に振られた目盛のようなも
の」と説明しました。間隔尺度で表された
量の1の違いは、4 と 5の違いであっても、
8 と 9 の違いであっても同等とみなされま
す。一方、間隔尺度の性質に加え、絶対
的な 0 が存在する尺度が比例尺度でし
た。個数、長さ、質量、体積などがその例
です。
■各尺度での計算の可能性と変換

　以上でみたように「間隔尺度」では、
和や差に意味を持ちます。

　「比例尺度」では、和や差に意味を持つばかりか、比も意味
を持つようになります。質量の例を考えてみると、30kgは10 kg
の3 倍ですが、これは、20の 3 倍が60であるというときの3 倍
と同じ意味になります。どちらも、片方の 3 つ分という同じ意味
で用いているからです。
　一方、複数の尺度の間で単位変換することがあります。例え
ば、間隔尺度である温度の測り方には、日本で用いられている
摂氏（℃）とアメリカなどで用いられている華氏（℉）があります。
華氏温度 F と摂氏温度C の関係式は、F = 9−5 C + 32 という
1次関数の関係です。これは、間隔尺度間の変換をしていると
いえます。華氏温度の目盛の間隔は摂氏温度の目盛の間隔の
95 倍になっており、0 度がどのぐらいの熱さを表しているのかも
異なっています。このことからも、間隔尺度の 0 は、相対的なも
のだとわかります。
　ところが、絶対尺度同士の変換は様子が少し違います。例
えば、同じ長さの単位であるキロメートルとマイルの間には1マ
イル=1.609344キロメートルという関係があります。間隔尺度と
違って 0 は同じ意味を持ち、0マイル= 0キロメートルです。比
例尺度では、0 は長さをもたないという絶対的な意味を持って
いるのです。

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5回物理学ぼう! 第2部
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。

調整能力と考える力の育成を　㈱テレコグニックス代表取締役　デイビス・ピーター・クリストファー

物理教育を受けた人を採用している
者としての立場から話をしたい。
私は高校でサイエンスと日本語を学

んだ。オーストラリアでは、アジアの
一員としての再認識が広がり始めた頃
で、経済面でのインパクトから日本語
が一番人気だった（アジアの言語は、
他にインドネシア語、中国語があった）。
それがきっかけで高校卒業後、１年間
日本の高校へ留学した。オーストラリ
アでは、高校を卒業して大学の入学
資格を取ってもすぐに入学しなくてもい
いという、柔軟な制度が意識的、戦
略的にとられている。
大学では再び日本に留学して物理を
学んだ。日本の研究者との共同研究
を始めたこともあって、ポスドクの時に
ATR（㈱国際電気通信基礎技術研
究所、R&Dの会社）に入社した。こ
こは日本では珍しく企業との連携を進
めていたから、様々な会社の人と一緒
に仕事をすることができた。一方で、
様々な分野の専門家が集まっているに
もかかわらず、所属する企業の事情で、
隣の席の人とあまり話ができないという
ようなもったいない状況もあった。もち
ろん人材交流は活発で、当時日本に
はまだポスドク制度がなかったから、人
の移動という面ではおおいに貢献して
いたと思う。その後日本でもポスドクが
生まれ、企業も採用するようになった
が、当時としては貴重な存在だったと
思う。もちろん今は、もっと時代のニー
ズに合った組織を考えなければいけなく
はなっているが。
ATRの人の使い方、育成方法に限
界を感じて、数年前に独立した。この
会社では、研究開発支援だけでなく、

年、世界一の実験装置を育ててきた
人は、そのことで世界一の技術を持っ
ていると見なされるのだ。大学にはそれ
が一つの競争力であるとの認識があっ
て、先生は変わっても実験環境を維持
すべく、それなりの給与で、長期間に
亘ってそれだけをやらせてもらえる。
オーストラリアでは、少ない人口を補

うには教育が重要であるとの認識から、
海外からも積極的に学生を呼び込んで
いる。とくにアジアのインド、ベトナム
など、歴史的に関係が深い国からは留
学生が多い。英連邦に所属していた
国は、教育制度そのものが近いという
こともある。もちろんそれらの国からの
留学生でも、税金は払っていないとい
うことで、地元生よりも授業料は高い。
留学生を受け入れるメリットは、国と

しての信用を得るためだけでなく、交
流が盛んになることで、地元の学生の
視野が広がることにもある。また優秀
な留学生が卒業して残ってくれれば、
国としての人材の確保にもつながる。
政府は小学校でのサイエンスリテラ

シーの育成も重視している。これには、
将来理数系を専門にしない人にも、サ
イエンスの考え方、サイエンスの社会
における役割や歴史を広く理解してもら
いたいということと、そのことで理数系
の人の活躍する環境をよくしようという
狙いがある。最近、日本では放射能
の影響に関する混乱があったが、これ
などは、サイエンスの課題と社会のリス
クの切り分けが、いかに大事かが明る
みに出た典型的な例だと思う。
国際化が大前提のわが社では、そ

