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学生と教職員のインターコミュニケーション誌　エコノフォーラム21／関西学院大学経済学部
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21
　2005 年、エコノフォーラム
は『エコノフォーラム 21』と
いう名前に変わりました。
　エコノフォーラムは、もとも
とゼミを中心とする経済学部の
活性化の「広場」でした。しか
し、10 年を経て、わたしたち
は 21 世紀の世界経済と日本社
会をもっと確実な「目」で捉え、
経済学部から新鮮な発想で社会
に向けて提言できれば、と考え
るようになりました。『エコノ
フォーラム 21』は新たな世紀
にふさわしく、学生と教員、さ
らには一般市民をも巻き込んで
様々な声が響き合う広場を目差
します。
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　2015年は阪神・淡路大震災 20年にあたる。
また、私事ではあるが、1995年４月から関
西学院経済学部に勤めはじめ、20年が経っ
た。ところで、昨年９月、関西学院は創立
125周年を、そして経済学部も 80周年を迎
え、さらにスーパーグローバル大学創成支援
事業（SGU）に採択され、新しい一歩を踏
みはじめた。その節目となる年に、自分なり
に“グローバリズム”について考えてみた。
　今から 20数年前、ソ連崩壊による冷戦体
制が終焉し、次第に自由主義と資本主義が世
界全体を覆い始めるとともに、“グローバリ
ゼーション”という言葉が広がり始めた。ま
さに、モノ、カネ、情報が国境を超え、地球
規模で自由に移動し、世界全体がフラット化
し始めた。
　この“グローバリゼーション”という運動、
あるいは“グローバリズム”という思想を支
えているものは、「個人的な自由主義」、「民
主主義」、そして「市場原理主義」、ではない
かと思う。佐伯氏は、“グローバリズム”を“ア
メリカニズム”と捉え、 それは、自由と民主
主義が至上の普遍的な価値であるという一元
的な思想をアメリカが地球規模に実現してい
こうとする運動であり、多様な歴史や文化、
そして価値観をもつ国民国家や民族に押し付
けてきた（アメリカからすれば、悪弊・旧習
からの解放）過程であったが、その限界と“リ
ベラリズム”の破綻を著書１のなかで述べて
いる。
　この“グローバリゼーション”における自
由な競争に基づく市場経済が、人々の暮らし
を豊かにし、幸福につながるという考えは、
無国籍化した資本の自由な移動によってアジ
ア金融危機、ギリシャの財政破綻、そしてリー
マン・ショックなどの無残な結果につながっ
た。また、それは所得格差や資産格差をもた
らし、１％の富裕層による所得と富の占有を
さらに深化させることになった。そして、公
共的であるべき政府の政策も、株価に代表さ
れるような市場による評価に重きを置くよう

「節目の年に思うこと─“グローバリズム”という思想─」
� 経済学部長　利光　強

な状態になりつつある。
　さて、TPP はいまだ締結には至っていな
いが、日本の医療や雇用、保険など、社会的・
公共的な観点からすれば、必ずしも自由な競
争による市場経済の導入が適切であるとは言
えない分野にまで、アメリカの国家戦略のも
と締結に向けての交渉が進行しつつある。た
とえば、日本の医療保険分野は、アメリカ保
険業界にとって垂涎の的であることが指摘さ
れている２。世界的に見ても優れている日本
の国民皆保険制度が崩壊してしまう危機につ
ながりかねない。この際、99％の人々の暮ら
しにとって最適な政策、公共的な善を目指す
政治の在り方、そして「民主主義」そのもの
をきちんと考える必要があるのではないだろ
うか。
　この巻頭言を、新たな一歩を社会へ踏み出
す 2014年度卒業生諸君に贈る言葉とすると
ともに、在籍する学生諸君、そして 15年度
新入生諸君に対する問いかけとしたい。

巻頭言

１　 佐伯啓思『「アメリカニズム」の終焉」』（中公文庫、2014 年）、
『学問の力』（ちくま文庫、2014 年）。

２　 堤未果『沈みゆく大国　アメリカ』（集英社新書、2014 年）。
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ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
検
証
す
る

　

第
２
次
安
倍
政
権
が
打
ち
出
し
た
経
済
政

策
、
通
称
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」。
デ
フ
レ
か
ら

の
脱
却
、
一
定
の
経
済
成
長
の
達
成
な
ど
日
本

経
済
の
再
生
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て

そ
の
効
果
や
い
か
に
。
昨
年
12
月
に
行
わ
れ
た

衆
議
院
解
散
総
選
挙
で
は
自
民
党
が
圧
勝
し
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
政
策
が
支
持
さ
れ
た
形

と
な
っ
た
。
い
や
、
国
民
に
し
て
み
れ
ば
「
も

う
少
し
様
子
を
見
て
み
て
や
っ
て
も
い
い
か

な
」
く
ら
い
の
気
持
ち
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
円
安
に
も
か
か
わ
ら
ず
輸
入
が
伸
び
な

い
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
倍
以
上
に
膨
ら
ん
だ
財
政
赤

字
、
改
善
し
た
と
さ
れ
る
有
効
求
人
倍
率
も
正

社
員
だ
け
に
限
定
す
る
と
未
だ
２
人
に
１
つ
の

仕
事
し
か
な
い
等
、
懸
念
材
料
が
少
な
く
な
い
。

　

政
権
発
足
か
ら
約
２
年
が
経
過
し
、
そ
ろ
そ

ろ
評
価
に
つ
い
て
議
論
し
て
も
よ
い
時
期
が
き

た
。
も
ち
ろ
ん
、
第
３
の
矢
「
成
長
戦
略
」
の

よ
う
に
効
果
が
で
る
ま
で
に
時
間
の
か
か
る
も

の
も
あ
る
が
、
現
時
点
ま
で
の
評
価
を
行
い
、

今
後
歩
ん
で
い
く
べ
き
道
を
探
る
こ
と
は
意
味

の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

論
者
は
本
学
経
済
学
部
の
４
人
の
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
。
岡
田
敏
裕
教
授
（
総
括
）、
田
中
敦
教

授
（
第
１
の
矢
：
大
胆
な
金
融
緩
和
）、
高
林

喜
久
生
教
授
（
第
２
の
矢
：
機
動
的
な
財
政
出

動
）、
土
井
教
之
教
授
（
第
３
の
矢
：
民
間
投

資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
）
で
あ
る
。
さ
あ
読

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
授
業
で
学
ん
だ
知
識
が

役
に
立
つ
は
ず
で
す
よ
！

 

（
編
集
担
当
：
西
村
智
）
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アベノミクスを検証する
　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
「
３
本
の
矢
」
と
い
わ
れ
る
３
種

類
の
政
策
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
第
一
の
矢
」
は
大

胆
な
金
融
政
策
、「
第
二
の
矢
」は
機
動
的
な
財
政
政
策
、

「
第
三
の
矢
」
は
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
で

あ
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、「
第

一
の
矢
」
で
あ
る
金
融
政
策
で
あ
る
。
他
の
二
つ
の
政

策
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、
過
去
に
も
同
様
な
こ
と
が
行

わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
中
・
長
期
的
な
成
長
を
促
す
構

造
改
革
を
意
味
す
る「
第
三
の
矢
」に
は
、
農
業
改
革
、

混
合
診
療
の
拡
大
、
労
働
時
間
の
規
制
の
緩
和
な
ど
が

あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
運
用
段
階
ま
で
達
し
て
お
ら
ず

影
響
は
ま
だ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
将
来

の
景
気
に
対
す
る
国
民
の
期
待
を
変
化
さ
せ
、
そ
れ
が

現
時
点
の
経
済
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
側
面
も
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
政
策
が
実
際
に

運
用
さ
れ
て
あ
る
程
度
の
道
筋
が
見
え
な
い
限
り
影
響

は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
に

「
第
一
の
矢
」
を
中
心
に
話
を
進
め
、
日
本
経
済
が
抱

え
る
問
題
に
つ
い
て
話
し
て
行
く
。

　
「
第
一
の
矢
」
は
金
融
政
策
の
レ
ジ
ー
ム
シ
フ
ト
に
よ

り
、
人
々
の
期
待
を
変
化
さ
せ
デ
フ
レ
期
待
か
ら
イ
ン
フ

レ
期
待
へ
の
変
換
を
も
た
ら
し
、
総
需
要
を
刺
激
し
景

気
を
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で

２
０
１
３
年
４
月
の
日
本
銀
行
の
発
表
が
特
に
重
要
で

あ
る
。
日
本
銀
行
は
既
に
２
％
の
イ
ン
フ
レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト

（
年
率
２
％
の
イ
ン
フ
レ
率
を
目
指
す
と
い
う
意
味
）
を

公
表
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
に
は
い
わ
ゆ
る
「
異
次
元
金

融
緩
和
政
策
」
を
発
表
し
た
。
簡
単
に
言
う
と
、
銀
行

な
ど
が
保
有
す
る
資
産
を
実
質
的
に
制
限
な
く
日
本
銀

行
が
購
入
し
、
２
年
間
で
２
％
の
目
標
を
達
成
す
る
と

い
う
強
い
決
意
を
示
し
た
。
具
体
的
に
は
、
２
年
間
で
マ

ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
を
２
倍
、
長
期
国
債
や
上
場
投
資
信

託
な
ど
の
資
産
の
買
入
れ
の
拡
大
、
日
本
銀
行
が
保
有

す
る
長
期
国
債
残
高
の
上
限
の
一
時
停
止
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
な
い
急
激
で
大
胆
な
政
策
転
換
で
あ
っ
た
。

　

米
国
の
経
済
学
者
の
最
近
の
【
研
究１

】
で
は
、
こ
の

金
融
政
策
に
よ
り
デ
フ
レ
期
待
が
イ
ン
フ
レ
期
待
に
変

化
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
消
費
税
の
駆
け
込
み

需
要
の
影
響
を
考
慮
し
て
も
、
２
０
１
３
年
の
経
済
成

長
の
大
部
分
は
「
第
一
の
矢
」
の
効
果
で
説
明
さ
れ
る

と
分
析
し
て
い
る
。
イ
ン
フ
レ
期
待
の
発
生
は
、「
名
目

利
子
率
が
ほ
ぼ
０
％
で
、
そ
れ
以
下
に
は
下
が
れ
な
い
」

と
い
う
状
況
の
も
と
で
も
、
実
質
利
子
率
を
減
少
さ
せ

る
。
こ
れ
は
利
子
率
に
反
応
し
や
す
い
支
出
を
増
加
さ

せ
総
需
要
を
刺
激
し
、
景
気
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
（
学
部
で
勉
強
し
た
マ
ク
ロ
経
済
学
を
思
い
出
そ
う
）。

こ
の
よ
う
な
効
果
を
期
待
し
て
「
第
一
の
矢
」
は
発
せ

ら
れ
た
が
、
２
０
１
４
年
の
初
頭
の
時
期
、
消
費
税
率

引
き
上
げ
以
前
で
さ
え
、
イ
ン
フ
レ
期
待
の
上
昇
は
十

分
と
は
い
え
な
い
と
い
う
意
見
が
多
く
あ
っ
た
。
上
述

の
研
究
に
よ
る
と
、
ど
う
や
ら
「
第
一
の
矢
」
の
２
０
１

４
年
始
め
ま
で
の
効
果
は
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
ク
ル
ー

グ
マ
ン
も
同
様
に
主
張
し
て
い
た
。
彼
は
増
税
以
前
に
、

「
日
本
銀
行
は
２
％
で
は
な
く
、
も
っ
と
高
め
の
イ
ン
フ

レ
率
を
目
標
と
し
て
掲
げ
る
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
し

て
い
た
。彼
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。仮
に
、

日
本
経
済
が
20
年
以
上
も
続
い
て
き
た
景
気
低
迷
期
を

脱
し
持
続
的
な
成
長
軌
道
に
戻
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
イ
ン
フ
レ
率
が
２
％
よ
り
高
い
と
す
る
。
こ
の
状
況

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
日
本
経
済
の

二
つ
の
課
題

岡
田 

敏
裕
　
教
授
（
マ
ク
ロ
経
済
学
）
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で
は
、
た
と
え
全
て
の
人
が
政
府
の
掲
げ
る
２
％
が
達

成
さ
れ
る
と
信
じ
期
待
イ
ン
フ
レ
率
が
２
％
に
上
昇
し

た
と
し
て
も
、
景
気
低
迷
期
を
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
従
っ
て
２
％
の
イ
ン
フ
レ
は
達
成
で
き
な
く
な
り

金
融
政
策
が
失
敗
に
お
わ
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
（
ク

ル
ー
グ
マ
ン
は
、
通
常
の
経
済
な
ら
２
％
程
度
が
妥
当

な
目
標
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
期
間
に
わ
た
り
潜
在
的

な
成
長
経
路
の
か
な
り
下
に
位
置
し
て
き
た
日
本
に

と
っ
て
は
２
％
の
イ
ン
フ
レ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
低
す
ぎ
る
だ

ろ
う
と
主
張
し
て
い
た
）。

　

２
０
１
４
年
終
わ
り
ご
ろ
の
第
２
弾
の
消
費
増
税
に

関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
増
税
に
反
対
し
た
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
は
こ
れ
に
関
連
し
た
主
張
を
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
（
必
ず
し
も
根
拠
が
明
確
な
も
の
ば
か
り
で
は
な

か
っ
た
が
）。
そ
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
増
税
に
よ
り
そ
れ
ま
で
の
勢
い
が
消
え
経
済
成
長

が
そ
れ
ほ
ど
達
成
で
き
ず
に
政
府
が
目
指
し
た
２
％
の

イ
ン
フ
レ
率
が
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
人
々
の
期
待
を

裏
切
る
こ
と
に
な
り
デ
フ
レ
期
待
が
再
度
生
ま
れ
て
し

ま
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
ど
の
よ
う
な
金
融

政
策
を
し
た
と
し
て
も
、
人
々
の
期
待
を
変
え
る
こ
と

は
容
易
で
な
く
な
り
、名
目
金
利
が
０
％
の
状
況
で
は
、

金
融
政
策
に
よ
り
総
需
要
を
喚
起
す
る
こ
と
が
飛
躍
的

に
難
し
く
な
る
。
非
常
に
高
い
公
的
債
務
比
率
に
よ
り

財
政
政
策
が
限
定
さ
れ
る
な
か
で
、
も
し
そ
の
よ
う
な

状
況
に
陥
る
と
、
需
要
を
喚
起
し
潜
在
的
な
成
長
経
路

に
経
済
を
引
き
戻
す
こ
と
が
出
来
ず
、
更
な
る
長
期
的

景
気
低
迷
に
日
本
経
済
が
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
第
２
弾
の
増
税
を
主
張
し
た
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
は
、
日
本
経
済
が
抱
え
る
別
の
深
刻
な
問
題
に
力

点
を
置
き
、
増
税
見
送
り
に
よ
る
２
０
１
０
年
の
ギ
リ

シ
ャ
債
務
危
機
の
よ
う
な
状
況
の
発
生
を
危
惧
し
て
い

た
。
現
在
で
は
日
本
政
府
の
抱
え
る
純
債
務
の
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
率
は
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ
に
近
く
、
主
要
国
中
で

は
圧
倒
的
に
悪
い
状
況
に
あ
る
。
増
税
先
送
り
に
よ
り

財
政
健
全
化
に
必
要
な
期
間
と
額
が
増
大
す
る
可
能
性

が
高
い
。
そ
し
て
、
増
税
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ
れ
ば

遅
れ
る
ほ
ど
、
日
銀
が
「
異
次
元
金
融
緩
和
政
策
」
を

将
来
終
え
よ
う
と
す
る
時
に
（
国
債
の
追
加
買
い
入
れ

を
停
止
す
る
時
に
）、
も
し
現
在
と
比
べ
て
も
非
常
に

高
い
債
務
比
率
で
あ
る
な
ら
ば
財
政
再
建
に
対
す
る
不

安
が
表
面
化
し
政
府
へ
の
信
用
が
失
わ
れ
、
国
債
価
格

の
暴
落
と
金
利
の
上
昇
を
生
じ
さ
せ
る
債
務
危
機
が
発

生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
の
中
に
は
、
増
税
先
送
り
に
よ
り
、
債
務
危
機
が
直

ち
に
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
主
張
す
る
人
さ
え
い

た
（
実
際
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
が
）。

　

第
２
弾
の
増
税
推
進
派
に
対
し
て
先
送
り
を
主
張
し

た
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
二
つ
の
点
で
ギ
リ
シ
ャ
と
異

な
っ
て
い
る
た
め
、
当
面
の
間
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な

い
限
り
政
府
へ
の
信
用
が
失
わ
れ
債
務
危
機
が
発
生
す

る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
と
の
相

違
点
の
一
つ
は
、
日
本
国
債
の
購
入
は
ほ
ぼ
日
本
国
民

が
行
っ
て
お
り
、
国
民
の
貯
蓄
額
か
ら
す
る
と
当
面
は

ま
だ
国
債
を
吸
収
で
き
る
余
力
が
あ
る
こ
と
。
２
点
目

は
、
日
本
は
自
国
通
貨
を
保
持
し
て
お
り
、
い
ざ
と
な

れ
ば
日
本
銀
行
が
す
べ
て
の
国
債
を
買
い
上
げ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
増
税
先
送
り
派
の
主
張
が
正
し
い
と

し
て
も
、
財
政
の
持
続
性
の
た
め
に
何
ら
か
の
根
本
的
な

政
策
を
で
き
る
だ
け
早
急
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
米
国
の
ア
ト
ラ
ン
タ
連
銀
の
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
ら
の
【
分
析２

】
に
よ
る
と
、
社
会
保
障
制
度
な

ど
の
制
度
を
現
水
準
で
維
持
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
前

提
条
件
に
よ
り
消
費
税
を
30
か
ら
50
％
程
度
に
近
い
将

来
引
き
上
げ
な
い
限
り
財
政
は
持
続
不
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
歳
出
削
減
を
行
っ
て
も
（
例
え
ば
、
高
齢
者

に
よ
る
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
の
30
％
へ
の
上
昇
）、

近
い
将
来
に
25
％
へ
の
引
き
上
げ
が
必
要
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
財
政
問
題
の
深
刻
度
が
分
か
る
だ

ろ
う
。

　

日
本
経
済
は
、
長
く
続
く
景
気
低
迷
と
深
刻
な
財
政

問
題
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
議
論
で
分
か
る
通
り
二
つ
は
密
接
に
関
連
し
て

お
り
、
増
税
政
策
の
進
捗
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
す
ぎ
る
と
、

「
第
一
の
矢
」
そ
し
て
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
そ
の
も
の
の
失
敗

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
経
済
に
致
命
的
な
傷

を
残
さ
ず
に
財
政
再
建
を
行
う
た
め
の
前
提
は
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
成
功
で
あ
る
が
、
増
税
政
策
の
進
捗
ス
ピ
ー

ド
の
遅
れ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
仮
に
成
功
し
て
も
そ
の
果

実
を
奪
う
と
と
も
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
日
本
経
済
に

深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
か
ね
な
い
。
今
後
の
日
本
経

済
は
、
需
要
を
刺
激
し
潜
在
成
長
経
路
に
経
済
を
乗
せ

る
こ
と
、
財
政
を
持
続
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
と
い

う
二
つ
の
目
標
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
立

は
簡
単
で
は
な
い
が
２
つ
と
も
追
い
求
め
る
必
要
が
あ

る
。
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アベノミクスを検証する
　

２
０
１
２
年
12
月
に
成
立
し
た
第
２
次
安
倍
政
権

は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
「
３
本
の
矢
」
を
掲
げ
て
、「
デ

フ
レ
か
ら
の
脱
却
」を
目
指
す
こ
と
を
宣
言
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
デ
フ
レ
脱
却
と
と
も
に
日
本
経
済
に
と
っ
て

最
重
要
課
題
は
財
政
再
建
で
す
。
も
ち
ろ
ん
デ
フ
レ
脱

却
に
成
功
す
れ
ば
税
収
の
増
加
を
通
じ
て
財
政
再
建
に

プ
ラ
ス
の
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

の
中
に
は
財
政
再
建
に
と
っ
て
心
配
材
料
も
含
ま
れ
ま

す
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
財
政
再
建
の
道
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の「
３
本
の
矢
」と
財
政
健
全
化
目
標

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
第
１
の
矢
は「
大
胆
な
金
融
政
策
」

で
す
。
大
規
模
の
金
融
緩
和
で
流
通
す
る
お
金
の
量
を

増
や
し
て
デ
フ
レ
マ
イ
ン
ド
を
払
拭
す
る
こ
と
が
ね
ら

い
で
す
。
第
２
の
矢
は
、「
機
動
的
な
財
政
政
策
」で
す
。

約
10
兆
円
規
模
の
経
済
対
策
予
算
に
よ
っ
て
、
政
府
が

需
要
創
出
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。
第
３
の
矢
は
、

「
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
」
で
す
。
規
制
緩

和
の
推
進
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
Ｉ
Ｔ
政
策
の
立
て
直

し
、
産
業
の
新
陳
代
謝
の
円
滑
化
等
に
よ
っ
て
企
業
・

産
業
の
競
争
力
強
化
が
ね
ら
い
で
す
。

　

一
方
、
財
政
再
建
の
目
標
は
、
①
２
０
１
５
年
に
２

０
１
０
年
と
比
べ
て
国
・
地
方
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政

収
支
の
赤
字
を
半
減
す
る
、
②
２
０
２
０
年
度
ま
で
に

国
・
地
方
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
を
黒
字
化
す

る
、
③
そ
の
後
は
政
府
債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
安
定

的
に
引
き
下
げ
る
、と
い
う
３
段
階
に
な
っ
て
い
ま
す
。

基
礎
的
財
政
収
支（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）と
は
、

税
収
等
と
、
国
債
費
（
国
債
の
元
本
返
済
や
利
子
の
支

払
い
に
あ
て
ら
れ
る
費
用
）
を
除
く
歳
出
と
の
収
支
の

こ
と
で
、
そ
の
時
点
で
必
要
と
さ
れ
る
政
策
的
経
費
を

そ
の
時
点
の
税
収
等
で
ど
れ
だ
け
賄
え
て
い
る
か
を
示

し
て
い
ま
す
。
①
の
目
標
に
つ
い
て
は
何
と
か
達
成
で

き
そ
う
で
す
が
、
②
の
目
標
に
つ
い
て
は
達
成
困
難
と

思
わ
れ
ま
す
。
政
府
自
身
の
試
算
で
も
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