のために必要な様々な工夫をしている
が、中でも重視しているのが監督する

その方法も開拓している。
理数系人材の育成はどの国でも課
題とされているようだが、いろいろな国
で教育を受けた人材を活用している立
場から気付いた点を述べる。
まず、理数離れはやはり深刻だ。狭
い領土にたくさんの人が住み、独自の
言葉と文化を持つ日本が、高い生活
水準を維持するには理数系人材は不
可欠だからだ。もっともこれは世界全
体の問題でもあり、日本の逆で広い国
土に人間は少ないが、やはりアジアに
ありながら高い生活水準を維持したい
と思っているオーストラリアでも事情は
変わらない。どの国も理数系人材に
頑張ってもらわねばならないのに、その
育成と活用には様々な問題を抱えてい
る。
オーストラリア政府の戦略的な取組
の一つは、キャリアパスの多様化とガ
イダンスの強化だ。パスが一つだと、
企業でも大学でも行き詰まれば止める
しかなくなり、せっかくの人材が散逸し
てしまう。多様なキャリアパスがあるこ
とを中学、高校時代から認識してもらっ
ておくことも大事で、そのためのガイダ
ンスも積極的に行っている。もちろん
大学においてもだ。大学では、入学
資格を得てからでも休学できるだけでな
く、転校や転学部も容易だ。国土が
広いため、家族の転勤などによって通
学できなくなることも想定しているから
だ。
企業の中でのキャリアパスも多様

で、給与体系や身分もそれに合わせて
様々に用意されている。私は物理の出
身で技術支援の専門家だが、オースト
ラリアではとても重宝がられている。長

人間と各メンバーとのコミュニケーショ
ン、およびそれを円滑に行うためのプラ
ンニングだ。それを具現したのがプロジェ
クト制で、様々な面での切り替えがしや
すいというメリットもある。期限を切るこ
とで、してもらう仕事についても納得さ
せやすいし、給与や求めるスキルも、そ
の中で考えることができる。
人材を柔軟に活用ができるよう、テレ

ワークなども重視して、外国にいる人も
チームに入れて活用している。これには
技術的なツールに加えて、作業時間や
ミーティングをするタイミングなども工夫し
なければならないが、理数系の人が活
躍しやすい環境になっていると思う。
私は日本人同士の通訳に入ることが
多い（笑）。プロジェクトの初めは、メ
ンバーそれぞれの会社のダイナミックス
でうまくいくが、お互いプロジェクト以外
のことで拘束条件もあるから、途中でず
れ始めるとうまく連携が図れなくなること
も多いからだ。外国のチームが入って
きた時には、理数系人材にも調整能力
が求められる。
調整能力に欠かせないのはコミュニ

ケーション能力だが、日本人の学生に
はこれが欠ける人が多い。日本人同士
だと、日頃、一緒に昼食をとっていて
も相手の情況を理解していないことさえ
ある。だから、日本人にはあえてたくさ
ん質問し、質問をたくさんしてくる外国
人は放っておくなどの調整も心がけてい
る。
考える力が大事という点では、たとえ

ばπ、円周率の小数点以下の桁数がよ
く話題になるが、問題は数字の意味を
よく認識して判断できる人が少ないとい
うことだ。誰に伝えようとしているのか、

なぜ今、このテクニックを使ってこういう
ことをしているのかがわからない。電卓
で計算したら10桁まで出てきたから、と
りあえず10桁まで書くというように、あ
まり深く考えずにやってしまう人も多い。
求められている数字は何のためなのか、
その数字を誰に伝えるのか、それによっ
て、求められるものが違うはずだ。全体
の大きさの違いがわかる程度でいいなら
その違いが見わけられる程度でいいし、
精度を表現したいのなら桁数は増やさね
ばならない。丸い庭にどれだけ土を入れ
ればいいかなら、πは概算で３でいいが、
レーザの波長を合わせる場合には10桁
必要だ。
こういうことを教えるのに相応しいのが

どの段階かは知らないが、大学院を出
てもわかっていない人は多い。見る人
の立場によって必要な桁数は決まって
くるということを、あらためて会社で教え
ねばならないわけだ。こういうことがわか
ることがリテラシーであり、それは中学・
高校でも十分教えられることだと思うの
だが。
今、われわれが直面している課題は
多いが、その多くは複雑化していて、
学際的な能力がないとその切り分けがで
きない。たとえば私は、通信の分野で、
電波の伝播とプロトコルのロジックを専
門にしているが、問題の解決にはその
切り分けが必要だ。
もちろん、ただ考える力が衰えてきた

とばかり嘆いていても始まらない。考え
なくなる理由の一つは考えてもわからな
い、考えても答えが出ないこと、言い換
えると、考えるツール自体を持っていな
いことだ。解析力を支援するツールの
開発も必要ではないだろうか。
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京
野
菜

京都産業大学
総合生命科学部
生命資源環境学科　教授

山岸　博先生
P r o f i l e
農学博士。専門は植物育種学、植
物バイオテクノロジー。自然豊かな
伊那の地で育ち、田植えの時期に
用水路や川を上ってくる魚を取るの
が遊びという少年時代を過ごす。
現在、京都産業大学副学長、植物
ゲノム科学研究センター兼務と多
忙を極めるが、花粉を作らない性質
を持つ（雄性不稔）ダイコンの遺伝
的起源を自身の手で解き明かす夢
を持ち続ける。2008年３月、日本育
種学賞受賞。長野県伊那北高等
学校出身。

す
。南
禅
寺
の
北
東
、
銀
閣
寺

の
南
西
部
に
あ
た
る
地
名
で

も
あ
り
ま
す
。

　

鹿
ヶ
谷
南
瓜
は
2
0
0
年

以
上
前
に
、奥
州
・
津
軽
の
里

か
ら
も
ら
っ
た
種
子
を
使
っ

て
栽
培
を
始
め
た
の
が
起

源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。初
め

は
ふ
つ
う
の
形
を
し
て
い
た

そ
う
な
の
で
す
が
、
幾
年
も

栽
培
を
続
け
る
う
ち
に
ひ
ょ

う
た
ん
型
に
な
っ
た
と
『
京

都
府
園
芸
要
鑑
』
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。形
も
大
き
く
、
収

量
も
増
え
た
た
め
、
優
良
品

種
と
し
て
普
及
し
て
、
明
治

時
代
の
後
半
に
は
京
都
市

民
の
消
費
す
る
か
ぼ
ち
ゃ
の

ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
昭
和

に
入
っ
て
か
ら
扁
円
型
の
菊

座
型
南
瓜
（
現
在
市
場
に
多

く
出
回
っ
て
い
る
も
の
）と
の

競
争
に
敗
れ
、
現
在
で
は
市

内
で
の
栽
培
農
家
は
２
農
家

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。こ
の

う
ち
の
一
農
家
は
、
京
都
の

鹿
ヶ
谷
地
区
に
あ
る
安
楽
寺

で
毎
年
7
月
25
日
に
行
わ
れ

る
「
か
ぼ
ち
ゃ
供
養
」
の
た
め

に
の
み
鹿
ヶ
谷
南
瓜
を
栽
培

し
て
い
る
そ
う
で
す
。「
か
ぼ

ち
ゃ
供
養
」と
は
、
2
0
0
年

京都固有の大根《京大根》に魅せられて、育種学と植物バイオテクノロ
ジーの分野から、高品質な大根づくりを目指すとともに、花粉を作らない
雄性不稔(ゆうせいふねん)という性質の遺伝的起源を明らかにしようと
研究に励まれている山岸博先生に、京野菜※の魅力をご紹介いただきま
す。今回は、夏に欠かせないカボチャについて教えていただきました。

第
2
回

ひ
ょ
う
た
ん
形
の

鹿
ヶ
谷
南
瓜

　

京
都
の
南
瓜
と
い
え
ば
、

ひ
ょ
う
た
ん
に
似
た
変
わ
っ

た
形
を
し
て
い
る
《
鹿
ヶ
谷

南
瓜
》
が
有
名
で
す
。鹿
ヶ
谷

は《
し
し
が
た
に
》
と
読
み
ま

学校で英語を学ぶのは大変なのに、どうして英語圏に生まれ育った
人は苦もなく聴き取れて話せるのだろう。同様に、日本で生まれ育っ
た人は、日本語と呼ばれるものを文法などきちんと習ったわけでもない
のになぜ「自然に」話せるのだろう。ことばが世界中どこでも同じだっ
たら苦労しないのに、と一度くらいは夢想したことがあるでしょう。そも
そも、どうしてなにもことばを知らない赤ちゃんが成長するにつれてこと
ばを話し出すことができるようになるのか、それは歩くことができるように
なるのと同じく「自然」なように思えて、実際はとても不思議なことです。
ことばを話し出した子どもたちは、よく言い間違いをします。おとなた