３
％
成
長
と
い
う
楽
観
的
な
デ
フ
レ
脱
却
シ
ナ
リ
オ

（
し
か
も
消
費
税
が
当
初
の
予
定
通
り
２
０
１
５
年
10

月
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
想
定
）
の
も
と
で

２
０
２
０
年
に
お
い
て
基
礎
的
財
政
収
支
は
11
兆
円

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
１
・
９
％
）
の
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
型
公
共
投
資

　

財
政
再
建
の
観
点
か
ら
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
大
き
な
影

響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い

て
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
第
１
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
「
第

２
の
矢
」
に
よ
る
大
規
模
な
経
済
対
策
予
算
に
よ
っ
て

公
共
事
業
を
中
心
に
歳
出
拡
大
を
行
っ
た
こ
と
で
す
。

実
際
、
２
０
１
３
年
度
の
実
質
公
共
投
資
（
公
的
固
定

資
本
形
成
）
は
前
年
比
10
・
１
％
の
大
幅
増
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
２
０
１
３
年
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

率
２
・
１
％
の
う
ち
、
０
・
５
％
分
が
公
共
投
資
に
よ

る
も
の
で
景
気
を
下
支
え
し
ま
し
た
。
し
か
し
財
源
は

国
債
発
行
に
頼
り
２
０
１
３
年
度
の
公
債
依
存
度
は

46
・
３
％
に
、
同
年
度
末
の
国
債
残
高
は
約
７
４
４
兆

円
に
達
し
、
前
年
度
と
比
べ
て
約
40
兆
円
も
膨
ら
み
、

財
政
は
再
建
軌
道
を
さ
ら
に
離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
た
、
公
共
投
資
の
本
来
の
役
割
は
社
会
的
に
見
て
有

益
な
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
下
の
公
共
投
資
も
新
た
に
「
国
土

強
靱
化
」
を
基
本
理
念
と
し
て
い
ま
す
が
、
公
共
事
業

関
係
予
算
の
主
要
項
目
の
構
成
比
を
見
る
限
り
以
下
の

通
り
10
年
前
と
あ
ま
り
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
０
０
４
年
度
２
０
１
４
年
度

治
山
・
治
水

15
％

↓
14
％

道
路

23
％

↓
22
％

港
湾
空
港
鉄
道
等

７
％

↓
７
％

農
林
水
産

11
％

↓
10
％

消
費
税
増
税
の
見
送
り

　

第
２
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
２
０
１
５
年
10
月
実
施
が
予

定
さ
れ
て
い
た
消
費
税
の
８
％
か
ら
10
％
へ
の
引
き
上

げ
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
２
０
１

４
年
12
月
に
米
国
の
格
付
け
会
社
の
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
が

日
本
国
債
の
格
付
け
を
最
高
位
か
ら
４
番
目
で
あ
る
Aa

３
か
ら
Ａ
１
に
一
段
階
引
き
下
げ
ま
し
た
（
こ
れ
は
中

国
や
韓
国
の
格
付
け
Aa
３
を
下
回
り
ま
す
）。
つ
ま
り
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
財
政
危
機

高
林
喜
久
生
　
教
授
（
財
政
学
）
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消
費
税
率
引
き
上
げ
の
延
期
は
財
政
再
建
の
先
送
り
と

取
ら
れ
財
政
破
綻
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
と
格
付
け
会

社
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
格
付

け
の
引
き
下
げ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
債
利
回
り
は
低

水
準
の
ま
ま
で
、
上
昇
の
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
格
下
げ
直
後
も
10
年
物
国
債
利
回
り
は
０
・
４
％
台

前
半
で
推
移
し
ま
し
た
）。
国
債
利
回
り
（
名
目
長
期

金
利
）
の
水
準
は
、
単
純
化
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
表

現
で
き
ま
す
。

　

国
債
利
回
り
＝
実
質
長
期
金
利
＋
期
待
イ
ン
フ
レ
率

＋
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム

　

つ
ま
り
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
が
拡
大
す
れ
ば
、
国
債

利
回
り
は
上
昇
す
る
は
ず
で
す
が
、
そ
う
は
な
ら
ず
、

消
費
増
税
の
先
送
り
に
よ
っ
て
市
場
の
判
断
す
る
リ
ス

ク
プ
レ
ミ
ア
ム
に
は
大
き
な
影
響
が
無
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

２
０
０
９
年
に
発
生
し
た
ギ
リ
シ
ャ
危
機
で
は
相
次

ぐ
格
下
げ
を
受
け
て
国
債
金
利
が
急
上
昇
し
ま
し
た

（
２
０
０
９
年
10
月
４
％
台
↓
８
％
台
後
半
）。
当
時
、

ギ
リ
シ
ャ
の
政
府
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
約
１
・

３
倍
程
度
で
し
た
。
現
在
の
日
本
の
政
府
債
務
残
高
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
約
２
・
０
倍
で
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
金
利
は
上
昇
せ
ず
財
政
破
綻

に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
日
本
は
ギ
リ
シ
ャ
の
よ

う
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
最
大
の
理
由
は
、
日

本
に
は
巨
額
の
家
計
金
融
資
産
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
２
０
１
４
年
３
月
末
時
点
で
約

１
６
３
０
兆
円
の
個
人
貯
蓄
残
高
が
あ
り
、
同
時
点
の

国
の
債
務
残
高
約
７
７
０
兆
円
に
地
方
債
約
２
０
０
兆

円
を
あ
わ
せ
た
約
９
７
０
兆
円
と
比
べ
て
も
ま
だ
余
裕

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
の
国
債
は
大
部
分
が
銀
行

や
生
損
保
な
ど
を
通
じ
て
国
内
で
消
化
さ
れ
、
安
定
的

に
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
２

０
１
４
年
３
月
末
で
国
債
の
海
外
保
有
割
合
は
約
８
・

４
％
）。
一
方
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
海
外
保
有
が
約
６

割
に
達
し
て
い
ま
す
（
２
０
１
３
年
12
月
で
約
58
％
）。

し
か
し
な
が
ら
膨
大
な
国
債
の
国
内
消
化
を
可
能
に
し

て
い
る
巨
額
の
家
計
金
融
資
産
残
高
も
少
子
高
齢
化
が

進
む
な
か
で
、
今
後
は
高
齢
者
層
が
生
活
の
た
め
に
取

り
崩
す
傾
向
が
避
け
ら
れ
ず
、
国
債
残
高
の
累
増
と
相

ま
っ
て
、余
裕
度
は
確
実
に
狭
ま
っ
て
行
く
で
し
ょ
う
。

法
人
税
率
引
き
下
げ

　

第
３
の
ポ
イ
ン
ト
は
、法
人
税
率
の
引
き
下
げ
で
す
。

安
倍
首
相
は
昨
年
６
月
に
法
人
税
の
実
効
税
率
に
つ
い

て
現
状
の
30
％
台
半
ば
か
ら
２
０
１
５
年
度
か
ら
数
年

間
で
20
％
台
へ
の
引
き
下
げ
を
目
指
す
と
表
明
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
「
第
３
の
矢
」
の
企
業
の
競

争
力
強
化
と
も
関
連
し
て
、
法
人
税
率
を
引
き
下
げ
る

こ
と
で
企
業
活
動
を
活
発
に
し
、
経
済
成
長
を
実
現
す

る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。
し
か
し
、
直
接
的
に
は
税
率

引
き
下
げ
に
よ
り
法
人
税
収
の
減
少
と
な
り
ま
す
。
政

府
の
試
算
で
は
、
税
率
の
１
％
引
下
げ
で
約
４
７
０
０

億
円
の
減
収
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
は
30
％

台
半
ば
で
す
か
ら
20
％
台
に
す
る
（
30
％
を
割
る
）
に

は
、
５
％
の
引
下
げ
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
単
純
計

算
す
る
と
２
兆
３
５
０
０
億
円
の
減
収
と
な
り
ま
す
。

２
・
５
％
分
の
減
税
財
源
は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
で

カ
バ
ー
す
る
形
で
決
着
し
ま
し
た
が
、
残
り
の
財
源
に

つ
い
て
は
確
保
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
法
人
税
減
税
に
よ

り
企
業
活
動
が
活
発
に
な
り
、
経
済
が
成
長
す
れ
ば
、

結
果
と
し
て
税
収
が
増
大
す
る
こ
と
も
見
込
め
ま
す

が
、
そ
の
効
果
は
中
長
期
的
に
期
待
で
き
る
も
の
で

し
ょ
う
。

財
政
再
建
は
絶
対
に
は
ず
せ
な
い

　

財
政
が
破
綻
す
る
と
言
っ
て
も
あ
ま
り
ピ
ン
と
来
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
な
れ
ば
経
済
が
大
混
乱

に
陥
り
、
私
た
ち
の
生
活
も
破
綻
し
ま
す
。
国
債
の
価

格
が
暴
落
し
（
国
債
利
回
り
が
急
騰
し
）
国
債
の
発
行

が
困
難
に
な
り
、
満
期
を
迎
え
る
国
債
の
借
り
換
え
も

立
ち
行
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
予
算
を
強
制

的
に
黒
字
に
な
る
よ
う
に
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
急
激
で
大
規
模
な
増
税
と
歳
出

削
減
が
不
可
避
で
す
。
財
源
捻
出
の
た
め
国
有
資
産
の

売
却
に
も
迫
ら
れ
ま
す
（
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で

す
と
ほ
と
ん
ど
投
げ
売
り
状
態
で
し
ょ
う
）。
大
量
の

国
債
を
資
産
と
し
て
保
有
し
て
い
る
銀
行
や
保
険
会
社

も
経
営
破
綻
に
直
面
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
を
揺
る

が
す
金
融
危
機
が
発
生
す
る
で
し
ょ
う
。
破
綻
す
る
企

業
も
続
出
し
、
先
が
読
め
な
く
な
っ
て
設
備
投
資
ど
こ

ろ
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
雇
用
も
守
ら

れ
ず
、
失
業
者
も
急
増
し
、
社
会
不
安
も
発
生
す
る
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
財
政
再
建

は
絶
対
に
は
ず
せ
ま
せ
ん
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
機
能
し
て
デ
フ
レ
脱
却
に
成
功
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
財
政
再
建
は
で
き
ま
せ
ん
。
本

稿
で
取
り
上
げ
た
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
も
財
政
再
建
を
遅

ら
せ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。
低
金
利
の
う
ち

に
（
市
場
が
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
は
大
き
く
な
い
と
見

て
い
る
う
ち
に
）、
増
税
と
歳
出
削
減
と
い
う
財
政
再

建
の
道
の
り
を
着
実
に
進
む
こ
と
が
重
要
で
す
。
増
税

に
つ
い
て
は
、消
費
税
増
税
が
や
は
り
有
力
で
す（
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
の
20
〜
25
％
と
比
べ
れ
ば
ま
だ
日
本
は
余

裕
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。
歳
出
削
減
に

つ
い
て
は
、
最
大
項
目
の
社
会
保
障
支
出
を
抑
制
せ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
「
第
２
の
矢
」
は

「
機
動
的
な

4

4

4

4

財
政
政
策
」
で
「
積
極
的
な

4

4

4

4

財
政
政
策
」

と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
機
動
的
」
に
財
政
再
建
軌

道
に
戻
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

参
考
資
料

財
務
省
『
日
本
の
財
政
関
係
資
料
』（
平
成
26
年
10
月
）http://w

w
w
.

m
of.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/

sy
014_26_10.pdf
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アベノミクスを検証する

標
準
的
な
の
に
非
標
準
的

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
三
本
の
矢
は
、
標
準
的
な
経
済
学

の
教
科
書
に
出
て
く
る
三
つ
の
政
策
に
相
当
す
る
。
す

な
わ
ち
、
財
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
面
に
働
き
か
け
る
金
融

政
策
と
財
政
政
策
と
い
う
二
つ
の
政
策
と
、
財
サ
ー
ビ

ス
を
生
産
し
て
供
給
す
る
企
業
活
動
に
働
き
か
け
る
産

業
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
の
矢
で
あ
る
金
融
政

策
の
内
容
は
「
異
次
元
緩
和
」
と
い
う
名
前
の
通
り
、

標
準
的
な
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

異
次
元
緩
和
の
主
な
内
容
は
、
日
本
銀
行
が
２
年
で

２
％
の
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
す
た
め
に
、
大
量
の
国
債
を

購
入
し
て
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
を
２
倍
に
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
は
、
経
済
に
流
通

し
て
い
る
現
金
と
金
融
機
関
が
日
本
銀
行
に
保
有
し
て

い
る
預
金
（
日
本
銀
行
当
座
預
金
）
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。現
金
は
主
に
日
本
銀
行
が
発
行
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
日
本
銀
行
が
広
く
経
済
に
供
給
し
て
い
る
マ

ネ
ー
と
言
え
る
。
日
本
銀
行
当
座
預
金
は
、
日
本
銀
行

が
金
融
機
関
に
マ
ネ
ー
を
供
給
す
る
と
き
に
こ
の
預
金

口
座
に
資
金
を
振
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の

で
、
日
本
銀
行
が
金
融
機
関
に
供
給
し
て
い
る
マ
ネ
ー

と
言
え
る
。
こ
れ
ら
日
本
銀
行
が
供
給
し
て
い
る
マ

ネ
ー
の
総
額
が
、
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
と
な
る
。

　

日
本
銀
行
が
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
を
増
や
す
こ
と
自

体
は
、標
準
的
な
金
融
政
策
で
も
行
わ
れ
る
。た
だ
し
、

標
準
的
な
金
融
政
策
で
は
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
が
増
加

す
る
と
、
マ
ネ
ー
が
潤
沢
に
供
給
さ
れ
る
の
で
、
金
利

が
低
下
し
て
い
く
。
し
か
し
、
今
、
金
利
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ

で
あ
り
こ
れ
以
上
金
利
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
は
望
め
な

い
。金
利
が
ほ
と
ん
ど
低
下
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ど
ん
ど
ん
と
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
を
増
加
さ
せ
て
い

く
、
こ
れ
が
非
標
準
的
な
金
融
政
策
で
あ
る
。
は
た
し

て
、
金
利
低
下
を
伴
わ
な
い
マ
ネ
ー
供
給
の
増
加
は
、

経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ブ
タ
積
み
の
マ
ネ
ー

　

マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
は
、
異
次
元
緩
和
が
始
ま
る
前

の
２
０
１
３
年
３
月
に
１
４
０
兆
円
弱
だ
っ
た
の
が
１

４
年
８
月
に
は
２
４
０
兆
円
を
超
え
、
順
調
に
伸
び
て

き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
問
題

が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

グ
ラ
フ
を
見
て
い
た
だ
こ
う
。
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
の

う
ち
我
々
が
利
用
し
て
い
る
現
金
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
増

え
て
い
る
の
は
そ
れ
以
外
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

部
分
と
は
日
本
銀
行
当
座
預
金
で
、
こ
れ
は
所
要
準
備
、

超
過
準
備
、
そ
の
他
に
分
か
れ
て
い
る
。
所
要
準
備
は

銀
行
が
有
効
活
用
し
て
い
る
部
分
で
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ

ど
増
え
て
い
な
い
。
超
過
準
備
は
銀
行
が
有
効
活
用
せ

ず
に
マ
ネ
ー
を
日
本
銀
行
当
座
預
金
に
た
だ
積
み
上
げ

て
い
る
だ
け
の
部
分
で
、
こ
れ
の
み
が
大
き
く
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
グ
ラ
フ
か
ら
見
て
取
れ
る
。
異
次
元
緩
和
で

マ
ネ
ー
を
供
給
し
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
銀
行

当
座
預
金
に
ブ
タ
積
み
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ネ
ー
を
手
に
入
れ
て
も
銀
行
が
有
効
活
用
で
き
な

い
の
は
、
金
利
が
低
下
し
な
い
の
で
、
企
業
の
借
入
需

要
が
増
加
せ
ず
、
マ
ネ
ー
を
企
業
に
回
す
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
主
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

量
が
価
格
で
調
整
さ
れ
る
と
す
る
基
本
的
な
経
済
原
則

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
お
店
が
商
品
を
よ

ブ
タ
も
お
だ
て
り
ゃ
木
に
登
る

田
中
　
敦
　
教
授
（
金
融
論
）
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り
多
く
売
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
仕

入
れ
を
増
や
し
て
商
品
を
棚
に
積
み
上
げ
れ
ば
、
売
上

は
伸
び
る
で
あ
ろ
う
か
。
品
薄
の
人
気
商
品
な
ら
い
ざ

知
ら
ず
、
普
通
は
価
格
を
下
げ
な
け
れ
ば
売
れ
る
量
は

変
化
な
く
、
多
く
仕
入
れ
た
商
品
は
棚
に
ブ
タ
積
み
に

な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

期
待
こ
そ
は
す
べ
て
？

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
銀
行
も
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
っ
て

い
て
、別
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。そ
れ
は
、「
期
待（
予

想
）」
を
通
じ
た
効
果
で
あ
る
。
期
待
を
通
じ
た
金
融

政
策
効
果
は
複
数
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
異

次
元
緩
和
で
日
本
銀
行
が
強
調
す
る
イ
ン
フ
レ
期
待
を

通
じ
た
効
果
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

異
次
元
緩
和
が
成
功
し
て
、
将
来
、
景
気
が
良
く
な

り
イ
ン
フ
レ
に
な
る
と
み
ん
な
が
信
じ
た
と
し
よ
う
。

将
来
、
物
価
が
上
が
る
の
で
、
家
計
は
今
の
う
ち
に
購

入
で
き
る
も
の
は
購
入
し
よ
う
と
し
て
現
在
の
消
費
を

増
や
す
。
企
業
も
将
来
は
自
社
製
品
価
格
が
上
が
っ
て

儲
か
る
は
ず
な
の
で
、
今
の
う
ち
に
借
入
を
し
て
投
資

（
機
械
設
備
な
ど
の
購
入
）
を
行
お
う
と
す
る
。
消
費

財
も
投
資
財
も
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
実
際
に
景
気

が
好
転
し
て
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

経
済
に
お
い
て
、
期
待
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
「
将
来
に
起
こ
る
こ
と

を
現
在
期
待
す
る
」
こ
と
を
考
え
る
が
、
先
ほ
ど
の
議
論

で
は
そ
の
前
に
一
言
付
け
加
え
て
「
現
在
の
期
待
に
よ
っ
て

将
来
に
起
こ
る
こ
と
を
現
在
期
待
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
今
、
信
じ
て
そ
の
気
に
な
る
こ
と
が
す
べ
て
の

出
発
点
で
、
ま
さ
に
「
信
じ
る
者
は
救
わ
れ
る
」
あ
る
い

は「
ブ
タ
も
お
だ
て
り
ゃ
木
に
登
る
」と
す
る
議
論
で
あ
る
。

ブ
タ
が
背
負
う
リ
ス
ク

　

誰
に
お
だ
て
ら
れ
よ
う
が
、
木
に
登
っ
て
し
ま
え
ば

目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
、
そ
れ
で
よ
い

よ
う
に
思
え
る
。
事
実
、「
現
在
の
期
待
に
よ
っ
て
将

来
に
起
こ
る
こ
と
を
現
在
期
待
」
し
て
、
そ
れ
が
実
現

す
る
こ
と
は
「
自
己
実
現
的
期
待
」
と
呼
ば
れ
、
株
式

市
場
な
ど
で
そ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
こ
と
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
経
済
全
体
に
つ
い
て
も
似

た
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
太
陽
黒
点
均
衡
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
太
陽
黒
点
の
動
き
が
地
球
上
の
経
済
に

影
響
を
与
え
な
い
と
し
て
も
、
影
響
を
与
え
る
と
経
済

主
体
が
信
じ
れ
ば
、
太
陽
黒
点
に
合
わ
せ
た
均
衡
が
存

在
す
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
理
論
で
は

太
陽
黒
点
均
衡
は
無
数
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
理
想

的
な
経
済
状
態
と
な
る
均
衡
点
に
向
か
う
と
は
必
ず
し

も
言
え
な
い
。

　

ブ
タ
は
木
に
登
れ
る
と
信
じ
て
登
り
だ
し
、
途
中
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
降
り
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ

た
ら
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
景
気
が
回

復
し
て
２
％
イ
ン
フ
レ
が
実
現
す
る
と
信
じ
て
、
今
、

多
額
の
消
費
を
し
た
家
計
、
多
額
の
投
資
を
し
た
企
業

は
、
期
待
が
実
現
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
結
果
的
に
、
過
大
な
消
費
・
投
資
で
苦
し
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
ブ
タ
も
家
計
も
企
業
も
期
待
に
基

づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
、
そ
う
い
う
リ
ス
ク
を
負
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
景
気
は
回
復
し
て
い
る
？

　

そ
う
は
言
う
も
の
の
、
株
価
は
上
昇
し
円
は
安
く

な
っ
た
。
景
気
も
物
価
も
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
以
前
よ
り

上
向
き
の
よ
う
に
思
え
る
。
で
も
一
方
で
、
日
本
経
済

の
回
復
は
２
０
１
２
年
夏
頃
か
ら
予
測
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
も
あ
る
し
、
第
二
の
矢
で
あ
る
財
政
政
策
で
は
将

来
世
代
の
借
金
を
増
や
す
こ
と
で
景
気
を
刺
激
し
て
い

る
面
も
見
逃
せ
な
い
。
第
一
の
矢
は
、
こ
の
膨
大
な
借

金
を
日
本
銀
行
が
国
債
大
量
購
入
で
支
え
て
い
る
だ
け

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

第
一
の
矢
の
効
果
に
つ
い
て
議
論
は
あ
る
も
の
の
、

第
一
と
第
二
の
矢
で
あ
る
需
要
面
に
働
き
か
け
る
金
融

政
策
・
財
政
政
策
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の

人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
は
り
、
企
業
や
そ
の

中
で
働
く
人
々
が
活
発
に
生
産
活
動
で
き
る
よ
う
に
、

供
給
面
に
働
き
か
け
る
第
三
の
矢
が
今
後
の
日
本
経
済

に
と
っ
て
重
要
な
政
策
と
な
ろ
う
。

マタナリーベースの内訳

　注） 所要準備と超過準備は準備積み期間の平均残高なので、現金やマネタリー
ベース総額の月平均残高と平均する期間がずれている。それによる誤差
は、「その他」に算入した。