ちは、これを「可愛らしい」「おもしろい」と微笑ましく受け止めるけ
れども、実は、こどもたちの頭の中では、必死にことばとの格闘がな
されていてその結果の言い間違いであるということなのだそうです。た
とえば「血が出た」というのを「チガ・ガ・デタ」と言い間違ってしま
うのは、単語と機能語（この場合助詞）の区別を混乱しているから。
つまり、耳に入ってくる音をどうやって腑分けし、単語と機能語の区別
をつけるかに関わってくるのです。赤ちゃんは脳の発達につれてだんだ
んと耳に入ってくる音をリズムのまとまりとして捉えていくようになります。
そうすると日本語の場合、ほとんどの場合は二音節以上で、助詞は
一音節です。目立たない一音節の「音」がリズムのまとまりの終わり
にくることが多いという特徴に気づいていき、この情報を使って単語と
機能語を区別していく。また、機能語同士が続けて使われることは滅
多になく単語と単語の間に挟まれるので、頻繁に現れる機能語に気
がつけば単語を見つけることができる。そのようにして耳に入ってくる
音をことばとして分節していく能力をつけていきます。「手」「目」など
一音節のことばを「おめめ」「おてて」と乳幼児に話しかけることは、
「手」「目」を機能語だと間違えないように助けることになります。と
ころが「血」は「おちち」とは言わない。それで「チ」が機能語で
はなく単語だとはすでに知っているものの一音節のことばは単語だとは
考え難いので「チガデテル」の「ガ」を「チ」の一部にしてしまい、「チ
ガ」でひとつの単語だと誤解してしまったせいだと考えられるようです。
このようなことはどうしてわかるのでしょう。著者の専門は認知科学、
言語心理学、発達心理学。赤ちゃんにいろんな実験をしてことばの
発達を探っていきます。入ってくる情報を発見・創造・修正して音をこ
とばとして習得していく過程は子どもがシステムを自分の中で構築して
いく過程でもありとてもスリリングですが、著者がどういう実験を編み出
して探っていくかも興味深いです。また、その実験を見ることによって、
言語−日本語の特徴というのも明らかになっていきます。いろんな角度
から、知ることの楽しさが伝わってくるような本です。

今井むつみ
朝ちくまプリマー新書
2013年

ことばの発達
の謎を解く

雑
賀
　
恵
子
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
天
王
寺
学
舎
出
身
。京
都
薬
科
大
学
を
経
て
、京
都
大
学
文
学
部
卒
業
、京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

大
阪
産
業
大
学
他
非
常
勤
講
師
。著
書
に『
空
腹
に
つ
い
て
』（
青
土
社
）、『
エ
コ・ロ
ゴ
ス
　
存
在
と
食
に
つ
い
て
』（
人
文
書
院
）、『
快
楽
の
効
用
』（
ち
く
ま
新
書
）。

書
　
評

※京都固有の野菜を最近は“京野菜”とブランド名で呼ぶようになりました。千枚漬けで有名な聖護院カ
ブラ、賀茂ナスなどが有名。

ほ
ど
前
か
ら
続
く
供
養
で
、

真
空
益
随
上
人
が
夢
の
中
で

か
ぼ
ち
ゃ
を
供
養
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
万
人
が
病
か
ら
逃