出所）日本銀行ホームページ掲載のデータより作成。
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アベノミクスを検証する
　

安
倍
政
権
の
経
済
政
策
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
よ
ば

れ
、
大
き
く
三
つ
の
「
矢
」
な
い
し
政
策
か
ら
な
る
。

最
初
は
第
一
の
矢
と
し
て
デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
の
金
融

政
策
、
第
二
の
矢
と
し
て
財
政
政
策
、
そ
し
て
第
三
の

矢
の
成
長
戦
略
な
い
し
再
興
戦
略
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

最
後
の
成
長
戦
略
を
取
り
上
げ
、
そ
の
政
策
が
提
起
す

る
課
題
を
議
論
し
よ
う
。

　

成
長
戦
略
は
主
に
日
本
産
業
・
企
業
の
国
際
競
争
力

の
再
興
を
掲
げ
、
産
業
、
企
業
の
競
争
力
に
関
わ
る
政

策
で
あ
る
。
経
済
学
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ミ
ク
ロ
経

済
政
策
に
該
当
す
る
も
の
が
多
く
、
市
場
経
済
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
、
企
業
の
行
動
や
政
府
の
役
割
な
ど
を
議
論
す

る
、ミ
ク
ロ
経
済
学
、そ
の
応
用
分
野
の
産
業
組
織
論
、

産
業
構
造
論
（
地
域
経
済
論
、
中
小
企
業
論
な
ど
を
含

め
て
）
な
ど
と
密
接
に
関
わ
る
。
成
長
戦
略
は
日
本
経

済
に
お
け
る
市
場
と
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
問
題
を
提

起
し
て
い
る
。

１
． 

競
争
と
競
争
力 

│
競
争
・
競
争
政
策
の
重
要
性
│

　

ま
ず
、
成
長
戦
略
を
議
論
す
る
前
に
、
市
場
経
済
に

お
け
る
競
争
と
企
業
競
争
力
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｍ
．

ポ
ー
タ
ー
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
）
の
競
争
力
の
議
論
を
通

し
て
整
理
・
考
察
し
よ
う
。

　

ポ
ー
タ
ー
は
、
市
場
経
済
で
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
領
域

と
マ
ク
ロ
経
済
領
域
か
ら
な
り
、
安
定
的
な
政
治
的
、

社
会
的
、
法
的
環
境
お
よ
び
健
全
な
マ
ク
ロ
経
済
的
環

境
が
重
要
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
富
を
作
り
出
す
の

は
企
業
・
産
業
の
ミ
ク
ロ
経
済
領
域
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
関
係
を
示
す
。
す
な
わ

ち
、
国
の
競
争
力
を
と
ら
え
る
国
の
一
人
当
た
りGD

P

は
当
該
国
の
ミ
ク
ロ
経
済
的
競
争
力
の
指
数
（
独
自
に

算
出
）
に
対
し
て
〝
逓
増
的
な
率
〞
で
上
昇
す
る
関
係

が
見
ら
れ
る
。こ
の
場
合
、ミ
ク
ロ
経
済
的
競
争
力
は
、

ミ
ク
ロ
経
済
的
環
境
、
す
な
わ
ち
企
業
の
競
争
的
、
革

新
的
行
動
な
ら
び
に
政
府
の
競
争
政
策
の
執
行
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
の

活
発
な
競
争
と
革
新
お
よ
び
そ
れ
ら
を
支
え
る
十
分
な

競
争
政
策
が
あ
る
国
ほ
ど
国
の
競
争
力
が
大
き
い
。
ま

た
、
産
業
レ
ベ
ル
で
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
（
日
本

産
業
の
輸
出
が
世
界
総
輸
出
に
占
め
る
比
率
）
と
競
争

の
程
度
（
産
業
内
の
主
要
企
業
の
シ
ェ
ア
変
動
）
の
間

に
正
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。

　

以
上
の
結
果
に
従
え
ば
、
各
市
場
に
お
け
る
競
争
的

な
市
場
構
造
・
行
動
や
十
分
な
競
争
政
策
の
執
行
が
ミ

ク
ロ
経
済
的
競
争
力
の
強
化
に
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ

は
産
業
組
織
論
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
主
張
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

２
．
成
長
戦
略
│
市
場
と
政
府
の
役
割
│

　

成
長
戦
略
は
２
０
１
３
年
６
月
に
出
さ
れ
、
そ
し
て

２
０
１
４
年
６
月
に
そ
の
改
訂
版
「
日
本
再
興
戦
略
」

と
し
て
出
さ
れ
、
経
済
発
展
・
成
長
の
基
盤
的
要
因
や

具
体
的
な
ミ
ク
ロ
経
済
政
策
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
内

容
を
含
む
。
前
者
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
最
近
話
題
に

な
っ
た
「
ス
ー
パ
ー
・
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ユ
ニ
バ
ー
シ

テ
ィ
」プ
ロ
グ
ラ
ム
も
再
興
戦
略
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
別
に
し
て
、
経
済
発
展
・
成
長
に
お
け
る

教
育
・
研
究
の
役
割
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
評
価

さ
れ
て
よ
い
。
経
済
学
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
科
学
技

術
や
教
育
は
経
済
成
長
の
基
盤
的
要
因
で
あ
る
こ
と
、

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
・
成
長
戦
略
を
考
え
る

─
ミ
ク
ロ
経
済
政
策
と
経
済
学
─土井　

教
之
　
教
授
（
産
業
組
織
論
）



Econo Forum 21 ／ No.21

特集

11

そ
し
て
ま
た
米
国
で
は
、
経
済
停
滞
が
起
こ
る
と
い
つ

も
科
学
技
術
政
策
と
教
育
の
改
革
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ

を
通
し
て
乗
り
越
え
て
き
た
と
い
う
事
例
を
考
慮
す
れ

ば
、
そ
う
し
た
改
革
の
重
要
性
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
科

学
技
術
政
策
の
あ
り
方
や
、
初
等
教
育
か
ら
高
等
教
育

段
階
ま
で
教
育
の
あ
り
方
を
考
え
る
好
機
で
あ
る
。

　

ま
た
、
成
長
戦
略
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
企
業
活
動
に
お

け
る
政
府
の
役
割
に
密
接
に
関
わ
る
政
策
が
提
案
・
実

施
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
特
に
注
目
す
る
の
は
こ
の
側

面
で
あ
る
。
上
記
の
ポ
ー
タ
ー
の
議
論
に
絡
め
て
、
産

業
再
編
成
、
価
格
指
定
、
規
制
、
特
許
制
度
な
ど
、
い

く
つ
か
の
内
容
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
見
よ
う
。

　

ま
ず
、
産
業
構
造
（
産
業
間
構
造
）
を
成
熟
産
業
か

ら
成
長
産
業
に
円
滑
に
転
換
す
る
た
め
に
、
成
熟
・
衰

退
産
業
の
再
編
成
（
生
産
能
力
削
減
、
合
併
な
ど
）
を

政
府
主
導
で
推
進
し
、
そ
し
て
成
長
産
業
に
対
し
て
は

育
成
を
図
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
「
産
業
政
策
」
を
彷

彿
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
具
体
的
に
、
能
力
過
剰
が

指
摘
さ
れ
る
石
油
産
業
で
は
、
政
府
主
導
で
事
業
再
編

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
合
併
、
能
力
削
減
を

通
し
て
石
油
産
業
の
産
業
内
構
造
（
市
場
構
造
）
を
変

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
場
行
動
（
企
業
行
動
）
と
市
場

成
果
の
変
化
を
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
政
策
は
産
業
組
織
（
産
業
内
）
の
転
換
を
通
し

て
産
業
構
造（
産
業
間
）の
転
換
を
図
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
政
策
が
提
起
す
る
問
題
は
産
業
組
織
論
や
産
業
構

造
論
な
ど
で
議
論
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
政
策
は
、
上
記

の
ポ
ー
タ
ー
の
競
争
と
競
争
力
の
議
論
と
絡
め
る
と
、

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
市
場
経

済
で
は
、
企
業
の
自
立
的
な
意
思
決
定
・
戦
略
を
通
し

て
成
熟
・
衰
退
市
場
が
調
整
さ
れ
、
経
済
資
源
が
再
配

分
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
強
制
的
に
市
場
構
造
・
行

動
の
変
化
を
誘
導
す
る
こ
と
は
合
理
性
を
欠
く
か
も
し

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
①
企
業
規
模
の
拡
大
や
産
業
集

中
は
企
業
の
競
争
力
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
、
②
政
府

が
成
熟
・
衰
退
市
場
（
そ
し
て
ま
た
成
長
産
業
）
の
画

定
、
企
業
・
産
業
の
成
果
を
判
断
で
き
る
か
ど
う
か
、

な
ど
の
疑
問
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

政
府
が
企
業
競
争
力
の
強
化
・
再
興
を
図
る
産
業
政

策
に
つ
い
て
は
、
欧
米
を
含
め
て
大
き
な
議
論
と
な
っ

て
い
る
。
多
く
の
経
済
学
者
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
他

方
で
復
興
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
意
見
（
例
え
ば
Ｌ
Ｓ

Ｅ
のR.L. W

ade

）
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
政
策
の

合
理
性
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
現
行
の
独
占
禁
止
法
は
、
適
用
除
外
の
品

目
を
除
い
て
メ
ー
カ
ー
が
小
売
価
格
を
決
め
流
通
業
者

に
守
ら
せ
る
と
い
う
再
販
売
価
格
維
持
行
為
（
再
販
。

流
通
系
列
化
の
一
つ
）
を
禁
止
す
る
が
、
家
電
製
品
市

場
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
メ
ー
カ
ー
間
の
競
争
激
化
と

業
績
不
振
、
量
販
店
の
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
優
位
な
ど

を
受
け
て
、
経
産
省
は
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
価
格
指
定
を

容
認
す
る
方
向
が
打
ち
出
し
、
公
取
委
も
流
通
系
列
化

規
制
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
再
検
討
を
模
索
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
政
策
変
更
が
競
争
を
通
し
て
競
争
力
の
改
善

に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
、
注
目
さ
れ
る
。

　

第
三
に
、
政
府
は
規
制
緩
和
の
推
進
を
強
調
し
て
い

る
。
そ
の
象
徴
的
例
と
し
て
大
衆
薬
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
販
売
が
話
題
と
な
っ
た
。し
か
し
他
方
で
、タ
ク
シ
ー

料
金
の
よ
う
に
規
制
の
復
活
も
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
規
制
緩
和
や
再
規
制
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ

か
、
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
経
済
構
造

の
変
化
を
考
慮
し
て
政
府
規
制
の
あ
り
方
を
考
え
て
い

く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
特
許
法
の
改
正
が
行
わ
れ
る
。
改
正
前
で

は
、
会
社
の
設
備
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
社
員
発
明
は
社

員
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
が
、
改
正
後
は
、
米

国
と
同
様
に
、
社
員
発
明
は
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
さ
い
、
企
業
研
究
者
の
誘
因
を
維
持
す
る

た
め
に
、
社
員
発
明
の
報
償
制
度
の
充
実
も
強
調
さ
れ

て
い
る
。
企
業
の
競
争
力
は
研
究
開
発
・
革
新
に
大
き

く
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
企
業
間
競
争
の
な
か

で
の
特
許
の
帰
属
と
社
員
の
研
究
誘
因
の
関
係
が
注
目

さ
れ
る
。

　

以
上
、
成
長
戦
略
は
、
企
業
活
動
に
お
け
る
政
府
の

役
割
・
政
策
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
特
に
、
ポ
ー

タ
ー
の
議
論
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
成
長
戦
略
に
基

づ
く
各
種
政
策
は
活
発
な
企
業
間
競
争
を
誘
引
し
、
競

争
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
、
が
重
要
な
議
論

と
な
る
。
競
争
経
済
と
い
う
視
点
か
ら
、
成
長
戦
略
、

ミ
ク
ロ
経
済
政
策
の
評
価
を
行
う
こ
と
は
重
要
な
課
題

で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
他
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
育

成
な
ど
注
目
さ
れ
る
政
策
も
あ
る
。
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教
員
に
留
学
制
度
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
の
方

は
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
遠
い
外
国
で

何
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

留
学
先
で
は
最
先
端
の
研
究
に
触
れ
た
り
、

現
地
の
研
究
者
達
と
交
流
を
し
た
り
す
る
中

で
、
多
く
の
刺
激
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
遠
く

離
れ
た
異
国
に
行
き
、
国
内
で
は
得
ら
れ
な
い

情
報
や
意
見
に
触
れ
る
こ
と
で
、
国
内
の
こ
と

や
自
ら
の
研
究
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
よ
い
機

会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度
の
英
語
が

使
え
る
と
は
い
え
言
語
や
文
化
の
壁
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
留
学
先
で
は

教
員
も
挫
折
し
た
り
成
長
し
た
り
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
、帰
国
後
は
、留
学
で
学
ん
だ
こ
と
、

研
究
し
た
こ
と
を
教
育
現
場
で
活
か
す
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
昨
年
度
と
今
年
度
に
留
学
し
た
教

員
達
に
留
学
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
は
、
教
員
達
の
留
学
生
活
を
垣
間

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

（
編
集
担
当
：
西
村
智
）

留学先一覧
増永　俊一　教授 ノースカロライナ大学チャペルヒル校

2013年８月～ 2014年７月
市川　文彦　教授 EHESS（フランス共和国　国立社会科

学高等研究院）歴史研究センター
2014年４月～ 2015年３月

厳　　廷美　准教授 ソウル大学
2013年 10月～ 2014年３月

猪野　弘明　准教授 カリフォルニア大学サンディエゴ校
2012年９月～ 2014年８月

加藤　雅俊　准教授 カルフォルニア大学バークレー校
2012年４月～ 2014年３月

宮脇　幸治　准教授 オハイオ州立大学統計学部
2014年９月～ 2016年８月
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２
０
１
４
年
４
月
か
ら
一
年
間
に
わ
た
り
、
Ｅ
Ｈ
Ｅ

Ｓ
Ｓ
（
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
・
国
立
社
会
科
学
高
等
研
究

院
）
の
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー
（
在
パ
リ
）
を
拠
点
に
、

V
isiting Fellow

と
し
て
近
代
社
会
経
済
史
研
究
を
展

開
中
で
あ
る
。
こ
の
与
え
ら
れ
た
機
会
で
の
、
我
が
研

究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
内
陸
水
運
を
中
心
と
す
る
近
代
フ

ラ
ン
ス
交
通
シ
ス
テ
ム
整
備
過
程
の
実
証
研
究
。
受
入

教
官
パ
ト
リ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ン
ソ
ン
研
究
部
長
と
意

見
交
換
し
、
所
内
セ
ミ
ナ
ー
へ
参
加
し
つ
つ
、
水
都
パ

リ
が
蓄
積
し
て
き
た
膨
大
な
河
川
・
運
河
舟
運
史
料
を

検
索
す
る
た
め
に
、
パ
リ
市
役
所
内
の
パ
リ
市
行
政
図

書
館
へ
日
参
し
て
き
た
〈
写
真
①
〉。
そ
の
所
蔵
す
る

19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
舟
運
史
料
、
関
連
統
計
書
上
の
諸

デ
ー
タ
収
集
か
ら
解
明
し
た
の
は
、
近
代
鉄
道
網
拡
張

期
に
お
い
て
も
、
輸
送
経
路
、
輸
送
費
の
優
位
性
に
よ

り
既
存
の
フ
ラ
ン
ス
内
陸
水
運
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
衰
退

せ
ず
に
着
実
な
成
長
を
続
け
た
状
況
、
鉄
道
貨
物
と
の

連
絡
拠
点
設
定
に
よ
る
水
運
網
機
能
拡
充
化
を
通
じ
た

国
内
輸
送
体
系
革
新
で
あ
る
。
近
代
パ
リ
市
と
有
力
地

方
都
市
た
る
リ
ヨ
ン
市
へ
の
各
物
資
供
給
圏
の
拡
が
り

具
合
の
、
内
陸
水
運
シ
ス
テ
ム
上
の
展
開
を
現
地
に
て

実
証
的
に
検
討
し
た
論
文
（『
経
済
学
論
究
』
本
学
部

設
立
記
念
号
へ
掲
載
予
定
）
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
中
間

報
告
。
フ
ラ
ン
ス
一
国
の
近
代
交
通
体
系
発
展
を
吟
味

す
る
に
も
広
く
欧
州
、
世
界
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

の
地
球
規
模
で
の
関
係
性
に
位
置
付
け
る
べ
き
研
究
上

の
視
点
を
、
改
め
て
再
確
認
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
経
済
・
経
営
主
体
と

し
て
の
組
織
、
組
織
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
史
的
分
析
。

科
研
費
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
経
営
学

者
と
協
同
し
つ
つ
近
現
代
の
有
田
焼
産
地
の
発
達
過
程

を
史
的
事
例
に
し
て
、
有
力
中
小
企
業
に
よ
る
市
場
組

織
化
が
注
目
さ
れ
る
近
代
欧
州

等
の
経
験
を
も
視
野
に
入
れ
比

較
史
的
検
討
を
進
め
て
い
る
。

マ
ル
チ
・
セ
ク
タ
ー
・
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
と
い
う
視
点

か
ら
産
地
に
お
け
る
様
々
な
ア

ク
タ
ー
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
、
組
織
間
関
係
の
整
備
と
機

能
の
歴
史
分
析
に
よ
っ
て
、
各

産
地
間
の
力
関
係
、
産
地
の
特

質
形
成
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
今
年
度
７
月
に
は
ロ
ッ

テ
ル
ダ
ム
（
於
エ
ラ
ス
ム
ス
大

学
）
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
組
織

学
会
Ｅ
Ｇ
Ｏ
Ｓ
・
年
次
大
会
の
〈
企
業
家
群
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
築
・
ク
ラ
ス
タ
ー
〉
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
て
、
報

告
者
及
び
予
定
討
論
者
と
し
て
討
議
に
参
加
し
た
〈
写

真
②
〉。
目
下
パ
リ
に
て
次
の
ア
テ
ネ
大
会
２
０
１
５

等
へ
向
け
、
産
地
・
有
田
、
比
較
軸
と
し
て
の
近
代
フ

ラ
ン
ス
等
の
窯
業
諸
産
地
を
具
体
的
な
検
討
事
例
と
し

て
、
組
織
体
へ
の
様
々
な
歴
史
分
析
法
の
有
効
性
、
そ

の
解
析
結
果
の
含
意
を
も
問
う
て
い
く
共
同
研
究
報
告

の
準
備
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

〈写真①〉

〈写真②〉

パ
リ
か
ら
の
、
研
究
動
向
報
告

市
川 

文
彦
　
教
授
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今
回
の
在
外
研
究
の
テ
ー
マ
は
、
19
世
紀
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
発
展
の
経
緯
と
、
ツ
ー
リ
ズ

ム
が
同
時
代
の
文
学
や
絵
画
に
与
え
た
影
響
を
調
査
す

る
こ
と
で
し
た
。
観
光
は
時
間
の
ゆ
と
り
と
経
済
的
な

余
裕
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
人
々
の
可
処
分
所
得
が
増
え
観
光
が
ブ
ー
ム
と
な

り
始
め
る
の
は
19
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
す
が
、
主
要
な

観
光
地
は
ま
ず
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
北
部
の
ハ
ド
ソ
ン
川
流

域
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
同
地
に
お
け
る
最
初
期
の

観
光
地
はBallston Spa

とSaratoga Springs

で
し

た
が
、
そ
の
名
前
か
ら
分
か
る
通
り
い
ず
れ
も
温
泉
地

で
、
当
初
は
飲
泉
に
励
む
転
地
療
養
が
中
心
で
し
た
。

そ
の
後
観
光
地
は
さ
ら
に
北
部
に
展
開
し
、
エ
リ
ー
運

河
の
開
通
に
よ
っ
て
西
方
に
も
広
が
り
、
ア
メ
リ
カ
最

大
の
観
光
地
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
開

か
れ
ま
す
。
人
々
が
期
待
し
た
の
は
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
や
サ
ブ
ラ
イ
ム
と
い
う
美
学
の
概
念
で
表
現
さ
れ
る

「
大
自
然
」
に
触
れ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
人
々

は
そ
の
雄
大
な
自
然
に
ア
メ
リ
カ
の
国
家
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
当
時
の
ア

メ
リ
カ
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
文
化
的
な
引
け
目

を
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
広
大
な
国
土
は
誇
ら
し

く
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
は
国
家
の
潜
在
力
を
体
現
す
る
最
大

の
表
象
で
し
た
。

　

ハ
ド
ソ
ン
・
リ
バ
ー
派
と
呼
ば
れ
る
画
家
た
ち
は
こ

ぞ
っ
て
同
地
の
雄
大
な
自
然
を
描
き
、
作
家
た
ち
も
こ

の
一
帯
を
小
説
の
舞
台
と
し
て
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、

ツ
ー
リ
ズ
ム
は
単
な
る
余
暇
の
一
形
態
と
言
う
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
新
興
国
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
そ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
深
く
関
わ
る
、
絵
画
、
文
学

を
も
巻
き
込
ん
だ
一
大
文
化
現
象
だ
っ
た
の
で
す
。
文

学
で
言
え
ば
、
も
っ
と
も
端
的
な
例
は
Ｗ
・
ア
ー
ヴ
ィ

ン
グ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ

ン
ク
ル
」
で
し
ょ
う
。「
西
洋
版
浦
島
太
郎
」
と
も
呼

ば
れ
る
こ
の
物
語
は
、
ハ
ド
ソ
ン
渓
谷
に
広
が
る
キ
ャ

ツ
キ
ル
山
脈
を
舞
台
に
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
か
ら
ア

メ
リ
カ
の
独
立
へ
の
変
化
を
描
き
出
す
、
ア
メ
リ
カ
誕

生
の
寓
話
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
影
響
力
は
大
き
く
、

同
地
の
ホ
テ
ル
は
こ
の
物
語
を
宣
伝
材
料
と
し
て
利
用

し
、
架
空
の
話
で
あ
る
の
に
「
リ
ッ
プ
の
小
屋
」
と
い

う
建
物
ま
で
沿
道
に
設
え
、
観
光
客
の
想
像
力
を
大
い

に
刺
激
し
ま
し
た
。
一
方
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
は
、
有
名

観
光
地
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
人
々
の
興
味
を
引
き
付

け
、
売
上
げ
の
向
上
を
図
る
と
い
う
、
ま
さ
にW

in
-

W
in

の
関
係
性
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

添
付
の
写
真
はT

arry T
ow

n

（N
Y

）
に
あ
る
ア
ー

ヴ
ィ
ン
グ
の
か
つ
て
の
居
宅
で
、
調
査
旅
行
で
撮
影
し

た
も
の
で
す
。
前
に
は
ハ
ド
ソ
ン
川
が
広
が
り
、
人
々

は
帆
船
や
蒸
気
船
で
こ
こ
を
遡
上
し
て
、
観
光
地
に
赴

き
ま
し
た
。
写
真
で
は

架
線
し
か
写
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
ハ
ド
ソ
ン
川

と
屋
敷
と
の
間
に
は
今

も
鉄
道
が
あ
り
ま
す
。

当
時
は
蒸
気
機
関
車
が

こ
こ
を
走
っ
て
い
て
、

こ
れ
も
ハ
ド
ソ
ン
川
流

域
の
観
光
の
発
展
に
一

役
買
っ
た
の
で
す
。

ツ
ー
リ
ズ
ム
と

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

増
永 

俊
一
　
教
授
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私
は
２
０
１
２
年
の
秋
か
ら
２
０
１
４
年
の
夏
ま
で

の
２
年
間
、
ラ
ン
バ
ー
ス
留
学
の
制
度
を
利
用
し
て
、

米
国
西
海
岸
に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ
校
で
在
外
研
究
し
ま
し
た
。

　

米
国
で
２
年
間
滞
在
し
て
受
け
た
カ
ル
チ
ャ
ー
・

シ
ョ
ッ
ク
の
一
つ
、「
住
ん
で
１
年
目
の
家
賃
と
２
年

目
の
家
賃
が
異
な
り
ま
す
。」
私
の
見
聞
き
し
た
経
験

で
は
２
年
目
は
１
年
目
に
比
べ
て
１
０
０
ド
ル
以
上

（
１
万
円
以
上
）
の
家
賃
上
げ
が
あ
る
こ
と
も
珍
し
く

な
い
よ
う
で
す
。
一
旦
住
ん
で
し
ま
え
ば
家
賃
が
上

が
っ
て
も
断
り
に
く
く
な
る
の
で
、
２
年
目
の
家
賃
は

高
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
日
本
人
の
感
覚
と
し
て

は
、「
同
じ
部
屋
な
の
に
１
年
住
ん
で
住
人
が
慣
れ
た

の
を
い
い
こ
と
に
家
賃
を
上
げ
る
な
ん
て
考
え
ら
れ
な

い
」
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
は
そ

れ
ほ
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
済

学
で
は
別
の
時
間
や
状
況
で
の
消
費
は
厳
密
に
は
別
の

財
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
１
年
目
の
部
屋
と
慣
れ
親
し

ん
だ
後
の
２
年
目
の
部
屋
は
そ
も
そ
も
別
の
財
と
解
釈

で
き
る
の
で
、
別
の
価
格
が
付
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
不

自
然
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
る
部
屋

か
ら
別
の
部
屋
に
変
更
す
る
に
は
引
っ
越
し
な
ど
に
費

用
が
か
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
財
か
ら
別
の
財

に
消
費
を
移
動
す
る
と
き
に
か
か
る
費
用
を
ス
ウ
ィ
ッ

チ
ン
グ
・
コ
ス
ト
と
言
い
ま
す
。
こ
の
コ
ス
ト
が
重
要

な
と
き
に
売
り
手
が
１
年
目
を
安
く
２
年
目
を
高
く
価

格
設
定
す
る
の
は
、
ゲ
ー
ム
理
論
的
に
は
至
極
も
っ
と

も
な
戦
略
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
（
※
注
）。

　

米
国
に
滞
在
し
て
生
活
す
る
と
、
家
賃
の
例
の
よ
う

に
、
日
本
に
い
る
と
き
よ
り
も
ず
っ
と
直
接
的
に
「
社

会
を
経
済
学
的
で
解
釈
で
き
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
多

く
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会

が
経
済
学
的
だ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
逆
に

経
済
学
も
し
く
は
そ
の
教
育
体
系
が
米
国
社
会
を
説
明

す
る
の
に
非
常
に
適
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
た
め

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
米
国
の
経
済
学
者
が
自
分
た
ち

の
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
重
要
な
問
題
を
想
定

し
つ
つ
、
経
済
学
を
作
り
上
げ
る
努
力
を
し
て
き
た
結

果
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
、
米
国
は
現
在
で
は
経
済
学
の
本
場
で
す
。
日

本
に
い
る
と
き
は
「
本
場
で
は
こ
ん
な
研
究
が
先
端
で

流
行
っ
て
い
る
の
だ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
話
を
よ
く
聞

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
が
米
国
で

見
聞
き
し
た
こ
と
に
よ
る
意
見
で
す
が
、
実
際
に
現
地

の
研
究
者
た
ち
は
流
行
り
の
研
究
分
野
な
ど
を
そ
れ
ほ

ど
気
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
む
し
ろ
、

多
く
の
人
が
自
ら
の
重
要
だ
と
思
う
問
題
を
探
求
し
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
自
ら
の
領
域
を
創
り
発
信
す
る
こ
と
に

傾
注
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
在
外
研
究
で
私
は
逆
に
、
自
分
の
研
究
を
い
ま

ま
で
よ
り
も
っ
と
「
日
本
化
」
さ
せ
た
い
、
日
本
の
社

会
に
強
く
影
響
を
受
け
た
経
済
理
論
を
発
信
し
た
い
、

と
感
じ
始
め
ま
し
た
。

（
※
注
） 

ス
ウ
ィ
ッ
チ
ン
グ
・
コ
ス
ト
の
も
た
ら
す
価
格
戦
略
と
し

て
、
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
解
説
と
し
て
は
、
奥
野
『
ミ
ク

ロ
経
済
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
２
０
０
８
）
の
第
５
章
コ

ラ
ム
を
見
て
く
だ
さ
い
。

在
外
研
究
レ
ポ
ー
ト

猪
野 

弘
明　

准
教
授
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１
．
留
学
先
及
び
留
学
期
間
：
２
０
１
３
年
10
月
１
日

〜
２
０
１
４
年
３
月
25
日
、
韓
国
、
ソ
ウ
ル
大
学

２
．
留
学
中
の
研
究
内
容
：「
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ュ
ル
な

視
点
か
ら
の
韓
国
語
教
育
と
ハ
ン
グ
ル
文
字
の
普
及
の

現
状
」
を
研
究
課
題
に
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
研
究
所
に

て
半
年
間
研
究
活
動
を
行
っ
た
。
研
究
機
関
中
の
具
体

的
な
研
究
タ
ス
ク
は
、
①
現
在
の
韓
国
語
教
育
と
ハ
ン

グ
ル
文
字
の
普
及
の
現
状
に
つ
い
て
日
本
国
外
の
事
情

に
つ
い
て
調
べ
る
、
②
実
際
に
韓
国
語
教
育
が
行
わ
れ

て
い
る
地
域
で
の
そ
の
状
況
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
行

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

①
の
活
動
と
し
て
は
、
主
に
ソ
ウ
ル
大
学
主
催
の
研
究

会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
現

地
若
し
く
は
海
外
か
ら
の
研
究
者
と
研
究
交
流
を
行
っ

た
。
ま
た
、
海
外
（
タ
イ
、
バ
ン
コ
ク
）
の
関
連
学
会

に
も
出
席
し
、
現
在
の
研
究
の
ト
レ
ン
ド
に
つ
い
て
ふ

れ
つ
つ
、
研
究
交
流
を
行
う
な
ど
、
日
本
国
外
の
学
会

や
研
究
の
傾
向
に
つ
て
勉
強
す
る
機
会
を
持
っ
た
。

②
の
活
動
と
し
て
は
、
今
回
の
研
究
期
間
中
は
同
じ
言

語
圏
で
あ
り
、
韓
国
人
の
人
口
も
少
な
く
な
い
マ
レ
ー

シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
韓
国
語
教
育
の
現
状

に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
つ

い
て
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
行
き
、

マ
レ
ー
シ
ア
で
生
ま
れ
育
っ
た
韓
国
人
の
子
供
に
対
す

る
国
語
と
し
て
の
韓
国
語
教
育
の
実
態
と
現
地
の
人
々

に
対
す
る
外
国
語
と
し
て
の
韓
国
語
教
育
の
現
状
に
つ

い
て
フ
ィ
ル
ド
調
査
を
行
っ
た
。
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
つ
い
て
の
韓
国
語
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
２
０
１
４

年
６
月
４
日
経
済
学
部
研
究
会
に
て「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

チ
ア
チ
ア
族
に
お
け
る
韓
国
語
教
育
お
よ
び
ハ
ン
グ
ル

普
及
の
現
状
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
研
究
報
告
を
行
っ
た
。

３
．そ
の
他（
現
地
の
研
究
事
情
な
ど
）：
ソ
ウ
ル
大
学
、

奎
章
閣
研
究
所
で
は
毎
週
の
よ
う
に
研
究
会
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
、
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ

前
回
出
席
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
も
、
文
学
、
言
語
、

芸
術
、
建
築
、
映
画
、
文
献
学
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ

て
お
り
、
そ
れ
ま
で
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
分
野
で
も

自
分
の
研
究
と
何
ら
か
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
世

界
中
か
ら
韓
国
学
（
及
び
国
語
学
）
の
研
究
者
が
研
究

活
動
の
た
め
滞
在
し
て
お
り
、
世
界
の
韓
国
学
の
現
状

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
「
著
者
特
講
」
と

題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
大
変
興
味
深
か
っ
た
。
世
界

か
ら
の
優
秀
な
研
究
者
を
招
き
、
著
書
に
つ
い
て
議
論

を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
内
容
や
仕
方
が

自
由
で
生
き
生
き
と
し
た
研
究
者
同
士
の
斬
新
な
バ
ト

ル
で
あ
っ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
研
究
面

だ
け
で
は
な
く
、
ソ
ウ
ル
大
学
の
研
究
者
へ
の
暖
か
い

待
遇
は
、
ソ
ウ
ル
の
滞
在
を
楽
し
い
も
の
に
す
る
の
に

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
パ
ー

テ
ィ
、
山
登
り
、
遺
跡
地
探
訪
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
開

か
れ
て
お
り
、
研
究
者
同
士
の
個
人
的
な
付
き
合
い
の

機
会
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
有
意
義
な

時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

在
外
研
究
レ
ポ
ー
ト

厳
　
廷
美
　
准
教
授
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私
は
、
２
０
１
２
年
４
月
か
ら
２
０
１
４
年
３
月
ま

で
２
年
間
、
ラ
ン
バ
ス
留
学
の
制
度
を
利
用
し
て
在
外

研
究
を
行
い
ま
し
た
。
２
０
１
３
年
12
月
ま
で
は
、
ア

メ
リ
カ
・
西
海
岸
に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー

ク
レ
ー
校
（
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
）、
そ
れ
以
降
は
イ
タ

リ
ア
北
西
部
の
ミ
ラ
ノ
に
あ
る
ボ
ッ
コ
ー
ニ
大
学
に
滞

在
し
ま
し
た
。こ
の
留
学
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
は「
ア

ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
産
業
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
関

す
る
実
証
研
究
」
で
、
主
に
、
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
企
業
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
新
規
企
業
の
生
存
・
退
出

お
よ
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
実
証

的
に
研
究
し
ま
し
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が

ら
当
該
分
野
の
研
究
者
が
限
ら
れ
て
お
り
、
欧
米
に
比

べ
る
と
研
究
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
滞
在
先
で

は
、
こ
の
分
野
で
多
く
の
研
究
者
が
揃
っ
て
お
り
、
頻

繁
に
開
催
さ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
最
先
端
の
研

究
報
告
を
聞
い
た
り
、
大
学
の
講
義
に
出
席
し
て
勉
強

し
た
り
、
新
た
な
共
同
研
究
を
開
始
し
た
り
、
充
実
し

た
研
究
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
２
年
間
の
研
究
滞
在
で
特
に
印
象
に

残
っ
て
い
る
こ
と
を
何
点
か
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
の
研
究
滞
在
中
に
ま
ず
何
よ
り
感
じ
た
こ
と

は
、
欧
米
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
大
学
に
在
籍
す
る
研
究

者
は
研
究
成
果
の
発
信
に
対
す
る
意
識
が
非
常
に
高
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
研
究

者
は
日
々
研
究
活
動
を
行
い
、
そ
の
研
究
成
果
を
対
外

的
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は

論
文
を
査
読
付
き
国
際
学
術
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
こ
そ

が
研
究
者
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
す
。
幸
い
に
も
こ
う

い
っ
た
意
識
を
持
つ
同
じ
分
野
の
同
年
代
の
研
究
者
と

日
頃
か
ら
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
刺
激
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
当
該
分
野
で
評
価
の
高
い
学
術
誌
に

い
か
に
論
文
を
掲
載
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
私
自
身
も

学
生
時
代
か
ら
常
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
滞

在
先
の
研
究
者
と
の
議
論
も
こ
の
点
を
強
く
意
識
し
て

活
発
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
大
変
有
意
義
で

あ
っ
た
。

　

も
う
一
点
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
大
学
の
講
義

に
お
け
る
学
生
の
姿
勢
や
勉
学
に
対
す
る
意
識
に
つ
い

て
で
す
。
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
で
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
講
義
（
学
部
・
大
学
院
）
に
出
席
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
講
義
に
お
け

る
学
生
の
積
極
的
な
姿
勢
で
す
。
受
講
者
の
多
く
は
疑

問
点
が
あ
る
と
き
や
よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
時
は
、
挙

手
を
し
て
担
当
教
員
に
質
問
を
ぶ
つ
け
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
教
員
も
学
生
に
対
し
て
た
び
た
び
問
い
か
け
て

意
見
を
求
め
て
い
ま
し
た
。日
本
の
大
学
の
講
義
で
は
、

多
く
の
場
合
は
、
履
修
者
の
数
が
多
く
大
教
室
で
行
わ

れ
る
こ
と
も
多
く
、
双
方
向
の
議
論
が
で
き
て
い
な
い

状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
無
論
、
講
義
の
特
性
に
よ
っ
て

は
双
方
向
の
議
論
が
不
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
経

済
学
の
応
用
分
野
に
お
い
て
は
学
生
に
考
え
さ
せ
て

じ
っ
く
り
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
教
員
と
し
て
色
々
と
考
え
さ
せ

ら
れ
、
今
後
の
私
自
身
の
講
義
の
参
考
に
も
な
り
ま
し

た
。

　

最
後
に
、
２
年
間
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
在
外
研

究
を
許
可
し
て
く
れ
た
本
学
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、

ま
た
こ
の
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
れ
ば
と
願
っ
て
止
ま

な
い
。

ラ
ン
バ
ス
留
学
レ
ポ
ー
ト加

藤 

雅
俊
　
准
教
授
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私
は
２
０
１
４
年
９
月
か
ら
２
０
１
６
年
８
月
ま
で

オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
統
計
学
部
に
留
学
し
て
い
ま
す
。

こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
私
の
留
学
先
で
あ
る
オ
ハ
イ
オ

州
、
ま
た
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
と
そ
の
統
計
学
部
に
つ

い
て
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
オ
ハ
イ
オ
州
は
、
日
本
で
は
あ
ま

り
馴
染
み
が
な
い
州
だ
と
思
い
ま
す
。
地
理
的
に
は
、

五
大
湖
の
一
つ
エ
リ
ー
湖
の
南
岸
に
接
す
る
州
で
あ

り
、
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
か
ら
飛
行
機
で
約
一
時
間
半

程
度
東
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
様
々
な
人

種
が
織
り
な
す
文
化
が
特
徴
的
で
す
が
、
そ
の
中
で
も

オ
ハ
イ
オ
州
は
典
型
的
な
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
調
査
を
行
う
際

も
、
オ
ハ
イ
オ
州
で
行
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

オ
ハ
イ
オ
州
に
は
い
く
つ
か
大
学
が
あ
り
ま
す
が
、

州
都
コ
ロ
ン
バ
ス
に
あ
る
の
が
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学

で
、非
常
に
規
模
の
大
き
な
大
学
で
す
。そ
の
た
め
様
々

な
学
部
が
あ
り
、そ
の
う
ち
の
一
つ
が
統
計
学
部
で
す
。

現
在
日
本
で
は
統
計
学
部
と
い
う
学
部
は
見
か
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
統
計
学
を
教
え
る
教
員
は

各
学
部
、
例
え
ば
経
済
学
部
や
商
学
部
、
理
工
学
部
や

教
育
学
部
等
々
、
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
統
計
学
部
と
い
う
統
計
学

を
専
門
と
す
る
教
員
が
集
ま
る
学
部
が
あ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
初
等
的
な
統
計
学
の
教
育
か
ら

専
門
的
な
も
の
ま
で
、
様
々
な
統
計
学
に
関
す
る
教
育

及
び
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。（
た
だ
し
統
計
学
を

用
い
る
全
領
域
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
よ
う

で
す
。）

　

そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
か
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
通
常
の
先
生
が
学
生
に
教
え
る
と

い
う
形
で
の
講
義
は
も
ち
ろ
ん
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
統

計
学
自
体
、
非
常
に
応
用
範
囲
が
広
く
様
々
な
学
問
分

野
と
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
性
質
上
、
そ
の
講
義
も
非

常
に
幅
広
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
ま
た
セ
ミ
ナ
ー
も
学

期
中
は
毎
週
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
発
表
者
は
若
手
か
ら

年
配
の
研
究
者
ま
で
、
ま
た
そ
の
発
表
内
容
も
扱
う
ト

ピ
ッ
ク
が
様
々
で
あ
る
た
め
、
大
変
に
興
味
深
い
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
統
計
学
部
で
特
徴
的
だ
と
感
じ
た
の
は
、
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
集
ま
り
が
あ
る
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
ベ
イ
ズ
統
計
学
（
と
い
う
専
門

分
野
）
に
興
味
が
あ
る
教
員
と
学
生
が
集
ま
り
、
決
め

ら
れ
た
テ
ー
マ
に
関
わ
り
が
あ
る
論
文
を
紹
介
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
テ
ー
マ
と
紹
介
し

て
ほ
し
い
論
文
を
決
め
る
教
員
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う

で
、
そ
れ
に
従
っ
て
二
週
間
に
一
回
集
ま
り
、
主
に
学

生
が
論
文
紹
介
を
行
う
形
式
で
進
め
ら
れ
ま
す
。
学
生

は
だ
い
た
い
二
人
一
組
で
、
教
員
と
組
む
場
合
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
集
ま
り
が
成
立
し
て
い
る
背
景
に

は
、
こ
こ
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
の
統
計
学
教
員
の
人
数

が
多
い
こ
と
、
ま
た
統
計
学
に
関
心
を
持
つ
学
生
が
多

い
こ
と
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

在
外
研
究
レ
ポ
ー
ト

宮
脇 

幸
治
　
准
教
授
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秋
吉　

史
夫　

准
教
授

『 

ウ
ォ
ー
ル
街
の
ラ
ン
ダ
ム
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
　
原

著
第
10
版
』

　

 

バ
ー
ト
ン
・
マ
ル
キ
ー
ル
著　

井
出
正
介
訳 

日
本
経
済
新
聞
出
版
社　

２
０
１
１
年

　
〈
株
式
投
資
に
興
味
を
持
つ
人
に
お
す
す
め
の
本
〉

　

こ
こ
１
、
２
年
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
っ
て
日
本
の

株
価
は
大
き
く
上
昇
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
て
、「
株
式

投
資
は
儲
か
り
そ
う
だ
、
自
分
も
や
っ
て
み
た
い
」
と

思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
皆
さ

ん
の
大
事
な
お
金
を
株
式
に
投
資
す
る
前
に
読
ん
で
ほ

し
い
本
が
、『
ウ
ォ
ー
ル
街
の
ラ
ン
ダ
ム
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
』

で
す
。
著
者
は
、「
投
資
す
る
株
式
を
投
資
の
プ
ロ
が
注

意
深
く
選
ん
で
も
、
サ
ル
が
で
た
ら
め
に
選
ん
で
も
、

投
資
の
成
績
は
変
わ
ら
な
い
」
と
主
張
し
ま
す
。
一
見

と
ん
で
も
な
い
主
張
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
長
年
の
金

融
経
済
学
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
た
主
張
な
の
で
す
。

こ
の
本
は
そ
の
研
究
成
果
を
丁
寧
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

株
式
投
資
に
興
味
を
持
つ
人
に
お
す
す
め
の
本
で
す
。

山
田　

仁　

准
教
授

『
健
康
男
』

　

 

Ａ
．Ｊ
．ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
著　

本
間
徳
子
訳 

日
経
Ｂ
Ｐ
社　

２
０
１
３
年

　

天
気
情
報
を
見
て
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
予

報
士
が
何
か
に
つ
け
て
押
し
つ
け
が
ま
し
い
。
寒
く
な

る
予
報
な
ら
一
枚
羽
織
る
物
を
、
小
雨
な
ら
折
り
た
た

み
傘
、申
し
分
な
い
快
晴
で
も
紫
外
線
注
意
だ
そ
う
だ
。

同
じ
現
象
は
健
康
志
向
に
も
看
取
で
き
る
。
平
日
で
さ

え
も
健
康
を
勝
ち
誇
る
か
の
よ
う
に
都
会
人
が
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
に
精
を
出
す
。テ
レ
ビ
は
健
康
番
組
の
洪
水
だ
。

な
ら
ば
と
開
き
直
っ
て
、
巷
に
氾
濫
す
る
健
康
情
報
を

全
て
実
践
し
た
記
録
が
こ
の
本
だ
。
体
験
志
向
型
の
著

者
は
、
現
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
旧
約
聖
書
の
教
義
を

厳
格
に
実
践
す
る
こ
と
を
試
み
た
前
歴
を
も
つ
（『
聖

書
男
』）。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ス
は
強
迫
神
経
症
的
な
現
代
人