れ
ら
れ
る
と
の
お
告
げ
を
う

け
て
仏
前
に
供
え
た
こ
と
が

始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
ぼ
ち
ゃ
は
体
内
で
ビ
タ

ミ
ン
Ａ
に
な
る
カ
ロ
チ
ン
、ビ

タ
ミ
ン
Ｃ
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
、
カ

リ
ウ
ム
、亜
鉛
、
食
物
繊
維
な

ど
栄
養
価
の
高
い
野
菜
で
、

細
胞
老
化
が
原
因
の
病
気
予

防
の
効
果
も
あ
る
と
言
い
ま

す
。昨
今
で
は
綾
部
市
で
も

新
た
に
こ
の
品
種
の
栽
培
が

復
活
し
つ
つ
あ
り
ま
す
し
、

見
つ
け
た
ら
、ぜ
ひ
食
べ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

■開催日
2013年
10月12日（土）13日（日）
■場所
岡山県立大学

（岡山県総社市窪木111）
ＪＲ吉備線・服部駅から徒歩5分
■参加費
学会員4,000円／一般6,000円
学生2,000円／懇親会4,000円

つながるチャイルドサイエンス
第10回 子 ど も 学 会 議

遊びと学び ―おもちゃ・ロボット・メディア― 八木：創造力と物理の関係について
は？
榊裕之先生[豊田工業大学長]：私
自身、高校時代、数学は面白いとは
思わなかったが、様々な現象をほんの
わずかな数式、原理に還元できる物
理という学問はとても面白かった。し
かし何かを創造するときには、バラバ
ラになったものを集めて一つの機能
に結び付けるという逆のルートが必要
だ。とくに工学系では、そのトレーニン
グと、それを持続するための意欲が求
められる。ただその際、逆向きの物理
のベクトルを持っていないと先に進め
ないから、やはり物理は大事だ。
八木：日本の国際的な産業競争力を
今後高めるには、創造力、すなわち新
しい価値を生み出す力が不可欠だと
思うが、創造力を高める教育につい
て考えるとき、その一つのキーワード
になるのが物理だと思う。物理を教
育プロセスの中に押し込めるには具
体的にどうしたらいいだろうか。
榊：大学で卒業を厳格にすればいい
という考え方もあるが、私は入試で科
目を増やす方が効果的だと思う。そ
のためにはまず、旧７帝大の理系学
部が、入試で物・化・生の３科目を課
すぐらいのことをしてほしい。９月入学
は本質的な改革ではない。国立大学
は国の将来を考えて、「物理を学んで
こないと入学させないぞ！」ぐらいの
決断をすべきだ。
八木：創造力、新しい価値を生み出
す力を持った人材を育てるには、理系
３科目をしっかり勉強させること、なか
でも物理が大事で、それを学習させる
際のポイントは、本質を考えさせる、つ
まり何が不思議かを感じさせること、
不思議だと思わせることだと。ここが

司会（八木匡 先生[同志社大学]）：
理数人材の育成について、またその
際の物理の重要性についてみなさ
んからお話しいただいたが、少し別の
観点から、創造力が大事だということ
を榊先生が指摘された。この点でい
うと、日本ではアメリカの教育につい
て、学力だけでなく、創造力の育成に
も力を入れているというイメージがある
が、実際はどうか？
加藤五郎先生[カリフォルニア・ポリ

テクニック州立大学]：確かにアメリ
カでは、出る杭は打たれないどころか、
出た方がいいというぐらいに、独創的
であることを激励する風潮がある。少
し生意気、自信過剰気味がいいとさ
れる。自己宣伝も場合によっては否
定しない。どうせ突拍子もないことな
ら、明るくパッと言えと。
八木：日本人研究者は創造力という
点で、他の国の人より劣っているのだ
ろうか？
ピーター・クリストファー：出方に違い
があるだけで、創造力とはどんな人間
にも共通してあるものだと思う。オース
トラリアの教育はこれまで、創造力の
重視と基礎力の重視という二つの考
えの間で振り子のように揺れてきた。
私の少し前の世代で共通試験が廃止
されたが、その結果、基礎力がダウン
したということで今は復活している。
　オーストラリアでも、アメリカほどで
はないにしても、アイデアは評価され
る。アメリカとは少し違うが、やはりイ
ギリスの伝統を受けて、自分というも
のをしっかり持つことが大切だとされ
ているからだろう。ところでオーストラ
リアの大学では、アメリカ人学生の
発言は抑えて、日本人学生に発言を
促す場面がよくみられる。

シンポジウム

出発点で、それを高校卒業までに身
につけさせるべきだと考えてよいか。
ピーター・クリストファー：創造力に
ついては、自分の考えを持つこと、自
分で考える力を身につけることが大
事。私は会社で意見を主張するので
はなく、今考えていることを述べなさい
というように、コミュニケーションと考え
ることを一体化させるよう指導してい
る。考えたり、表現したりするとすき間
が見えてきて、そこからアイデアが湧
きだす。創造力は本能だから、すき間
があれば必ず出てくるものだ。
八木：ドイツでは進路選択の時期が
早いが、そこに問題はないのか？
ボルガ―・ヴィッティヒ[ドイツ機会

工業連盟日本代表事務所代表]：子
どもによって発達段階が異なるから、
今のシステムが絶対に正しいとはいえ
ない。また一旦決めると後からは変更
もしにくい。しかし今のところは、若い
時から訓練を積んでおかないと専門
職になるのに時間がかかりすぎる、と
いう考え方でやっている。
八木：韓国の場合、厳しい受験競争
の中で英才教育は成り立つのか？
金　東煜[大邱教育大学科学教育科

教授]：英才クラスは10年前からあっ
たが、最近はとくに力を入れていて、
今では小学校１校に理数クラスが１ク
ラスある。中心は理科・数学で、それ
に情報を加えた３科目を重点的に教
える。理数クラスを教えるには教員も
厳しい研修を受けなければならない。
生徒は学力テストとIQテストで、一部
は推薦でも選ばれる。最近は全生徒
対象の創造性テストも行われている。
成績優秀者は英才学級へ入れるが、
その後、地域のエリートセンターへも
入ることもできる。

プログラム
10月12日（土）
10:00　受付開始	 	
10:30　開会式	 	
10:40　基調講演1　「ハラッパで三兎を追う」
　　　　原島	博	（東京大学名誉教授）	
12:00　昼食	 	
13:10　総会	 	
13:40　基調講演2　「子どものこころを育むようにロ