を
皮
肉
っ
ぽ
く
実
演
す
る
道
化
師
だ
。
寿
命
と
健
康
は

両
立
し
な
い
。
生
き
る
こ
と
は
健
康
に
よ
く
な
い
。

石
橋　

真
理
恵　
（
経
済
学
部
事
務
職
員
）

『
ぼ
ち
ぼ
ち
い
こ
か
』

　

マ
イ
ク
＝
セ
イ
ラ
―
著　

ロ
バ
ー
ト
＝
グ
ロ
ス
マ
ン

　

絵　

い
ま
え
よ
し
と
も　

訳　
　

偕
成
社

　

社
会
人
に
な
っ
て
少
し
し
た
と
き
に
先
輩
に
頂
い
た

絵
本
で
す
。
内
容
は
か
わ
い
ら
し
い
カ
バ
さ
ん
が
色
ん

な
仕
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
も
の
が
た
り
。
身
体
が
大

き
く
て
優
し
い
カ
バ
さ
ん
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
も
旺
盛

で
色
ん
な
事
に
挑
戦
し
て
み
ま
す
。
消
防
士
、
バ
レ
リ
ー

ナ
、
ふ
な
の
り
、
秘
書
と
次
々
挑
戦
し
ま
す
。
で
も
、

は
し
ご
を
壊
し
た
り
船
を
壊
し
た
り
。タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

も
う
ま
く
打
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
何
を
や
っ
て
も

う
ま
く
い
か
ず
、
恥
を
か
い
た
り
失
敗
し
た
り
み
ん
な

に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
…
そ
ん
な
カ
バ
さ
ん
が
最
後

に
い
き
つ
い
た
答
え
と
は
…
。
ど
こ
で
何
を
や
っ
て
も
う

ま
く
い
か
な
い
気
が
す
る
時
、
何
に
も
で
き
な
い
自
分

を
感
じ
た
と
き
。
や
る
気
が
空
回
り
し
て
し
ま
う
と
き
。

そ
ん
な
時
こ
そ
ほ
っ
こ
り
読
ん
で
欲
し
い
絵
本
で
す
。

お
す
す
め
の
本
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川
北　

貴
也　
（
経
済
学
部
事
務
職
員
）

『
銀
翼
の
イ
カ
ロ
ス
』

　

池
井
戸　

潤
著　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社　

２
０
１
４
年

　
『
銀
翼
の
イ
カ
ロ
ス
』
と
聞
い
て
ピ
ン
と
来
る
人
は

少
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、『
半
沢
直
樹
』
と
聞
け

ば
分
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
、
あ
の
大

ヒ
ッ
ト
ド
ラ
マ
の
原
作
シ
リ
ー
ズ
第
４
弾
が
こ
の
本
で

す
。
今
回
の
舞
台
は
経
営
再
建
中
の
航
空
会
社
で
、
実

在
す
る
企
業
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、（
一

応
、
元
銀
行
員
の
）
私
が
こ
の
本
を
お
す
す
め
す
る
か

と
い
う
と
、
多
少
の
脚
色
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
の
銀

行
の
中
身
を
か
な
り
忠
実
に
描
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
通
し
て
そ
う
で
す
が
、
バ
ン
ク
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
や
金
融
庁
対
応
、
合
併
行
特
有
の
行
内
ポ
ジ
シ
ョ
ン

争
い
と
い
っ
た
、
銀
行
員
が
実
際
に
よ
く
体
験
す
る
場

面
や
、銀
行
独
特
の
内
部
表
現
が
数
多
く
出
て
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、
一
銀
行
員
に
な
っ
た
つ
も
り
で
読
ん
で
み
て
下

さ
い
。
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西
村　

本
日
は
、
座
談
会
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦

略
と
女
性
が
輝
く
日
本
」
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
有

難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
司
会
を
務
め
ま
す
経
済
学

部
教
員
の
西
村
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
最
初
に
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
自
己
紹
介
を
し
て
い

た
だ
け
ま
す
か
。

石
橋　

経
済
学
部
事
務
室
の
石
橋
と
申
し
ま
す
。
２
０

０
３
年
に
関
西
学
院
大
学
の
総
合
政
策
学
部
を
卒
業

し
、
３
社
ほ
ど
経
験
を
し
た
後
、
２
０
０
９
年
に
本
学

専
任
事
務
職
員
に
着
任
し
ま
し
た
。
本
学
で
の
１
つ
目

の
部
署
は
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
で
し
た
。
２
０
１
４
年

か
ら
経
済
学
部
の
事
務
室
で
お
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

川
北　

経
済
学
部
事
務
室
の
川
北
で
す
。
僕
は
２
０
０

３
年
に
名
古
屋
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
し
ま
し
て
、
某

銀
行
で
働
い
て
い
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
４
月
に
転
職

し
て
本
学
経
済
学
部
の
事
務
職
員
と
し
て
働
い
て
い
ま

す
。
私
生
活
で
は
、
２
０
０
９
年
７
月
に
結
婚
し
ま
し

て
、２
０
１
１
年
３
月
に
子
ど
も
が
産
ま
れ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
も
う
す
ぐ
４
歳
の
男
の
子
１
人
の
パ
パ
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

高
島　

文
学
部
事
務
室
の
高
島
と
申
し
ま
す
。
１
９
９

６
年
に
本
学
商
学
部
を
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、

某
百
貨
店
に
就
職
し
、
２
０
０
２
年
か
ら
本
学
の
専
任

事
務
職
員
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
大
学
図
書
館
利
用

サ
ー
ビ
ス
課
で
11
年
勤
務
し
て
、
２
０
１
３
年
４
月
に

文
学
部
事
務
室
に
異
動
に
な
っ
て
今
２
年
目
で
す
。
私

生
活
で
は
、
25
歳
の
と
き
に
結
婚
し
て
、
子
ど
も
が
産

ま
れ
た
の
が
２
０
０
４
年
で
す
。今
、長
女
が
４
年
生
、

次
女
が
も
う
す
ぐ
５
歳
に
な
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

寺
下　

経
済
学
部
４
年
生
、
上
村
ゼ
ミ
の
寺
下
真
里
菜

と
申
し
ま
す
。
内
定
先
は
某
飲
料
事
業
会
社
で
す
。
本

日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

井
手
口　

経
済
学
部
４
年
生
、
田
中
ゼ
ミ
の
井
手
口
詠

美
と
申
し
ま
す
。
内
定
先
は
某
不
動
産
会
社
で
す
。
本

職場における女性の活躍推進。今回は自民党が打ち出した政策
なので、「左よりだ」という反発はないものの、この手の議論に
は必ず「女性を特別扱いするのはおかしい」とか「そもそも女
性はこんな政策を望んでいないのでは？」など否定的な意見が
出される。そこで、今回の座談会では、就活やインターンを経
験した３人の女子学生と現役社会人である教職員が集まり、女
性のキャリア意識や同政策について、かなり本音で意見をぶつ
け合った。

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
と

女
性
が
輝
く
日
本
」

エ
コ
ノ
フ
ォ
ー
ラ
ム
座
談
会

内閣官房内閣広報室Homepage
(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/kagayaku_josei.html)

日
　
時
：
２
０
１
５
年
１
月
27
日
（
火
）　
11
時
30
分
〜
13
時

場
　
所
：
経
済
学
部
２
階
会
議
室

出
席
者
（
五
十
音
順
）：

　
学
生
　
井
出
口
　
詠
美
さ
ん

　
職
員
　
石
橋
　
真
理
恵
さ
ん

　
　
　
　
砂
川
　
祐
子
さ
ん

　
　
　
　
川
北
　
貴
也
さ
ん

　
　
　
　
寺
下
　
真
里
菜
さ
ん

　
　
　
　
高
島
　
祐
子
さ
ん

　
教
員
　
小
林
　
伸
生
教
授

　
司
会
　
西
村
　
智
教
授
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「アベノミクスの成長戦略と女性が輝く日本」

日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

砂
川　

経
済
学
部
３
年
生
、
西
村
ゼ
ミ
の
砂
川
祐
子
で

す
。
某
情
報
・
通
信
会
社
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
経

験
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

小
林　

本
学
経
済
学
部
教
員
、
小
林
と
申
し
ま
す
。
１

９
９
１
年
に
一
橋
大
学
社
会
学
部
を
卒
業
し
、
民
間
シ

ン
ク
タ
ン
ク
で
11
年
ほ
ど
勤
め
ま
し
た
。
２
０
０
２
年

に
本
学
経
済
学
部
に
転
職
し
ま
し
て
、
現
在
に
至
っ
て

お
り
ま
す
。
現
在
、
５
年
生
の
娘
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

彼
女
は
、
10
年
後
、
こ
こ
に
い
る
女
性
の
皆
さ
ん
と
同

じ
よ
う
な
立
場
で
戦
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
本
日
の
座
談
会
が
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

西
村　

今
年
度
の
エ
コ
ノ
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
特
集
テ
ー
マ

は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
す
。
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
と
い

う
こ
と
で
「
女
性
が
輝
く
日
本
」
を
テ
ー
マ
に
選
び
ま

し
た
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
三
の
矢
「
成
長
戦
略
」
に
は
４
つ

の
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
１
つ
「
人
材
の

活
躍
強
化
」
に
「
女
性
が
輝
く
日
本
」
が
入
っ
て
い
ま

す
。

　

管
理
職
に
占
め
る
女
性
の
割
合
と
い
う
こ
と
で
、
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
「
ニ
イ
マ
ル
サ
ン
マ
ル
」
と
い
う
目
標

を
打
ち
立
て
ま
し
た
。
こ
れ
は
２
０
２
０
年
ま
で
に
、

指
導
的
立
場
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
30
％
に
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。現
在
は
10
％
程
度
で
す
か
ら
、ち
ょ
っ

と
目
標
が
高
す
ぎ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
、
お
そ
ら

く
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
平
均
が
30
％
強
と
い
う
こ
と
で
そ
う
し

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
で
は
、
ま
ず
、
１
つ
目
の
お
題
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
な
ぜ
管
理
職
に
女
性
が
少
な
い
の
か
？
」

西
村　

こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
女
性
の
昇

進
意
欲
が
低
い
と
い
う
見
解
と
企
業
の
雇
用
管
理
が
差

別
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
意

見
を
い
た
だ
け
ま
す
か
？

高
島　

率
直
に
言
う
と
、（
職
場
の
）
体
質
だ
と
思
い

ま
す
。
同
じ
だ
け
頑
張
っ
て
い
て
も
、
男
性
の
方
が
昇

進
が
早
い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

石
橋　

そ
う
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
管
理
監
督
職
と
い
う

と
こ
ろ
に
名
前
が
入
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
や
は
り
男

性
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

人
事
と
か
上
司
は
ど
ん
ど
ん
上
に
行
っ
た
ら
い
い
、

リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
ら
い
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
ん
で

す
。
け
れ
ど
も
、
正
直
、
怖
い
な
、
と
い
う
気
持
ち
が

先
立
ち
ま
す
ね
。
そ
れ
だ
け
今
は
男
性
の
世
界
の
よ
う

に
見
え
る
。
一
方
で
、
現
場
で
は
、
女
性
が
み
ん
な
を

引
っ
張
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
っ
た
ら
、
管
理

職
に
な
ら
な
く
て
も
、
チ
ー
ム
の
役
割
を
担
っ
て
い
け

る
よ
う
に
頑
張
れ
ば
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
て
し
ま
う
自
分
が
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
こ
れ
だ
け

い
ろ
い
ろ
期
待
も
か
け
て
も
ら
っ
て
、
成
長
も
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
ん
だ
っ
た
ら
…
…
と
い
う
こ
と
で
悩
ん

で
い
ま
す
。

川
北　

当
た
り
前
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
男
性
は
転
職

な
ど
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
定
年
ま
で
働
き
ま
す

が
、
女
性
の
場
合
は
、
結
婚
や
出
産
な
ど
環
境
の
変
化

が
あ
っ
た
と
き
に
退
職
さ
れ
る
方
が
ど
う
し
て
も
出
て

し
ま
う
。そ
れ
で
、相
対
的
に
女
性
の
比
率
が
低
く
な
っ

て
し
ま
う
気
が
し
ま
す
。

西
村　

辞
め
る
か
も
し
れ
な
い
人
を
採
用
し
た
り
育
て

た
り
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
？

川
北　

そ
う
で
す
ね
、
そ
れ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実

際
、
女
性
の
退
職
リ
ス
ク
を
考
え
た
上
で
採
用
を
や
っ

て
い
る
企
業
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
女
子
学
生
の
皆
さ

ん
も
入
社
時
は
い
ろ
い
ろ
希
望
を
持
た
れ
て
、
一
生
頑

張
り
ま
す
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
裏
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
勤
続
年
数
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
環

境
が
変
わ
る
と
、
考
え
方
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

う
な
る
と
、
企
業
サ
イ
ド
も
退
職
リ
ス
ク
を
考
え
ざ
る

を
得
な
い
の
か
な
。

高
島　

今
の
川
北
さ
ん
の
ご
意
見
に
加
え
て
、
男
性
と

女
性
を
比
べ
る
と
、
女
性
は
結
婚
や
出
産
な
ど
人
生
の

転
機
が
多
く
、
ス
テ
ー
ジ
ご
と
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

小林 伸生（こばやし のぶお）経済学部教授。産業構造
論、地域産業・経済論、中小企業論等が専門分野。91年
一橋大学社会学部卒業後、シンクタンク勤務を経て、02
年より関西学院教員。１児の父。
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ち
ょ
っ
と
下
が
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
経
験

す
る
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

持
っ
て
今
の
仕
事
を
し
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
が
、

そ
れ
で
も
波
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
独
身
の
時
は
、

一
日
の
生
活
の
中
で
仕
事
は
自
由
に
で
き
た
け
ど
、
母

に
な
る
と
子
供
の
成
長
や
体
調
管
理
、
保
育
園
や
学
校

の
こ
と
、
そ
し
て
家
事
の
こ
と
等
も
考
え
な
い
と
い
け

な
い
。
そ
う
な
る
と
、
仕
事
が
考
え
る
べ
き
こ
と
の
一

部
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
つ

の
が
大
変
だ
と
い
う
の
を
女
性
は
経
験
す
る
と
思
う
ん

で
す
。

　

実
際
、
い
ろ
ん
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
下
が
っ
て
し
ま
う
女
性
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
な
る
と
、
や
っ
ぱ
り
企
業
と
し
て
は
戦
力
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
人
は
（
管
理

職
の
）
対
象
外
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
管
理
職
の

女
性
比
率
が
低
い
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
く
持
っ
て
い

て
も
評
価
し
て
も
ら
え
な
い
経
験
が
あ
る
と
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
意
欲
が
下
が
る
こ
と

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
前
職
（
大
手
百
貨
店
）
は
、
総
合
職
で
し
た

が
、
入
社
時
に
、
あ
な
た
た
ち
は
幹
部
候
補
生
だ
と
言

わ
れ
て
い
て
、
採
用
さ
れ
た
男
女
比
率
も
同
じ
で
し
た

し
、
６
年
間
で
昇
進
・
昇
格
に
男
女
差
を
感
じ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

西
村　

前
の
部
署
の
大
学
図
書
館
で
も
管
理
職
に
女
性

が
多
い
で
す
ね
。

高
島　

そ
う
で
す
ね
、
私
が
思
う
の
は
、
図
書
館
で
は

専
門
知
識
が
要
る
と
い
う
こ
と
で
、
異
動
が
他
の
部
署

に
比
べ
た
ら
少
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
、
長
時
間
労
働

が
な
い
と
い
う
特
性
や
専
門
知
識
を
活
か
し
や
す
い
点

で
は
女
性
が
働
き
や
す
い
部
署
だ
と
思
い
ま
す
。
長
時

間
労
働
が
な
い
と
い
う
、
そ
の
辺
が
カ
ギ
な
の
か
な
。

西
村　

出
産
し
て
も
戻
っ
て
こ
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
女
性
は
辞
め
た

ら
辞
め
っ
ぱ
な
し
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
？
復

帰
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
で
す
よ
ね
？

高
島　

業
種
に
よ
っ
て
状
況
は
か
な
り
違
い
ま
す
が
、

関
学
に
関
し
て
は
、
出
産
で
の
離
職
率
は
低
い
で
す
。

西
村　

そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
結
局
、
女
性

の
退
職
リ
ス
ク
と
い
う
話
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
は
１

年
で
も
離
れ
た
ら
ダ
メ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
ね
？

川
北　

前
職
時
代
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
１
年
も
離

れ
た
ら
戦
力
と
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
、
そ
う
い

う
考
え
を
持
っ
た
年
配
の
男
性
の
方
は
少
な
く
な
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

西
村　

実
際
、
１
年
離
れ
た
ら
キ
ャ
リ
ア
に
相
当
な
遅

れ
が
で
る
の
で
し
ょ
う
か
？

川
北　

離
れ
る
と
ち
ょ
っ
と
つ
ら
い
な
と
い
う
仕
事
も

あ
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
配
慮
さ
え
さ
れ
て
い
れ
ば
、
１
年

離
れ
て
い
て
も
大
丈
夫
な
仕
事
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま

す
の
で
、
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
十
分
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
周
り
の
環
境
と
か
職
場
の
雰
囲

気
に
よ
っ
て
は
、
厳
し
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

で
す
ね
。

寺
下　

川
北
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
企
業
が

女
性
の
退
職
リ
ス
ク
を
考
え
て
採
用
し
て
い
る
と
い
う

の
は
本
当
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
大
手

か
ら
中
小
ま
で
幅
広
く
受
け
て
い
た
ん
で
す
が
、
小
さ

な
会
社
の
最
終
面
接
で
、「
子
ど
も
も
旦
那
さ
ん
も
い

る
状
況
で
、
海
外
に
行
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
ら
あ
な

た
は
ど
う
す
る
の
か
？
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
退
職
リ
ス
ク
を
心
配
さ
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
思

い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
も
た
く
さ
ん
参
加

し
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
、
学
歴
格
差
と
男
女
格
差
は

確
実
に
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
就
職
活
動
の

時
は
、
関
学
、
か
つ
、
女
性
で
も
と
っ
て
く
れ
る
会
社

と
い
う
の
を
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た
企
業
に
関
し
て
は
結
構
内
定
が
と
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
は
落
ち
ま
し
た
。
や
は

り
、
男
女
格
差
は
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

井
手
口　

私
は
、
親
戚
で
バ
リ
バ
リ
働
い
て
い
る
女
性

に
あ
こ
が
れ
て
、
自
分
も
バ
リ
バ
リ
働
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
も
と
も
と
子
ど
も
が
好
き
じ
ゃ
な
い
と
い
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う
の
も
あ
っ
て
、ず
っ
と
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
一
貫
し
て
総
合
職
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
あ
る
時
、
考
え
方
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
総
合
職
で
働
き
た
い
と

言
っ
て
い
る
の
に
、
出
産
し
た
り
す
る
女
性
に
妨
げ
ら

れ
て
い
る
気
が
し
ま
し
た
。
優
秀
な
人
は
優
秀
だ
か
ら

管
理
職
に
し
た
ら
い
い
し
、
わ
ざ
わ
ざ
女
性
、
男
性
と

か
分
け
る
の
が
そ
も
そ
も
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。
私
は
、
も
し
優
秀
じ
ゃ
な
け
れ
ば
、
も

う
そ
こ
で
昇
進
が
と
ま
っ
た
ら
い
い
し
、
優
秀
で
あ
れ

ば
、
男
性
と
同
様
に
昇
進
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
女
性
が
男
性
が
」
と
い
う
議
論
に
違
和
感
を
覚
え
ま

す
。

砂
川　

私
は
就
職
活
動
を
経
験
し
て
い
な
い
の
で
、
ま

だ
差
別
を
受
け
た
と
感
じ
た
こ
と
も
な
い
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ン
先
は
す
ご
く
女
性
が
大
事
に
さ
れ
て
い
る
会
社

で
、
女
性
比
率
も
高
く
、
昇
進
し
て
い
る
女
性
も
い
っ

ぱ
い
い
て
、
男
性
も
育
休
や
短
時
間
勤
務
を
取
っ
て
い

ま
し
た
。
私
が
思
っ
て
い
た
よ
り
女
性
は
差
別
さ
れ
て

い
な
い
ん
だ
な
、
と
い
う
印
象
で
し
た
。
み
な
さ
ん
の

お
話
を
聞
い
て
い
る
と
違
う
の
か
な
？

川
北　

業
界
や
各
企
業
に
よ
っ
て
大
分
偏
り
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

砂
川　

私
も
子
ど
も
が
好
き
じ
ゃ
な
く
て
、
家
事
も
嫌

い
で
、
結
婚
し
て
幸
せ
な
家
庭
を
築
く
と
か
っ
て
い
う

の
が
全
然
魅
力
的
に
思
え
な
く
て
、
普
通
に
自
分
の
こ

と
を
女
性
だ
か
ら
と
か
考
え
た
こ
と
も
な
い
で
す
。
男

性
と
女
性
っ
て
、
た
ま
た
ま
性
別
が
違
っ
て
力
が
強
い

か
弱
い
か
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
み
た
い
に
し
か
考
え
て
な
く

て
、
結
婚
し
て
出
産
し
て
退
職
す
る
と
か
と
言
わ
れ
て

も
余
り
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。
何
で
差
別
さ
れ
て
い
る
の

か
余
り
わ
か
っ
て
な
い
と
い
う
の
が
す
ご
く
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。

西
村　

教
育
現
場
で
は
、
男
女
差
を
つ
け
る
と
い
う
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
も
ん
ね
。
や
は
り
社
会
に
出

て
初
め
て
男
女
差
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
林
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

小
林　

多
分
、
男
性
ソ
ル
ジ
ャ
ー
を
欲
し
が
る
職
場
と

登
用
が
性
別
問
わ
ず
可
能
な
職
場
が
あ
る
の
か
な
、と
。

男
性
ソ
ル
ジ
ャ
ー
が
欲
し
い
職
場
と
い
う
の
は
、
ノ
ル

マ
が
厳
し
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
突
発
的
事
項
へ
の
対
応

が
必
要
な
と
こ
ろ
。
急
な
事
態
が
発
生
し
た
時
は
残
っ

て
不
夜
城
の
よ
う
に
戦
う
と
か
、
ノ
ル
マ
が
半
期
ご
と

に
必
ず
あ
る
と
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
と
、
１
年
の

ブ
ラ
ン
ク
や
半
強
制
的
な
時
短
措
置
が
あ
る
と
厳
し

い
。
例
え
ば
、
ブ
ラ
ン
ク
の
期
間
、
同
僚
が
そ
の
穴
埋

め
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
な
る
と
感
情
の
あ
つ
れ
き
が

生
ま
れ
て
し
ま
う
。

　