ボットのココロを育てる」
　　　　浅田	稔（大阪大学教授）	
15:10　ポスターセッション	 	
17:30　イブニングセッション（懇親会，優秀賞表彰式）	

10月13日（日）
		9 :30　受付開始	 	
		9 :30　ポスター展示	
10:00　シンポジウム「つながるチャイルドサイエンス」
　　　　渡辺	公貴（タカラトミー欧米戦略本部開発グ

ループリーダー）
　　　　三宅	なほみ（東京大学教授）
　　　　竹林	洋一（静岡大学教授）
　　　　座長：一色	伸夫（甲南女子大学教授）
12:10　昼食	 	
13:00　10周年記念シンポジウム「チャイルドサイエン

スの未来」
　　　　内田	伸子（筑波大学監事、お茶の水大学名

誉教授）	
　　　　原島	博（東京大学名誉教授）
　　　　坂上	浩子（NHKエデュケーショナル子ども幼

児部制作主幹）
　　　　座長：榊原	洋一（お茶の水女子大学教授）
15:15　10周年記念講演「子どもは未来である」
　　　　小林	登	（日本子ども学会理事長、東京大学

名誉教授）	
15:45　閉会式	
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学生プロジェクト団体「宇治☆チャレンジャー」が企画したイ
ベント「親子で楽しむ宇治茶の日２０１２」の様子。学生が企
画した宇治茶スタンプラリーが大好評で、５０００人以上が参
加しました

修学旅行で宇治を訪れた中学生を本学学生がナビゲートす
る「たび旅」で鵜飼いをガイドする本学学生と修学旅行生

　

本
学
の
モ
ッ
ト
ー
は「
現
場

主
義
教
育
」で
、
学
生
主
体
の

地
域
連
携
活
動
に
大
学
が
助

成
金
を
出
す
地
域
連
携
学
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ
め
と

し
て
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な

ど
の
実
践
的
な
学
び
の
機
会

を
多
数
設
け
て
い
ま
す
。な
か

で
も
総
合
社
会
学
部
で
は
、文

化
の
専
門
家
と
し
て
地
域
や

社
会
に
貢
献
す
る「
文
化
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」の
養
成
を
目

的
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
※
１
を

2
0
0
8
年
か
ら
用
意
し
て

い
て
、今
年
か
ら
は
地
域
課
題

を
市
民
主
導
で
解
決
す
る
際

の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
役
に
な
る

「
地
域
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
を
養

成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
創
設

し
ま
し
た
。

　

そ
こ
へ
同
様
の
主
旨
の
地

域
資
格
「
地
域
公
共
政
策
士
」

※
２
を
京
都
の
７
大
学
が
連
携

し
て
開
発
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
立
ち
上
げ
に
参
加
す
る

と
と
も
に
、
一
昨
年
か
ら
は

「
地
域
公
共
政
策
士
」
の
第
１

種
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
開
講

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
文
化
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」

は
、学
生
各
自
が
専
門
と
す
る
地

域
の
文
化
を
、ど
う
分
析
し
て
発

信
し
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か

ら
生
ま
れ
た
資
格
で
、公
共
政
策

系
の
学
部
・
学
科
を
持
つ
大
学
に

よ
る
地
域
公
共
人
材
大
学
連
携

事
業
の
中
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
が
、毎
年
10
人
ほ

ど
の
学
生
が
修
了
し
て
い
ま
す
。

第
１
種
は
座
学
の
み
が
多
い
中

で
、
本
学
で
は
あ
え
て「
地
域
公

共
政
策
士
総
合
演
習
」と
い
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
総
仕
上
げ
を
す
る

実
践
型
の
授
業
を
設
け
ま
し
た
。

各
自
、実
習
や
地
域
連
携
活
動
で

の
成
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め

て
発
表
す
る
の
が
特
徴
で
、昨
年

は
２
回
生
の
時
か
ら
ア
フ
リ
カ

と
の
国
際
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
参
加
し
て
き
た
成
果
を
ま
と

め
た
も
の
や
、宇
治
茶
を
通
し
て

地
元
宇
治
の
魅
力
を
発
信
す
る

「
宇
治
☆
茶
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
の
活

動
な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
学
で
は
、現
場
と
大
学
を

つ
な
ぐ
組
織
と
し
て
フ
ィ
ー

ル
ド
リ
サ
ー
チ
オ
フ
ィ
ス
を

2
0
0
7
年
に
開
設
、早
く
か

ら
地
域
連
携
を
推
進
し
て
き

た
効
果
も
あ
っ
て
か
、自
分
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
持
っ
て
活