一
方
、
き
ち
ん
と
定
時
性
が
担
保
さ
れ
て
い
た
り
、

業
務
内
容
が
わ
り
と
明
確
化
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
能

力
が
決
ま
っ
て
く
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
比
較
的
性
別

問
わ
ず
能
力
あ
る
人
が
昇
進
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
あ

と
は
手
に
職
が
あ
る
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
は

や
っ
ぱ
り
能
力
を
発
揮
し
や
す
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
気

が
し
て
い
て
い
ま
す
。

　
「
ソ
ル
ジ
ャ
ー
」
を
欲
し
が
る
職
場
に
お
い
て
も
、

女
性
が
バ
リ
バ
リ
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に

は
、
男
性
が
専
業
主
夫
、
夫
が
主
婦
業
を
や
る
こ
と
に

対
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
う
る
か
、
あ
る
い
は
終
身

雇
用
や
定
年
制
を
前
提
と
し
な
い
職
場
に
対
し
て
魅
力

を
感
じ
ら
れ
る
か
と
か
、
そ
の
あ
た
り
ま
で
含
め
て
、

石橋 真理恵（いしばし まりえ）職員。03年関西学院大
学総合政策学部卒業後、人材派遣会社等勤務を経て、09
年より関西学院事務職員。キャリアセンター勤務を経て、
14年より経済学部事務室勤務。

川北 貴也（かわきた たかや）職員。03年名古屋大学経
済学部卒業後、銀行勤務を経て、14年より関西学院事務
職員、経済学部事務室勤務。１児の父。
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つ
ま
り
、
今
ま
で
の
日
本
的
な
雇
用
体
系
の
前
提
条
件

を
取
っ
払
っ
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
ノ
ル
マ
あ
り
き
で
、
長
時
間
労
働
を
変
え
る
こ

と
が
困
難
な
職
場
が
今
後
も
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
く

と
い
う
仮
定
の
下
で
の
議
論
で
す
が
。

西
村　

学
生
さ
ん
達
の
話
を
聞
い
て
、
優
秀
な
女
性
達

は
、
ち
ゃ
ん
と
働
き
や
す
い
会
社
を
選
ん
で
い
る
ん
だ

な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
女
性
も
多
様
化
し
て

い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
女
性
を
一
緒
く
た
に

し
て
、
勤
続
年
数
が
短
い
か
ら
育
て
な
い
と
な
る
と
、

さ
っ
き
井
手
口
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
意
欲
あ
る

女
性
の
妨
げ
に
な
る
の
で
す
ね
。

　

小
林
先
生
の
話
を
聞
い
て
い
て
思
っ
た
の
は
、
確
か

に
ノ
ル
マ
に
関
し
て
は
時
間
勝
負
の
部
分
が
大
き
い
の

か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
だ
け
で
な
く
場

所
を
柔
軟
化
さ
せ
る
方
法
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
家
で
や
っ
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
早

く
帰
っ
て
、
子
ど
も
に
ご
は
ん
を
食
べ
さ
せ
て
、
寝
か

せ
て
か
ら
家
で
仕
事
が
で
き
ま
す
。
会
社
で
や
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
現
場
主
義
が
女
性
を
働
き
に
く

く
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

石
橋　

私
が
最
初
に
就
職
し
た
会
社
で
は
、
上
司
及
び

支
店
長
は
女
性
で
し
た
。
同
期
も
現
在
は
、
支
店
長
で

子
ど
も
が
２
人
い
ま
す
。
ノ
ル
マ
バ
リ
バ
リ
の
営
業
の

会
社
で
す
。
確
か
に
ノ
ル
マ
が
あ
る
世
界
は
厳
し
い
の

で
す
が
、
目
標
を
達
成
し
て
い
れ
ば
、
何
時
に
帰
ろ
う

が
、
ど
こ
で
何
し
て
よ
う
が
自
由
で
し
た
。
だ
か
ら
、

ノ
ル
マ
が
厳
し
い
反
面
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
う
ち
の
会

社
と
い
う
の
は
気
楽
や
っ
た
ん
か
も
し
れ
な
い
ね
な
ん

て
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
風
土

が
大
事
な
の
か
な
、
と
。

　

先
ほ
ど
ソ
ル
ジ
ャ
ー
と
い
う
話
が
で
ま
し
た
が
、
戦

闘
能
力
と
い
う
の
を
時
間
で
測
る
の
か
そ
れ
以
外
の
も

の
で
測
る
の
か
は
会
社
の
風
土
に
よ
っ
て
全
然
違
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

西
村　

い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
を
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

女
性
も
多
様
化
、
希
望
す
る
働
き
方
も
多
様
化
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
が
い
か
に
う
ま
く
上
司
に
伝
わ
る
か

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
黙
っ
て
い
た
ら
、
や
っ
ぱ
り

女
性
っ
て
使
い
に
く
い
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
も
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
た

方
が
よ
い
か
と
。

高
島　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
大
事
で
す
ね
。

「
ニ
イ
マ
ル
サ
ン
マ
ル
は
実
現
す
る
の
か
？
」

西
村　

そ
れ
で
は
、
２
つ
め
の
お
題
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

「
女
性
が
輝
く
日
本
」
政
策
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
か

ら
女
性
管
理
職
の
登
用
ま
で
幅
広
い
対
策
が
打
ち
出
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
は
ど
う
見
ま
す
か
？

砂
川　

正
直
余
り
期
待
し
て
い
ま
せ
ん
。
待
機
児
童
解

消
で
す
が
、
保
育
園
の
数
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で

保
育
所
設
置
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
け
ど
、
い
ろ
い
ろ
既

得
権
益
の
う
や
む
や
が
あ
る
み
た
い
な
話
を
聞
く
と
、

ど
う
せ
無
理
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
う
ま
く
言

え
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
、
税
金
だ
け
か
け
て
、

儲
か
る
と
こ
ろ
だ
け
儲
か
っ
て
、
民
間
の
参
入
が
う
ま

井出口 詠美（いでぐち えみ）経済学部４年生、田中敦
ゼミ。不動産に興味があり、ゼミでは J-REIT について
研究。不動産を通じ、企業経営のサポートをする不動産
会社に今春入社予定。

寺下 真里菜（てらした まりな）経済学部４年生、上村
敏之ゼミ。ゼミの共同研究では、最低賃金と生活保護の
逆転現象について研究。WEST 論文研究発表会、ISFJ
日本政策学生会議で分科会賞を受賞。飲料事業会社に今
春入社予定。
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く
進
ま
な
い
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
よ
う
に
、
家
で
も
ど
こ
で
も
仕
事
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
背
負
っ
て
パ
ソ
コ
ン
カ
タ
カ
タ
で

き
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
っ
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
待
機
児
童
を
解
消
す
る
よ
り

も
お
金
が
か
か
ら
な
い
し
い
い
と
思
い
ま
す
。

西
村　

託
児
所
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
テ
レ
ワ
ー
ク

も
推
進
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
林　

今
の
話
に
関
連
す
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
ベ
ネ
ッ
セ
で
な
ぜ
女
性
の
登
用
が
盛
ん
か
と
い
う

と
、
郊
外
に
本
社
が
あ
っ
て
、
職
住
近
接
が
可
能
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
託
児
施
設
を
社
内
、
あ
る
い
は
ご
く
近

い
と
こ
ろ
に
設
置
で
き
る
か
ら
で
す
。
い
つ
で
も
何
か

あ
っ
た
と
き
に
は
見
に
行
け
る
、
そ
の
安
心
感
が
多
分

生
産
性
を
高
め
て
く
れ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
言
う
と
、
都
心
に
オ
フ
ィ
ス
が

あ
っ
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
の
関
係
で
家
に

仕
事
は
持
ち
帰
れ
ま
せ
ん
と
い
う
状
況
だ
と
、
な
か
な

か
仕
事
と
育
児
を
両
立
す
る
の
は
難
し
い
。
や
っ
ぱ
り

郊
外
化
し
て
い
て
、
職
住
近
接
と
い
う
環
境
が
あ
り
、

育
児
の
機
能
が
な
る
べ
く
近
い
と
こ
ろ
で
確
保
さ
れ
て

い
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
も
場
合
に
よ
っ
て
は
可
能
と
い
う

こ
と
が
揃
う
と
、
両
立
が
ま
す
ま
す
可
能
に
な
っ
て
く

る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

石
橋　

私
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
契
約
社
員
を
経
験
し
ま

し
た
が
、
非
正
規
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
女
性
が
輝

く
た
め
に
も
の
す
ご
く
必
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。非
正
規
雇
用
は
圧
倒
的
に
女
性
が
多
い
で
す
よ
ね
。

育
児
や
介
護
の
た
め
に
非
正
規
と
い
う
働
き
方
に
シ
フ

ト
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
正
社
員
に
戻
れ
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
、
非
正

規
で
も
安
心
し
て
出
産
や
育
児
が
で
き
る
よ
う
な
環
境

に
全
然
な
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
休
む
の
も
一
苦
労
で

す
。
非
正
規
雇
用
の
条
件
が
ど
ん
ど
ん
向
上
す
る
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

西
村　

と
こ
ろ
が
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
政

策
で
は
非
正
規
が
排
除
さ
れ
が
ち
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
、
企
業
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
り

組
み
は
基
本
的
に
正
社
員
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。
重

要
な
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

寺
下　

私
の
内
定
先
は
大
手
企
業
で
す
が
、
本
当
に
制

度
が
充
実
し
て
い
て
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
く
ら
い

で
す
。
人
事
に
妊
婦
さ
ん
を
採
用
し
た
り
、
新
聞
で
女

性
管
理
職
を
増
や
す
方
針
を
語
っ
た
り
。
大
手
だ
け
が

こ
ん
な
ふ
う
に
充
実
し
て
い
き
、
中
小
や
非
正
規
の
方
の

待
遇
が
悪
い
ま
ま
な
の
は
残
念
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

井
手
口　

私
の
内
定
先
は
、
不
動
産
業
で
す
ご
く
男
の

人
が
多
い
で
す
。
育
休
・
産
休
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
使
わ
れ
た
実
績
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。
正
社

員
は
営
業
職
、
総
合
職
だ
け
で
、
事
務
系
の
人
は
全
て

必
要
な
と
き
に
必
要
な
人
数
だ
け
派
遣
社
員
を
雇
う
と

い
う
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
実
際
に
出
産
す

る
と
な
っ
た
ら
、
多
分
そ
ん
な
に
サ
ポ
ー
ト
は
し
て
く

れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
出
産
す
る
気
が
な
い
の

で
、
こ
こ
の
会
社
に
決
め
た
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
を
産
ん
だ
人
の
穴
埋
め
を
、
子
ど
も
を
産
ん
で

い
な
い
と
い
う
だ
け
で
サ
ポ
ー
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
の
は
公
平
な
の
か
不
公
平
な
の
か
わ
か
ら

な
い
。

西
村　

正
社
員
で
も
業
種
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
て
い
る
と

こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す

ね
。
と
こ
ろ
で
、
時
短
で
75
％
だ
け
働
く
人
に
は
75
％

の
給
料
、
同
僚
の
分
を
25
％
カ
バ
ー
す
る
人
に
は
１
２

５
％
の
給
料
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
公

平
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

井
手
口　

お
金
と
時
間
っ
て
測
り
き
れ
な
い
部
分
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
。
75
％
契
約
の
人
は
結
局
、
75
％
の

力
の
発
揮
じ
ゃ
な
く
て
60
％
ぐ
ら
い
に
な
る
、
み
た
い

に
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
本
当
に
必
要
な
と
き
に
必
要
な
分

だ
け
非
正
規
の
派
遣
を
雇
う
と
い
う
考
え
方
で
い
い
と

思
い
ま
す
。

小
林　

75
％
の
人
で
も
継
続
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
ノ

ウ
ハ
ウ
の
継
続
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
利
点
は
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
、
生
み
出
す
付
加
価
値
に
応
じ
て
処
遇
を
す
る

と
い
う
こ
と
を
潔
く
や
る
の
も
選
択
肢
か
と
思
い
ま

す
。

石
橋　

井
手
口
さ
ん
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
以
前
、
産
休
・
時
短
の
人
の
カ
バ
ー
を
し
て

い
た
時
に
、
何
で
私
、
彼
氏
も
お
ら
へ
ん
し
仕
事
ば
っ

か
り
さ
せ
ら
れ
て
、
私
だ
っ
て
子
ど
も
も
欲
し
い
し
結

婚
も
し
た
い
の
に
、
私
だ
け
夜
10
時
ま
で
仕
事
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
、と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

上
司
も
先
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
、
見
て
な
い
中
で
、
い

ま
頑
張
っ
て
い
る
私
の
事
を
誰
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
。
で
も
、
そ
う
い
う
不
満
は
口
に
出
せ
な
か
っ
た
か

ら
、
ず
っ
と
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
と
き
上
司
や
周
り
か
ら
一
言
で
も
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
、
あ
る
い
は
、
評
価
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、

気
持
ち
は
変
わ
っ
て
た
か
な
っ
て
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

西
村　

時
短
中
の
同
僚
の
カ
バ
ー
を
す
る
こ
と
が
当
然

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
ダ
メ
で
す
ね
。
そ
こ
は
何

ら
か
の
評
価
を
し
な
い
と
。



Econo Forum 21／ No.21

特集

27

　

一
方
、
育
休
や
時
短
を
利
用
す
る
側
も
肩
身
の
狭
い

思
い
を
す
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

高
島　

今
の
お
話
、
自
分
の
事
の
よ
う
に
お
聞
き
し
て

い
ま
し
た
。
実
は
私
は
時
短
の
制
度
は
利
用
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
仕
事
で
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
、
結
局
、
制
度
が
あ
る
の
に
利
用
で
き
な

か
っ
た
ん
で
す
。

　

た
だ
、
今
年
度
は
悩
ん
だ
末
、「
育
児
の
た
め
の
時

間
外
労
働
の
制
限
」を
申
請
し
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

多
忙
な
部
署
で
こ
の
制
度
を
使
う
こ
と
自
体
、
と
て
も

気
を
遣
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
、
私
に
で
き
る
こ
と

は
、
決
め
ら
れ
た
時
間
内
で
ど
れ
だ
け
成
果
を
出
し
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
仕
事
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
日
、
職
員
組
合
で
「
成
果
を
出
し
て

定
時
に
帰
る
チ
ー
ム
術
」
と
い
う
内
容
で
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
講
演
会
を
企
画
し
ま
し
た
。
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
、
女
性
だ
け
で
な
く
男
性

に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
す
。
管
理
職
層
や
人
事
に
も

参
加
を
働
き
か
け
、
業
務
時
間
内
に
い
か
に
生
産
性
を

あ
げ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
ま
し
た
。
あ
の
講
演
会

を
き
っ
か
け
に
何
か
変
え
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

川
北　

男
性
に
と
っ
て
も
、
色
々
と
気
付
き
の
多
い
講

演
内
容
で
し
た
。

西
村　

お
母
さ
ん
に
な
る
と
タ
イ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

が
上
手
に
な
る
と
聞
き
ま
す
ね
。
長
時
間
労
働
で
成
果

を
出
す
の
で
は
な
く
、
時
間
当
た
り
の
生
産
性
を
高
め

る
意
識
が
職
場
内
に
芽
生
え
る
と
残
業
代
の
節
約
に
も

な
る
し
、
育
児
と
も
両
立
さ
せ
や
す
く
な
り
ま
す
ね
。

　

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
「
女
性
が
輝
く
日
本
」
政
策
は
、

制
度
面
に
関
し
て
は
必
要
な
こ
と
を
幅
広
く
網
羅
し
て

い
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
運
用
面
に
関
し
て
は
も
っ

と
現
場
レ
ベ
ル
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
そ

う
で
す
ね
。
い
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し

て
い
け
る
か
、
ま
た
、
い
か
に
意
識
改
革
を
し
て
い
け

る
か
が
課
題
の
よ
う
で
す
。
ま
た
、
議
論
に
出
て
き
た

テ
レ
ワ
ー
ク
や
職
住
近
接
を
意
識
し
た
街
づ
く
り
も
現

実
的
な
提
案
で
す
ね
。

先
輩
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
学
生
の
想
い

西
村　

最
後
に
、
教
職
員
の
方
に
は
先
輩
社
会
人
と
し

て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
学
生
の
み
な
さ
ん
に
は
今
後
、
社

会
に
期
待
す
る
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

川
北　

男
子
学
生
の
皆
さ
ん
に
対
し
て
は
、
今
日
、
議

論
し
た
よ
う
な
内
容
を
ま
ず
認
識
し
て
ほ
し
い
な
と
思

い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
い
ず
れ
結
婚
し
て
子
ど
も
を
持

つ
立
場
に
な
っ
た
時
に
、
自
分
は
何
が
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
を
ぜ
ひ
考
え
て
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

女
子
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
れ
か
ら
働
い
て
い
く
職

場
で
自
分
の
主
張
を
き
ち
っ
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
を
大
事
に
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

小
林　

男
性
の
側
も
、
家
事
や
育
児
に
も
っ
と
参
画
し

た
い
気
持
ち
が
あ
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る
一
方
で
、

子
育
て
の
時
期
に
は
通
常
、
仕
事
で
も
責
任
が
増
え
て

き
ま
す
。
個
人
的
な
見
解
で
す
が
、
父
親
と
い
う
の
は

切
な
い
商
売
だ
と
思
う
時
が
あ
り
ま
す
。
今
の
社
会
が

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
仕
方
が
な
い
の
で
す

砂川 祐子（すながわ ゆうこ）経済学部３年生、西村智
ゼミ。労働経済学専攻。ゼミに入って１年半。雇用政策
や少子化対策等に関心を持ち、現在は、限定正社員の可
能性について研究中。

西村 智（にしむら とも）経済学部教授。労働経済学専攻。
主な研究テーマは①少子化の経済学、②ワーク・ライフ・
バランス、③非正規雇用。現在は、行動経済学的アプロー
チにより男女交際について研究している。
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が
、
子
ど
も
は
接
す
る
時
間
が
長
い
母
親
の
影
響
を
大

き
く
受
け
る
一
方
、
父
親
と
し
て
伝
え
た
い
思
い
が
十

分
に
伝
え
ら
れ
な
い
。
私
自
身
、
極
力
仕
事
と
父
親
業

を
両
立
さ
せ
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、

今
の
よ
う
な
働
き
方
を
続
け
る
中
で
、
失
っ
て
い
る
も

の
が
大
き
い
と
い
う
思
い
は
正
直
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
男
性
に
対
し
て
は
、
家
庭
や
子
ど
も

に
対
し
て
も
う
ち
ょ
っ
と
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す

る
べ
き
だ
と
思
う
し
、
女
性
に
対
し
て
は
、
育
児
と
仕

事
が
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
で
は
な
く
て
、
育
児
で

も
社
会
で
も
力
を
発
揮
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ノ
ル
マ
を
課
し
て
が
む
し
ゃ
ら

に
働
か
せ
る
形
で
は
な
く
、
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
つ
つ
生
産
性
を
上
げ
る
形
に
な
る
よ
う
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
組
み
込
ん
だ
仕
組
み
が
で
き
れ
ば
い
い
な

と
思
い
ま
す
。

砂
川　

こ
う
い
う
生
活
が
し
た
い
と
か
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
働
き
た
い
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
皆
そ
れ
ぞ

れ
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ら
を
当
た
り
前
と

し
て
、
認
め
合
う
寛
容
な
社
会
に
な
れ
ば
い
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
利
害
の
ぶ
つ
か
り
合
い
は
あ
る
と
思

う
ん
で
す
が
、
子
ど
も
を
産
み
た
い
人
が
自
由
に
産
め

て
、
バ
リ
バ
リ
働
き
た
い
人
が
そ
う
で
き
る
よ
う
な
、

本
当
の
意
味
で
自
由
な
社
会
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
他
人
を

尊
重
し
合
う
と
い
う
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
か

な
っ
て
思
い
ま
す
。

井
手
口　

私
は
ず
っ
と
キ
ャ
リ
ア
志
向
を
持
っ
て
き
ま

し
た
が
、
子
ど
も
を
産
み
な
が
ら
働
い
て
い
る
人
の
考

え
方
を
こ
れ
ま
で
余
り
聞
く
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、

今
回
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
お
互
い
に
歩
み
寄

る
こ
と
が
大
切
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
っ
ち
が

働
い
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
じ
ゃ
な
く
て
、
働
か

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
、
ま
た
他
の
人
に
は
働
い
て
も

ら
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
大
切
に
し
て
、
さ
っ
き

言
っ
た
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
お
互
い
に
歩

み
寄
る
と
い
う
こ
と
が
結
局
は
良
い
方
向
に
つ
な
が
る

の
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。

寺
下　

管
理
職
に
占
め
る
女
性
の
割
合
に
つ
い
て
で
す

が
、
仕
事
だ
け
を
一
番
に
し
て
い
る
女
性
が
、
例
え
ば

20
％
ふ
え
て
30
％
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
正
直
、

今
後
の
日
本
が
心
配
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
当
の

意
味
で
の
「
女
性
が
輝
く
日
本
」
で
は
な
い
と
思
う
の

で
、
異
な
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
人
ど
う
し
が
歩
み
寄

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。
綺
麗
ご
と
か
も
し

れ
な
い
で
す
が
、
仕
事
を
し
な
が
ら
子
育
て
を
す
る
女

性
を
支
え
る
体
制
が
、
大
手
、
中
小
、
非
正
規
を
問
わ

ず
実
現
す
る
社
会
に
な
っ
て
い
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

石
橋　

私
は
、
体
を
壊
し
た
時
期
が
あ
り
、
時
短
勤
務

を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
職
場
に
迷
惑
を
か
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
つ
も
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
自
分
が
カ
バ
ー
し
て
不
満
を
感
じ
て
い
た
事
も
あ