動
し
て
い
る
学
生
も
多
く
、そ

の
集
大
成
を
発
表
す
る
場
と

し
て
も
活
用
し
て
い
ま
す
。

※
１　

平
成
20
年
の
教
育
G
P
（
質
の

高
い
大
学
教
育
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に

も
採
択
さ
れ
た
。

※
２　

一
般
財
団
法
人
地
域
公
共
人
材

開
発
機
構
に
よ
る
認
定
資
格
で
、
各
大

学
や
地
方
自
治
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
で
開
講

さ
れ
て
い
る
第
１
種
、第
２
種
、共
通
の

３
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
す
る
こ
と

で
資
格
認
定
さ
れ
る
。

「グローバルな視野を持ちながらも、地域
に根をはり、地域に貢献する生き方のモ
デルをオール京都で提唱したい」とおっ
しゃるのは、今春、学部生向けの新たな
職能資格制度の開発などを目指して設立
されたNPO法人『グローカル人材開発
センター』の理事をつとめる京都文教大
学総合社会学部長の松田凡先生。これか
らの時代に求められる“グローカル人材”
とは、その育成を目指す京都文教大学の
取組を中心にお聞きしました。

グローカル人材を
育てる！

京都文教大学
総合社会学部　学部長

松田　凡先生
P r o f i l e
1982年京都大学経済学部経済
学科卒業。京都市経済局に勤務
した後、京都大学大学院農学研
究科入学。94年同大学院農学
研究科農林経済学専攻博士課
程単位取得満期退学後、京都文
教大学へ。専門は文化人類学、ア
フリカ地域研究。NPO法人グロー
カル人材開発センターの理事も
務める。洛星高等学校出身。

　

地
域
公
共
政
策
士
は
、

2
0
1
1
年
に
京
都
府
内
の

大
学
・
大
学
院
や
自
治
体
、Ｎ

Ｐ
Ｏ
、経
済
団
体
な
ど
が
連
携

し
て
創
設
さ
れ
た
民
間
資
格

で
、産
官
学
民
の
壁
を
越
え
て

協
働
し
、地
域
活
動
や
政
策
形

成
を
主
導
で
き
る
地
域
公
共

人
材
に
求
め
ら
れ
る
能
力
を

可
視
化
し
た
全
国
初
の
地
域

資
格
で
す
。資
格
取
得
に
は
各

大
学
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
で
開
講
さ

れ
て
い
る
地
域
公
共
政
策
士

資
格
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修

了
す
る
こ
と
が
必
要
で
、資
格

の
付
与
は
産
官
学
民
が
連
携

す
る
一
般
財
団
法
人
地
域
公

共
人
材
開
発
機
構
が
行
い
ま

す
。プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
と
ん
ど

が
履
修
証
明
制
度
と
連
動
し

て
い
ま
す
し
、ジ
ョ
ブ
カ
ー
ド

に
も
記
入
で
き
る
職
能
資
格

で
も
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
地
域
公
共
政
策
士
は

主
に
大
学
院
レ
ベ
ル
の
資
格

で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
も

“
公
共
”
の
色
が
濃
い
。そ
こ

で
、
学
部
卒
の
学
生
を
対
象

に
、卒
業
後
の
進
路
の
大
部
分

を
占
め
る
企
業
と
連
携
し
た

新
し
い
職
能
資
格
制
度
を
開

発
し
よ
う
と
京
都
の
５
つ
の

大
学
※
３
と
京
都
経
済
同
友
会

な
ど
京
都
の
４
つ
の
経
済
団

体
と
が
共
同
で
今
春
設
立
し

た
の
が
N
P
O
法
人『
グ
ロ
ー

カ
ル
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
』

（
以
下
、セ
ン
タ
ー
）で
す
。

　

 