れ
ば
、
カ
バ
ー
さ
れ
て
迷
惑
を
か
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
引
け
目
を
感
じ
る
側
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
リ
ス
ク
は
妊
娠
や
出
産
だ
け
じ
ゃ
な
い
し
女

性
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
親
の
介
護
や
自
分
の
病
気

な
ど
リ
ス
ク
な
ん
て
誰
に
で
も
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

自
分
の
考
え
方
や
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
、
と
り
ま
く
環
境

が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
自
分
が
他
人
に
迷

惑
を
か
け
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
と
違
う

価
値
観
の
人
に
い
か
に
興
味
を
持
っ
て
寄
り
添
え
る
か

と
い
う
の
が
す
ご
く
大
事
か
な
と
思
い
ま
す
。
私
自
身

も
今
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
る
最
中
で
す
し
、
皆
さ

ん
も
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
10
年
後
ぐ
ら
い
に
是
非
こ

の
議
論
を
し
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

西
村　

確
か
に
、
今
日
は
話
題
に
の
ぼ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
高
齢
化
が
進
む
中
、
介
護
と
仕
事
の
両
立
も
重

要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

　

皆
さ
ん
か
ら
非
常
に
無
駄
の
な
い
よ
い
意
見
を
た
く

さ
ん
い
た
だ
き
、
記
事
に
す
る
の
が
楽
し
み
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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今
回
は
、
水
に
関
す
る
現
実
の
現
象
や

問
題
を
経
済
学
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
全
く
こ
と
な
る
２
つ
の
シ
ー
ン
を
紹
介

し
て
み
ま
す
。

　

最
初
は
私
た
ち
が
毎
日
の
よ
う
に
目
に

し
て
い
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
で
す
。
私

は
田
舎
育
ち
で
、
子
供
の
こ
ろ
は
台
所
、

洗
面
所
、
お
風
呂
場
の
そ
れ
ぞ
れ
に
蛇
口

が
２
本
つ
い
て
い
ま
し
た
。
水
と
お
湯
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
本
か
ら
は
水
道
水

が
、
も
う
１
本
か
ら
は
井
戸
水
が
出
て
き

ま
し
た
。
と
て
も
美
味
し
い
水
だ
っ
た
た

め
井
戸
水
を
主
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

水
を
買
う
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え

ら
れ
な
い
状
況
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で

は
毎
日
の
よ
う
に
水
を
買
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
に
は
、
主
に
青
や
緑
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
お
茶
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
も
同
じ
よ
う
な
色
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
（
一
部
、
ま
さ
に
茶
色

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
）。
こ
の
ラ
ベ
ル

を
は
ず
す
と
、
ど
の
水
も
同
じ
よ
う
に
見

え
ま
す
し
、
ど
の
お
茶
も
似
た
よ
う
な
飲

み
物
に
見
え
ま
す
。
お
茶
は
ま
だ
分
か
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ラ
ベ
ル
を
は
ず
さ

れ
た
水
だ
け
だ
と
、
味
だ
け
で
ど
の
水
か

を
判
別
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
人
に
よ
っ
て
好
き
な
ブ

ラ
ン
ド
、
好
き
で
は
な
い
ブ
ラ
ン
ド
が
あ

り
ま
す
。
ま
っ
た
く
無
色
透
明
な
水
で

も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
を
工
夫
す

る
こ
と
で
、
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

味
だ
け
で
は
な
く
、
色
な
ど
に
よ
る
イ

メ
ー
ジ
も
、
人
の
選
択
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ワ
ン
シ
ー
ン

を
水
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
提
供
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

話
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
す
。
日
本
に

住
ん
で
い
る
私
た
ち
は
、
一
般
的
に
は
上

記
の
よ
う
に
飲
む
た
め
の
水
を
選
択
で
き

ま
す
し
、
ま
た
炊
事
、
洗
濯
、
風
呂
に
使

用
す
る
水
も
必
要
な
だ
け
蛇
口
を
ひ
ね
っ

て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
き
れ
い
な
水

は
普
通
に
身
の
回
り
に
存
在
し
ま
す
。
し

か
し
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す

が
、
世
界
を
見
渡
す
と
、
き
れ
い
な
水
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
も
た

く
さ
ん
存
在
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
た

ち
は
、
例
え
ば
５
人
以
上
の
家
族
の
た
め

に
１
日
に
多
く
て
も
数
十
リ
ッ
ト
ル
の
水

し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
料
理
、
洗
濯
、
炊
事
、
風
呂
す
べ
て

を
含
め
て
で
す
。
私
た
ち
が
利
用
し
て
い

る
中
で
最
も
進
化
し
た
水
洗
ト
イ
レ
の
１

回
の
水
量
が
約
４
リ
ッ
ト
ル
で
す
か
ら
、

い
か
に
少
な
い
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
自
分
で
井
戸
を
掘
っ

て
も
、
井
戸
の
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
て
健

康
を
害
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
足
り
な
い
分
は
こ
う
い
っ
た
井
戸
や
川

の
水
を
利
用
す
る
し
か
選
択
肢
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る

人
々
に
き
れ
い
な
水
を
供
給
す
る
た
め
に

は
、
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
誰
が
そ
の
費

用
を
負
担
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
先
進
国
の
人
々
で
し
ょ
う
か
、
途
上

国
の
富
裕
層
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も

彼
・
彼
女
ら
自
身
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ

も
彼
・
彼
女
ら
は
、
水
を
手
に
入
れ
る
た

め
に
お
金
を
支
払
う
意
思
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
費
用
を
だ
れ
が
負
担
す
る
の

か
、
そ
も
そ
も
費
用
を
か
け
て
水
を
供
給

す
る
べ
き
な
の
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

考
え
る
の
も
経
済
学
で
す
。 

■

東
田
　
啓
作
　
教
授
（
環
境
経
済
学
・
国
際
経
済
学
）

経
済
学
で
水
を
捉
え
る

2014年
5月29日
木曜日
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。
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ち
が
毎
日
の
よ
う
に
目
に

し
て
い
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
で
す
。
私

は
田
舎
育
ち
で
、
子
供
の
こ
ろ
は
台
所
、

洗
面
所
、
お
風
呂
場
の
そ
れ
ぞ
れ
に
蛇
口

が
２
本
つ
い
て
い
ま
し
た
。
水
と
お
湯
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
１
本
か
ら
は
水
道
水

が
、
も
う
１
本
か
ら
は
井
戸
水
が
出
て
き

ま
し
た
。
と
て
も
美
味
し
い
水
だ
っ
た
た

め
井
戸
水
を
主
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

水
を
買
う
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え

ら
れ
な
い
状
況
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で

は
毎
日
の
よ
う
に
水
を
買
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
に
は
、
主
に
青
や
緑
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
お
茶
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
も
同
じ
よ
う
な
色
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
（
一
部
、
ま
さ
に
茶
色

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
）。
こ
の
ラ
ベ
ル

を
は
ず
す
と
、
ど
の
水
も
同
じ
よ
う
に
見

え
ま
す
し
、
ど
の
お
茶
も
似
た
よ
う
な
飲

み
物
に
見
え
ま
す
。
お
茶
は
ま
だ
分
か
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ラ
ベ
ル
を
は
ず
さ

れ
た
水
だ
け
だ
と
、
味
だ
け
で
ど
の
水
か

を
判
別
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
人
に
よ
っ
て
好
き
な
ブ

ラ
ン
ド
、
好
き
で
は
な
い
ブ
ラ
ン
ド
が
あ

り
ま
す
。
ま
っ
た
く
無
色
透
明
な
水
で

も
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
を
工
夫
す

る
こ
と
で
、
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

味
だ
け
で
は
な
く
、
色
な
ど
に
よ
る
イ

メ
ー
ジ
も
、
人
の
選
択
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ワ
ン
シ
ー
ン

を
水
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
提
供
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

話
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
す
。
日
本
に

住
ん
で
い
る
私
た
ち
は
、
一
般
的
に
は
上

記
の
よ
う
に
飲
む
た
め
の
水
を
選
択
で
き

ま
す
し
、
ま
た
炊
事
、
洗
濯
、
風
呂
に
使

用
す
る
水
も
必
要
な
だ
け
蛇
口
を
ひ
ね
っ

て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
き
れ
い
な
水

は
普
通
に
身
の
回
り
に
存
在
し
ま
す
。
し

か
し
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す

が
、
世
界
を
見
渡
す
と
、
き
れ
い
な
水
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
も
た

く
さ
ん
存
在
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
た

ち
は
、
例
え
ば
５
人
以
上
の
家
族
の
た
め

に
１
日
に
多
く
て
も
数
十
リ
ッ
ト
ル
の
水

し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
料
理
、
洗
濯
、
炊
事
、
風
呂
す
べ
て

を
含
め
て
で
す
。
私
た
ち
が
利
用
し
て
い

る
中
で
最
も
進
化
し
た
水
洗
ト
イ
レ
の
１

回
の
水
量
が
約
４
リ
ッ
ト
ル
で
す
か
ら
、

い
か
に
少
な
い
か
が
分
か
り
ま
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
自
分
で
井
戸
を
掘
っ

て
も
、
井
戸
の
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
て
健

康
を
害
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
足
り
な
い
分
は
こ
う
い
っ
た
井
戸
や
川

の
水
を
利
用
す
る
し
か
選
択
肢
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る

人
々
に
き
れ
い
な
水
を
供
給
す
る
た
め
に

は
、
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
誰
が
そ
の
費

用
を
負
担
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私

た
ち
先
進
国
の
人
々
で
し
ょ
う
か
、
途
上

国
の
富
裕
層
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も

彼
・
彼
女
ら
自
身
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ

も
彼
・
彼
女
ら
は
、
水
を
手
に
入
れ
る
た

め
に
お
金
を
支
払
う
意
思
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
費
用
を
だ
れ
が
負
担
す
る
の

か
、
そ
も
そ
も
費
用
を
か
け
て
水
を
供
給

す
る
べ
き
な
の
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

考
え
る
の
も
経
済
学
で
す
。 

■

東
田
　
啓
作
　
教
授
（
環
境
経
済
学
・
国
際
経
済
学
）

経
済
学
で
水
を
捉
え
る

2014年
5月29日
木曜日
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学
生
時
代
に
は
家
庭
教
師
や
塾
講
師
、

店
頭
販
売
促
進
員
、
区
役
所
下
請
け
の
街

灯
点
検
係
な
ど
、
様
々
な
ア
ル
バ
イ
ト
を

経
験
し
た
。
当
時
の
こ
と
を
少
し
振
り

返
っ
て
み
た
い
。
ジ
ャ
ズ
に
夢
中
だ
っ
た

私
は
、
好
き
な
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
バ
イ

ト
料
が
貰
え
る
と
い
う
甘
い
考
え
で
、
大

音
量
で
ジ
ャ
ズ
を
聴
か
せ
る
カ
フ
ェ
（
当

時
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
呼
ば
れ
た
）
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
始
め
た
。
今
で
は
歴
史
的
遺
物
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
、
真
空

管
ア
ン
プ
と
大
き
な
ス
ピ
ー
カ
ー
で
ジ
ャ

ズ
を
聴
か
せ
る
よ
う
な
店
が
ま
だ
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
あ
っ
た
頃
の
話
だ
。

　

働
き
始
め
る
と
直
ぐ
に
自
分
の
考
え
の

甘
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
顧
客
へ
の
対

応
は
勿
論
、
食
器
洗
い
、
ゴ
ミ
処
理
に
ト

イ
レ
掃
除
と
仕
事
に
追
わ
れ
、
音
楽
に

じ
っ
く
り
と
耳
を
傾
け
て
い
る
よ
う
な
余

裕
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
多
様
な

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
個
性
的
な
演
奏
が
鳴

り
響
く
空
間
に
い
る
の
は
幸
せ
だ
っ
た
。

　

店
で
私
が
苦
手
と
し
た
仕
事
に
瓶
ビ
ー

ル
を
素
早
く
業
務
用
冷
蔵
庫
に
詰
め
る
と

い
う
作
業
が
あ
っ
た
。
瓶
の
首
を
指
の
間

に
挟
ん
で
何
本
も
同
時
に
冷
蔵
庫
へ
と
移

す
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
私
の
手

は
小
さ
く
指
は
短
い
。
あ
る
夏
の
夜
、
手

を
滑
ら
せ
て
ビ
ー
ル
を
一
本
落
と
し
て
し

ま
っ
た
。
ビ
ー
ル
瓶
が
床
に
落
ち
て
割
れ

る
と
、
店
長
が
間
髪
入
れ
ず
「
は
い
、
店

の
売
値
で
弁
償
し
て
」
と
言
っ
た
。
売
値

は
私
の
時
給
よ
り
も
高
か
っ
た
。「
あ
あ
、

阿
呆
臭
い
。」
つ
い
そ
ん
な
言
葉
が
私
の

口
か
ら
漏
れ
出
て
し
ま
っ
た
。
一
瞬
に
し

て
一
時
間
以
上
の
労
働
を
無
駄
に
し
て
し

ま
っ
た
情
け
な
さ
、
そ
し
て
仕
入
れ
価
格

で
は
な
く
顧
客
へ
の
提
供
価
格
で
弁
済
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
対
す
る
不
満
が

思
わ
ず
口
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ

れ
を
聞
い
た
店
長
は
、「
そ
う
か
、
阿
呆

臭
い
か
」
と
だ
け
言
っ
た
。

　

仮
に
ビ
ー
ル
の
仕
入
れ
価
格
を
２
０
０

円
、
店
で
の
提
供
価
格
を
５
０
０
円
と
し

よ
う
。
な
ぜ
２
０
０
円
で
は
な
く
、
５
０
０

円
弁
済
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
経

済
学
を
学
ぶ
う
ち
に
そ
の
疑
問
は
解
消
さ

れ
た
。
私
が
手
を
滑
ら
せ
た
こ
と
で
、
本

来
な
ら
店
の
収
入
と
な
る
は
ず
だ
っ
た

５
０
０
円
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ

が
、
経
済
学
で
は
そ
れ
を
機
会
費
用
と
呼

ぶ
。
つ
ま
り
私
は
機
会
費
用
で
ビ
ー
ル
を

買
い
取
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
わ
け
だ
。

　

そ
の
夜
、
閉
店
時
間
を
迎
え
て
帰
り
支

度
を
し
て
い
る
私
を
店
長
が
呼
び
止
め

た
。「
こ
の
先
の
角
に
自
動
販
売
機
が
あ

る
か
ら
缶
ビ
ー
ル
を
２
本
買
っ
て
き
て
く

れ
。
一
緒
に
飲
も
う
。」
そ
う
言
っ
て
百

円
玉
を
数
枚
私
の
手
に
握
ら
せ
た
。
働
き

詰
め
で
疲
れ
た
夏
の
夜
、
客
の
い
な
い
静

か
な
店
で
店
長
と
二
人
で
立
ち
飲
み
し
た

缶
ビ
ー
ル
は
こ
の
上
な
く
旨
か
っ
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。「
お
疲
れ
様
」と
一
言
、

後
は
黙
っ
て
ビ
ー
ル
を
飲
む
店
長
の
横
に

立
っ
て
、
未
熟
者
の
私
は
何
か
を
学
び
と

ろ
う
と
し
た
。
兎
に
角
今
は
た
だ
黙
っ
て

こ
の
人
か
ら
、
こ
の
経
験
か
ら
何
か
を
学

ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
。
そ
の
日

の
経
験
が
機
会
費
用
と
い
う
経
済
学
の
概

念
と
結
び
つ
い
た
の
は
ず
っ
と
後
に
な
っ

て
か
ら
の
事
だ
っ
た
。

　

今
改
め
て
思
う
。
師
も
経
済
学
も
至
る

所
に
あ
り
。
ど
ん
な
事
か
ら
で
も
何
か
を

学
び
と
ろ
う
と
す
る
自
分
の
意
思
ひ
と
つ

で
、
日
々
の
些
末
な
出
来
事
が
大
学
の
講

義
や
教
科
書
を
通
じ
た
学
び
に
生
命
を
吹

き
込
ん
で
く
れ
る
事
も
あ
れ
ば
、
何
気
な

い
日
々
の
出
来
事
に
授
業
で
学
ん
だ
経
済

学
の
視
点
が
大
き
な
意
味
付
け
を
し
て
く

れ
る
事
も
あ
る
。
一
見
接
点
の
無
さ
そ
う

な
両
者
を
結
び
付
け
る
事
が
で
き
る
の

は
、
大
学
の
先
生
で
も
バ
イ
ト
先
の
店
長

で
も
な
い
。
自
分
自
身
だ
け
な
の
だ
。 

■

藤
井
英
次
　
教
授
（
国
際
金
融
論
）

師
と
経
済
学
は
至
る
所
に： 

ジ
ャ
ズ・カ
フ
ェ
で
機
会
費
用
を
学
ぶ

2014年
6月2日
月曜日



Econo Forum 21／ No.2131

シリーズチャペル＜経済と人間＞
　

結
果
か
ら
原
因
を
推
測
す
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
体

調
が
悪
く
て
病
院
に
行
っ
た
と
し
ま
す
。

医
師
は
診
察
を
し
て
症
状
（
結
果
）
を
観

察
し
、
ど
の
よ
う
な
病
気
（
原
因
）
が
こ

の
よ
う
な
症
状
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
か

を
考
え
ま
す
。
い
く
つ
か
の
病
気
が
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
一
番
可

能
性
が
高
い
も
の
が
診
断
結
果
と
な
り
ま

す
。
ど
の
病
気
が
可
能
性
が
高
い
か
を
医

師
が
決
め
る
た
め
に
は
、
症
状
に
加
え

て
、
患
者
の
特
徴
や
自
身
の
経
験
や
知
識

を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
を
下
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
同
様
の
例
は
、
マ
ク
ロ
経
済
政
策

の
立
案
に
お
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。
政
府
は
統
計
デ
ー
タ
を
集
め
て
き

て
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
行
う
か
を
決
定

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
こ
の

よ
う
な
デ
ー
タ
（
結
果
）
で
あ
れ
ば
、
経

済
の
状
態（
原
因
）が
こ
う
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
政
策
が
効
果
的
で
あ
る
と
判
断
を
下

す
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
も
、
先
ほ
ど
の
病

気
の
例
と
同
様
、
国
の
特
徴
や
政
府
の
こ

れ
ま
で
の
経
験
や
知
識
を
考
慮
に
入
れ
て

判
断
が
下
さ
れ
ま
す
。

　

さ
て
こ
の
よ
う
な
推
測
は
、
科
学
的
に

は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
定
式
化

さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
す
。
発
見
者
は
ト
ー
マ
ス
・
ベ
イ
ズ
と

い
う
イ
ギ
リ
ス
の
牧
師
で
、
１
７
４
０
年

代
に
発
見
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
標
準

的
な
統
計
学
の
テ
キ
ス
ト
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
ベ
イ
ズ
の
定
理
と
は
、
あ
る
結
果
が

観
察
さ
れ
た
と
き
に
、
考
え
ら
れ
る
い
く

つ
か
の
原
因
の
確
率
を
計
算
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、「
事
後
確
率

は
事
前
確
率
と
尤
度
の
積
に
比
例
す
る
」

と
い
う
式
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
式

を
理
解
す
る
た
め
に
、
簡
単
な
例
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

コ
イ
ン
を
投
げ
て
表
が
出
る
確
率
を
知

り
た
い
と
し
ま
す
。
普
通
コ
イ
ン
の
表
が

出
る
確
率
も
裏
が
出
る
確
率
も
同
じ
と
考

え
ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
か
ど
う
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
確
率
１
／
２
か
も

し
れ
な
い
し
、
１
／
３
か
も
し
れ
な
い

し
、５
／
６
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で「
表

が
出
る
確
率
」
の
確
率
を
考
え
ま
す
。
こ

れ
は
投
げ
る
前
に
人
が
持
つ
信
念
と
い
え

る
も
の
で
、
こ
の
確
率
の
確
率
の
こ
と
を

事
前
確
率
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
コ
イ
ン
を
何
回
か
投
げ
ま
す
。

５
回
投
げ
て
５
回
と
も
表
が
出
た
と
す
れ

ば
、
表
が
出
る
確
率
は
高
め
で
あ
る
と
予

想
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
ど
の

よ
う
に
表
す
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う

か
？

　

も
し
表
が
出
る
確
率
が
分
か
っ
て
い
れ

ば
、確
率
で
表
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。（
表

が
出
る
確
率
を
p
と
す
れ
ば
p
の
５
乗

で
す
。）
こ
れ
は
、
表
が
出
る
確
率
が
分

か
っ
て
い
る
下
で
の
デ
ー
タ
の
確
率
で
、

尤
度
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

ベ
イ
ズ
の
定
理
が
言
っ
て
い
る
こ
と

は
、
何
回
か
投
げ
た
後
で
の
表
が
出
る
確

率
の
確
率
（
こ
れ
は
事
後
確
率
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
）
は
事
前
確
率
と
尤
度
の
積
に

比
例
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
少
し
直
感
的
に
言
う
と
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。
人
は
当
初
な
ん
ら
か
の

信
念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
情
報
が

増
え
る
に
従
っ
て
更
新
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
そ
の
更
新
方
法
は
ベ
イ
ズ
の
定

理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
信
念
と

デ
ー
タ
の
出
や
す
さ
に
基
づ
い
て
更
新
さ

れ
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
ベ
イ
ズ
の

定
理
に
従
っ
た
更
新
を
ベ
イ
ズ
更
新
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
人
は
結
果
か
ら
原

因
を
推
測
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば

行
っ
て
い
ま
す
が
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
を
用

い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
少
し
科
学
的
な
意

思
決
定
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

■

宮
脇
幸
治
　
准
教
授
（
計
量
経
済
学
）

結
果
か
ら
原
因
を
推
測
す
る

と
い
う
こ
と

2014年
6月5日
木曜日
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私
は
信
号
の
な
い
横
断
歩
道
が
怖
い
。
歩
行

者
の
私
は
、
あ
の
白
い
縞
模
様
を
見
る
た
び
に

心
拍
数
が
上
が
る
の
を
感
じ
る
。
な
ぜ
そ
ん
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
話
は
８
年
前