“
グ
ロ
ー
カ
ル
”
は
“
グ

ロ
ー
バ
ル
”と“
ロ
ー
カ
ル
”を

合
わ
せ
た
混
成
語
で
、私
た
ち

は「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
物

事
を
考
え
る
能
力
を
有
し
な

が
ら
、地
域
経
済
・
地
域
社
会

（
ロ
ー
カ
ル
）
の
持
続
的
発
展

に
情
熱
を
注
ぐ
人
材
」
を
「
グ

ロ
ー
カ
ル
人
材
」と
定
義
し
て

い
ま
す
。グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急

速
に
進
む
中
、世
界
中
を
飛
び

回
っ
て
活
躍
す
る
人
も
必
要

で
す
が
、
自
分
の《
地
域
》
を

京都文教大学

　
「
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
」
育
成

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
心
と
な

る
の
が
、
企
業
な
ど
と
連
携

し
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を

か
ら
め
た
課
題
解
決
型
の

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
P
B
L

（Project Based Leaning

）

で
す
。本
学
で
は
２
回
生
以
上

を
対
象
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
科

目
と
し
て
P
B
L
を
取
り
入

れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
宇
治

市
観
光
協
会
、
宇
治
市
役
所
、

宇
治
茶
業
界
、
近
隣
企
業
、
福

祉
の
現
場
な
ど
と
連
携
し
て

い
ま
す
。
P
B
L
で
は
チ
ー

ム
毎
に
課
題
解
決
に
あ
た
り

ア
に
小
学
校
を
」と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。専
門
の
文
化
人

類
学
に
関
連
し
た
も
の
で
す

が
、
そ
の
目
標
達
成
に
は
、
英

語
も
勉
強
し
な
い
と
い
け
な

い
し
、
人
類
学
に
つ
い
て
も
、

N
G
O
な
ど
に
つ
い
て
も
学

ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
っ
た
よ
う
に
、学
生
は
目
的

に
合
わ
せ
て
自
分
の
学
び
を

デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。早
い
う

ち
に
こ
う
し
た
力
を
つ
け
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、大
学
に
は

た
く
さ
ん
の
講
義
や
チ
ャ
ン

ス
が
あ
り
ま
す
か
ら
、実
践
的

に
大
学
を
使
え
る
よ
う
に
な

り
ま
す
し
、就
職
活
動
で
も
ア

ピ
ー
ル
し
や
す
い
よ
う
で
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
言
い

ま
す
が
、実
際
に
海
外
で
仕
事

を
し
よ
う
と
思
う
と
、英
語
が

堪
能
な
だ
け
で
は
だ
め
で
、む

し
ろ
ふ
る
さ
と
の
美
味
し
い

も
の
や
魅
力
を
知
っ
て
い
る

人
間
の
方
が
信
頼
さ
れ
る
も

の
。み
な
さ
ん
も
き
っ
と
、
地

域
の
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
し
た
思
い
出
が
あ
る
は

ず
で
す
。自
分
の
生
ま
れ
育
っ

た
街
や
、大
学
の
あ
る
街
の
こ

と
を
も
っ
と
知
り
た
い
人
や
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
持
っ

て
地
域
の
発
展
に
貢
献
し
た

い
人
、あ
る
い
は
文
化
や
公
共

に
関
心
の
あ
る
人
な
ど
、い
ろ

い
ろ
な
人
に
集
ま
っ
て
ほ
し

い
も
の
で
す
。

ま
す
か
ら
、協
調
性
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
な
ど
が
培

わ
れ
ま
す
し
、課
題
解
決
の
た

め
に
必
要
な
も
の
を
自
ら
学

ぶ
と
い
う
、本
来
の
学
び
の
順

序
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

高
校
ま
で
は
、勉
強
は
教
室

で
学
ぶ
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
大
学
で
は
、
課
外
で
学
外

や
社
会
の
中
で
学
ぶ
こ
と
も

多
い
。学
び
を
自
分
で
作
り
出

す
の
が
大
学
生
と
も
言
え
ま

す
。

　

私
が
2
0
0
4
年
か
ら

行
っ
た
P
B
L
に「
エ
チ
オ
ピ

地
域
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と

文
化
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

教
室
の
外
へ
飛
び
出
そ
う
！

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
鍵
は
ア
ク
テ
ィ
ブ・ラ
ー
ニ
ン
グ

京
都
府
南
部
地
域
で

「
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
」を
育
て
る

持
っ
て
、そ
の
地
域
に
根
を
は

り
、地
域
経
済
や
社
会
に
貢
献

し
な
が
ら
世
界
と
つ
な
が
る

よ
う
な
生
き
方
を
す
る
人
も

必
要
で
す
し
、グ
ロ
ー
バ
ル
展

開
を
目
指
す
中
小
・
中
堅
企
業

の
多
い
京
都
に
は
そ
の
受
け

皿
も
あ
り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
で
は
今
後
、「
グ

ロ
ー
カ
ル
人
材
」資
格
の
開
発

と
そ
の
認
定
を
目
指
す
と
と

も
に
、資
格
取
得
の
た
め
の
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
も
予

定
し
て
い
ま
す
。本
学
は
大
学

の
あ
る
京
都
府
南
部
地
域
で

経
済
界
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
強
め
て
い
て
、経
営
者
の
方

に
講
義
を
お
願
い
し
た
り
、イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
学
生
を

受
け
入
れ
て
も
ら
っ
た
り
と
、

協
働
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開

発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
※
３　

京
都
産
業
大
学
（
代
表
校
）、
京

都
府
立
大
学
、京
都
文
教
大
学
、佛
教
大

学
、
龍
谷
大
学
の
５
大
学
。「
産
学
公
連

携
に
よ
る
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
の
育
成
と

地
域
資
格
制
度
の
開
発
」
と
し
て
平
成

24
年
度
の
文
部
科
学
省
の
大
学
間
連
携

共
同
教
育
推
進
事
業
に
も
選
定
さ
れ
て

い
る
。

社会心理学コース

総合社会学部