の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
旅
行
に
さ
か
の
ぼ
る
。

そ
の
こ
ろ
、
私
と
家
族
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

の
自
然
や
食
べ
物
が
気
に
入
り
は
じ
め
、
大
学

の
春
休
み
を
利
用
し
て
、
レ
ン
タ
カ
ー
で
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
南
島
を
巡
る
旅
を
企
画
し
た
。

南
島
の
最
大
都
市
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の
市

街
を
気
持
ち
よ
く
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
突
然
大
き
な
怒
鳴
り
声
が
車
の
背
後
か
ら

聞
こ
え
た
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
を
の
ぞ
く
と
、
道

端
で
お
ば
あ
さ
ん
が
セ
ー
タ
ー
を
頭
上
で
大
き

く
振
り
回
し
な
が
ら
私
た
ち
の
車
に
向
か
っ
て

叫
ん
で
い
る
。
お
ば
あ
さ
ん
は
、
な
ぜ
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
私
に
怒
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
私

が
横
断
歩
道
で
停
止
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。「
横

断
歩
道
に
お
い
て
は
、
歩
行
者
が
脇
に
い
る
と

き
は
停
止
す
る
、
た
と
え
歩
行
者
が
い
な
く
て

も
徐
行
す
る
。」
そ
ん
な
こ
と
く
ら
い
運
転
免
許

を
取
っ
た
と
き
に
は
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ

た
。
し
か
し
、
日
本
で
何
年
も
車
を
運
転
す
る

う
ち
に
、
横
断
歩
道
の
存
在
に
さ
え
、
ほ
と
ん

ど
気
に
留
め
な
い
「
違
法
ド
ラ
イ
バ
ー
」
に
私

は
な
っ
て
い
た
の
だ
。
日
本
に
は
当
時
の
私
の

よ
う
な
ド
ラ
イ
バ
ー
が
９
割
以
上
い
る
と
さ
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で

は
歩
行
者
が
近
く
に
い
る
横
断
歩
道
で
は
、
ほ

ぼ
確
実
に
自
動
車
が
一
時
停
止
す
る
。
両
国
の

道
路
交
通
法
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
、

な
ぜ
こ
れ
ま
で
に
状
況
は
違
う
の
だ
ろ
う
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
モ
ラ

ル
が
高
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
私
は
自
分
の
個
人
的
経
験
か
ら
、

人
格
的
な
成
熟
度
と
い
う
点
で
は
両
国
の
平
均

的
な
国
民
に
大
き
な
差
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
。
実
は
ゲ
ー
ム
理
論
と
い
う
考
え
方
を
用
い

る
と
、
全
く
同
等
な
ド
ラ
イ
バ
ー
と
歩
行
者
を

前
提
と
し
て
も
、
あ
る
場
所
で
は
常
に
歩
行
者

が
優
先
さ
れ
、
別
の
場
所
で
は
常
に
ド
ラ
イ
バ
ー

が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
ど
ち
ら
も
安
定

的
な
「
均
衡
」
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
。
い
っ
た
ん
ど
ち
ら
か
の
均
衡

が
成
立
す
れ
ば
、
そ
れ
を
自
ら
逸
脱
す
る
行
為

は
、
自
分
に
と
っ
て
の
損
を
意
味
す
る
。
た
と

え
ば
、
歩
行
者
が
常
に
「
待
っ
て
く
れ
る
」
日

本
で
は
、
警
察
も
横
断
歩
道
の
無
視
を
取
り
締

ま
ら
な
い
か
ら
か
、
車
の
運
転
手
は
違
法
行
為

を
行
っ
て
さ
っ
さ
と
通
り
抜
け
た
ほ
う
が
、
面

倒
で
な
く
て
よ
い
と
思
う
の
だ
ろ
う
し
、
そ
う

い
う
車
が
十
分
に
多
い
限
り
、
歩
行
者
が
日
本

の
慣
習
に
従
わ
な
い
こ
と
は
怪
我
や
死
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
日
本

に
遊
び
に
来
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
友
人
は

日
本
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
横
断
歩
道
で
攻
撃
的
な

の
に
は
驚
い
た
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い

た
。
私
は
横
断
歩
道
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
環
境
が
好
き
だ
。
法
律
で
決
ま
っ
て

い
る
か
ら
で
は
な
く
、
物
理
的
に
脅
威
を
与
え

る
存
在
で
あ
る
車
の
方
が
弱
者
で
あ
る
歩
行
者

に
優
し
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
精
神
が
心
地
よ
い

か
ら
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
日
本
の
状
況
を
変
え
る
こ
と
は

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
可
能
だ
と
思
う
。

た
と
え
ば
、
政
府
が
音
頭
を
と
り
、
百
貨
店
な

ど
が
そ
れ
に
乗
っ
て
普
及
さ
せ
た
「
ク
ー
ル
・

ビ
ズ
」
な
ど
は
、
私
個
人
に
大
き
な
恩
恵
を
も

た
ら
し
て
く
れ
た
。
ク
ー
ル
・
ビ
ズ
や「
ワ
ー
ム
・

ビ
ズ
」
が
流
行
す
る
前
ま
で
は
、
ほ
ぼ
毎
日
ネ

ク
タ
イ
を
し
て
授
業
を
し
て
い
た
私
も
、
今
や

ネ
ク
タ
イ
は
卒
業
式
の
日
に
し
か
す
る
こ
と
が

無
く
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
定
着
し
て
い
る
慣

習
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
必
要
な
の
は
、
十
分

に
多
い
人
た
ち
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
、
そ

れ
ま
で
の
慣
習
か
ら
外
れ
た
行
動
を
と
り
始
め

る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
日
本
の
歩
行
者
の
大
半

が
道
路
交
通
法
に
定
め
ら
れ
た
横
断
歩
道
に
関

す
る
権
利
を
主
張
し
て
、
い
っ
せ
い
に
横
断
歩

道
で
待
つ
こ
と
を
や
め
れ
ば
、
日
本
に
も
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
横
断
歩
道
が
現
れ
る
だ

ろ
う
。
要
は
ド
ラ
イ
バ
ー
に
あ
る
確
率
以
上
で

横
断
歩
道
を
渡
る
歩
行
者
が
い
る
こ
と
を
認
識

さ
せ
る
こ
と
な
の
だ
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
帰
っ
た
後
、
車
を

運
転
し
て
い
る
と
き
に
は
常
に
横
断
歩
道
が
気

に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
横
断
歩
道
で
一
時
停

止
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
楽
し
み
が
待
っ
て

い
る
。
た
い
て
い
の
歩
行
者
は
、
少
し
た
め
ら

い
、
対
向
車
線
か
ら
車
が
来
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
、
軽
く
会
釈
を
し
て
足
早
に
横
断
歩

道
を
渡
っ
て
く
れ
る
。
中
に
は
大
き
く
手
を
振
っ

て
微
笑
み
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
子
供
も
い

る
。
ま
た
、
こ
っ
ち
が
止
ま
る
と
、
対
向
車
線

の
車
も
止
ま
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
の
満
足
感
へ

の
プ
ラ
ス
と
な
る
。

　

問
題
は
歩
行
者
と
し
て
の
自
分
だ
。
し
ば
ら

く
の
間
、
私
は
横
断
歩
道
で
あ
え
て
「
飛
び
出

す
」
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
別
に
急
い
で

い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
危
険
な
こ
と
を
す

る
自
分
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

私
は
横
断
歩
道
を
怖
が
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
今
で
は
た
と
え
10
メ
ー
ト
ル
さ
き
に

横
断
歩
道
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
え
て
車
道

を
横
切
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
横
断
歩
道
に
立

つ
と
つ
い
つ
い
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
し
て
し
ま
う

か
ら
だ
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、「
い
っ
そ
の
こ
と

日
本
に
横
断
歩
道
な
ん
て
な
か
っ
た
ら
い
い
の

に
」
と
い
う
思
い
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。 

■

松
枝
法
道
　
教
授
（
環
境
経
済
学
）

恐
怖
の
横
断
歩
道

2014年
6月6日
金曜日
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我
が
国
の
経
済
や
国
民
生
活
は
、
中
国

経
済
や
社
会
さ
ら
に
文
化
の
展
望
に
大
き

く
依
存
し
て
い
る
。
私
は
中
国
の
中
興
通

訊
や
華
為
技
術
な
ど
の
先
端
企
業
、
中
国

石
油
化
工
集
団
公
司
、
国
家
電
網
公
司
な

ど
の
国
有
企
業
を
訪
れ
る
の
が
好
き
で
あ

る
。
現
場
で
ト
ッ
プ
の
説
明
を
う
け
た
ま

わ
る
と
、
共
通
し
て
ひ
と
つ
の
思
想
が
感

じ
ら
れ
る
。
そ
の
宗
旨
は
次
の
名
文
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。「
明
君
は
、
微
の
幾
を

視
、
細
の
大
を
聴
き
、
内
を
以
っ
て
外
に

和
し
、
外
を
以
っ
て
内
に
和
す
。」『
便
宜

十
六
策
』。
衆
目
の
一
致
す
る
「
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
」
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開

さ
れ
る
現
場
で
の
仕
事
を
制
し
、
さ
ら
に

ひ
と
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

中
国
は
世
界
の
政
治
や
経
済
を
す
こ
ぶ

る
牽
引
し
て
い
る
。
滔
々
と
流
れ
る
歴

史
、
多
く
の
民
を
か
か
え
る
人
口
さ
ら
に

発
展
の
余
地
を
残
し
た
潜
在
力
は
、
世
界

地
図
を
見
渡
し
て
も
屈
指
の
存
在
で
あ

る
。
世
界
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
見
取
り

図
を
え
が
く
に
は
、
中
国
企
業
の
土
台
に

流
れ
る
歴
史
的
な
「
精
神
」
に
つ
い
て
一

考
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

立
憲
君
主
政
体
を
樹
立
し
、
ひ
ろ
く
民

意
の
反
映
を
主
張
し
た
康
有
為
は
、
国
民

が
と
も
に
載
（
い
た
だ
）
い
て
心
か
ら
服

す
る
も
の
と
し
て
孔
教
を
か
か
げ
る
。
そ

れ
を
た
ん
に
「
述
而
不
作
」
と
し
て
で
は

な
く
、
歴
史
を
変
化
さ
せ
る
ひ
と
び
と
の

主
体
的
参
加
の
実
道
と
考
え
て
い
る
。「
大

同
な
る
は
、
こ
れ
固
よ
り
公
理
な
り
。
然

れ
ど
も
も
の
斉
し
か
ら
ざ
る
は
、
も
の
の

情
な
り
。
…
も
の
の
才
性
・
知
識
・
形
状

の
以
て
平
等
に
す
べ
き
者
あ
り
て
、
及
ち

以
て
平
等
に
し
て
こ
れ
を
行
ふ
べ
し
。
強

ふ
る
に
国
律
を
以
て
し
、
迫
る
に
君
勢
を

以
て
し
、
率
は
す
に
公
理
を
以
て
す
る
と

雖
も
、
亦
た
行
ふ
能
は
ざ
る
者
あ
り
。」

（『
大
同
書
』）。
文
面
に
、
ひ
と
の
あ
り

方
を
表
わ
し
た
高
い
精
神
性
が
示
さ
れ
て

い
る
。
す
が
す
が
し
い
。
あ
ら
ま
し
は
、

春
秋
公
羊
学
に
学
ぶ
と
こ
ろ
の
「
仁
」
に

通
じ
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
大
切
な
と
こ

ろ
は
、「
済
民
」
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
こ
こ
に
「
井
田
は

仁
の
極
み
で
あ
る
」
と
い
う
孟
子
の
こ
と

ば
が
よ
み
が
え
る
。
一
八
九
五
年
、
科
挙

の
会
試
で
北
京
に
き
て
い
た
康
有
為
は
、

い
く
ど
も
全
国
の
挙
人
か
ら
の
署
名
を
光

緒
帝
に
上
書
し
、
や
が
て
目
に
留
ま
る
と

こ
ろ
と
な
る
。中
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な「
中

体
西
用
」
の
姿
が
展
望
さ
れ
る
、
戊
戌
変

法
の
う
ね
り
が
お
こ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
一
九
九
九
年
、
馬
雲
は
企
業
間
の

電
子
商
取
引
サ
イ
ト
か
ら
「
ア
リ
バ
バ
」

を
創
業
す
る
。
通
販
サ
イ
ト
の
流
通
総
額

は
二
〇
一
二
年
で
一
・
一
兆
元
に
達
し
、

米
国
ア
マ
ゾ
ン
や
日
本
の
楽
天
を
は
る
か

に
上
回
る
。
第
三
者
支
払
い
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
「
ア
リ
ペ
イ
」
は
、
購
入
者
と

販
売
者
の
中
間
で
信
用
を
担
保
し
、
取
引

の
公
共
性
と
透
明
性
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
た
。
会
場
で
氏
に
会
っ
た
と
き
、
聴

衆
に
語
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。「
山

河
在
、
明
无
余
物
矣
、
草
木
深
、
明
无
人

矣
。」「
剛
、
毅
、
木
、
訥
は
、
仁
に
ち
か

し
。」
文
化
や
技
術
を
支
え
て
き
た
す
ば

ら
し
い
知
恵
が
感
じ
ら
れ
る
。
康
有
為
と

同
様
、「
恭
」
と
「
信
」
を
基
本
に
据
え
、

恵
敏
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
れ
た
「
社
会
的

イ
ン
フ
ラ
」
が
、
米
国
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
を
凌
ぐ
証
券
取
引
委
員
会
の
新
規
株
式

公
開
（
Ｉ
Ｐ
Ｏ)

を
生
ん
だ
こ
と
は
、
世

界
の
人
々
が
そ
の
営
為
を
認
め
た
こ
と
の

証
左
で
あ
ろ
う
。

 

■

桑
原
秀
史
　
教
授
（
産
業
組
織
論
・
公
共
経
済
学
）

中
国
経
済
と
企
業
家
精
神

2014年
6月9日
月曜日
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２
０
１
４
年
６
月
に
研
修
で
ポ
ー
ラ
ン

ド
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の
一

員
と
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
変
貌
ぶ
り
が
印
象
的
な
滞
在
で
あ
っ

た
。
日
本
に
帰
国
す
る
前
夜
に
、
首
都
ワ

ル
シ
ャ
ワ
で
財
布
を
な
く
し
た
。
鉄
道
の

駅
か
ら
ホ
テ
ル
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
移
動
し

た
時
、
同
乗
者
に
小
銭
を
借
り
て
支
払
い

を
済
ま
せ
た
あ
と
、
う
っ
か
り
助
手
席
に

財
布
を
置
き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
す

ぐ
に
気
づ
い
て
タ
ク
シ
ー
を
捜
し
た
が
、

も
う
走
り
去
っ
た
あ
と
だ
っ
た
。
運
転
手

が
次
の
客
に
急
い
で
向
か
お
う
と
し
て
い

た
た
め
、レ
シ
ー
ト
も
も
ら
っ
て
い
な
い
。

　

ま
あ
無
駄
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
そ
れ

で
も
ひ
ょ
っ
と
し
て
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ

う
か
と
、
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
に
事
情
を

話
し
た
ら
、
そ
の
晩
の
う
ち
に
駅
で
営
業

し
て
い
た
無
線
タ
ク
シ
ー
３
社
を
確
認
し

て
財
布
を
捜
す
よ
う
に
連
絡
し
て
く
れ

た
。
次
の
日
の
朝
は
タ
ク
シ
ー
各
社
か
ら

何
の
連
絡
も
な
く
、
す
ぐ
に
カ
ー
ド
を
止

め
る
手
続
き
を
し
た
。
現
地
通
貨
の
現
金

１
万
円
ほ
ど
と
、
一
緒
に
入
れ
て
い
た
日

本
の
Ｊ
Ｒ
の
カ
ー
ド
定
期
が
も
っ
た
い
な

い
と
思
い
つ
つ
。

　

そ
の
後
ワ
ル
シ
ャ
ワ
滞
在
最
終
日
の
用

件
を
済
ま
せ
て
か
ら
空
港
に
向
か
う
た
め

に
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
き
た
ら
、
タ
ク
シ
ー

の
運
転
手
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、
そ
の
日
は
彼
の
出
勤
日
で
は
な

く
財
布
を
ホ
テ
ル
に
届
け
る
の
は
無
理
だ

と
い
う
。
届
け
ら
れ
た
財
布
を
あ
と
で
日

本
に
送
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
ホ
テ
ル

に
頼
ん
で
み
た
が
、
断
ら
れ
た
。
直
接
、

教
え
て
も
ら
っ
た
運
転
手
の
携
帯
に
何
度

か
電
話
を
し
て
も
通
じ
な
い
。
や
む
を
得

ず
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
在
住
の
知
人
に
受
け
取

り
と
送
付
を
お
願
い
し
て
帰
国
の
途
に
つ

い
た
。

　

帰
国
後
す
ぐ
、
知
人
か
ら
財
布
を
受
け

取
っ
た
が
、
カ
ー
ド
類
や
定
期
券
は
無
事

で
、
現
金
は
な
か
っ
た
、
と
連
絡
が
あ
っ

た
。「
し
か
た
が
な
い
で
す
ね
」
と
知
人

は
言
い
、「
カ
ー
ド
が
不
正
使
用
も
な
く

無
事
で
何
よ
り
」
と
、
こ
ち
ら
も
胸
を
な

で
下
ろ
し
た
。

　

か
つ
て
滞
在
し
て
い
た
社
会
主
義
時
代

末
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
ら
、
タ
ク

シ
ー
に
財
布
を
忘
れ
た
時
点
で
直
ち
に
、

財
布
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
完
全
に
あ
き

ら
め
て
い
た
だ
ろ
う
。（
当
時
、
カ
ー
ド

と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
。）
ポ
ー
ラ
ン

ド
は
ま
だ
貧
し
か
っ
た
か
ら
、
だ
け
で
は

な
い
。
国
営
の
建
設
会
社
で
働
く
労
働
者

は
、
終
業
後
に
自
分
が
管
理
す
る
会
社
の

資
材
を
利
用
し
て
サ
イ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
の
請

負
工
事
に
精
を
出
し
、
国
営
商
店
の
販
売

員
は
、
流
通
に
乗
り
に
く
い
貴
重
な
食
品

や
日
用
品
を
、
家
族
や
知
人
に
回
す
た
め

に
デ
ス
ク
の
下
に
隠
し
て
い
た
。
社
会
主

義
計
画
経
済
の
下
で
、
国
営
企
業
の
倫
理

感
と
、
個
人
の
倫
理
感
が
結
び
つ
き
に
く

い
時
代
で
あ
り
、
置
き
忘
れ
た
も
の
は
、

消
え
る
社
会
だ
っ
た
の
だ
。

　

ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
が
タ
ク
シ
ー
会
社

を
探
し
て
連
絡
し
て
く
れ
、
財
布
と
カ
ー

ド
は
戻
っ
て
く
る
今
の
時
代
か
ら
振
り
返

れ
ば
、
当
時
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
、
国
民

の
気
質
と
し
て
不
誠
実
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
倫
理
や
職
業
上
の
個

人
の
責
任
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
間
違
い

な
く
き
わ
め
て
社
会
的
な
、
そ
し
て
時
代

の
基
礎
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
。
翻
っ

て
思
う
に
、
日
本
人
の
心
遣
い
や
親
切

が
、
日
本
の
「
お
も
て
な
し
」
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
が
、

日
本
人
に
備
わ
っ
た
民
族
的
な
気
質
だ
と

い
う
言
わ
れ
方
が
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
体
験
で
あ
っ
た
。

 

■

藤
井
和
夫
　
教
授
（
西
洋
経
済
史
）

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
考
え
た
こ
と

2014年
6月12日
木曜日
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今
日
の
日
本
で
は
道
徳
が
混
沌
と
し
た

状
況
に
あ
る
。
何
を
信
じ
る
か
、
何
に
価

値
を
置
く
か
が
定
ま
り
に
く
い
。
あ
え
て

言
え
ば
、
最
も
普
及
し
て
い
る
道
徳
観
・

価
値
観
は
、「
良
い
就
職
」
な
い
し
「
高

い
年
収
」
だ
ろ
う
。
私
も
含
め
て
多
く
の

人
々
は
、
人
生
の
前
半
期
に
は
、
漠
然
と

こ
れ
ら
を
め
ざ
し
て
競
争
し
（
受
験
競

争
・
出
世
競
争
）、
そ
し
て
人
生
の
後
半

期
に
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
人
を
評
価
し
が

ち
で
あ
る
。
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
、

と
き
に
は
塾
や
予
備
校
も
含
む
、
長
き
に

わ
た
る
教
育
が
、ひ
と
え
に「
職
の
た
め
」

「
金
の
た
め
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
役

立
た
な
い
知
識
を
テ
ス
ト
や
宿
題
を
通
じ

て
無
理
に
学
ば
さ
れ
る
こ
と
は
、
単
な
る

苦
行
で
し
か
な
い
。「
自
分
は
何
の
た
め

に
勉
強
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑

問
を
感
じ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

現
代
日
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
意

味
で
の
「
拝
金
主
義
」
の
過
熱
を
制
御
で

き
る
ほ
ど
に
強
力
な
道
徳
観
は
、
残
念
な

が
ら
大
学
の
中
に
さ
え
僅
か
し
か
残
存
し

な
い
よ
う
に
思
う
。
経
済
学
部
の
教
員
の

一
人
と
し
て
、
私
は
自
分
の
無
力
さ
を
痛

感
す
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う

な
資
本
主
義
の
暴
走
を
引
き
起
こ
し
た
の

も
ま
た
、
道
徳
な
き
経
済
至
上
主
義
だ
っ

た
。
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

が
、
私
は
健
全
な
市
場
経
済
の
発
展
の
た

め
に
、
道
徳
と
経
済
の
結
び
つ
き
を
回
復

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

　

渋
沢
栄
一
（
一
八
四
〇-

一
九
三
一
）

の
『
論
語
と
算
盤
』（
一
九
一
六
）
は
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
ま
さ
に
道

徳
と
経
済
（
富
）
の
両
立
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
渋
沢
は
近
代
日
本
の
実
業
界
・

財
界
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
り
、
わ
が

国
の
銀
行
制
度
の
整
備
に
尽
力
し
た
ほ

か
、
四
〇
〇
を
超
え
る
会
社
の
設
立
に
関

わ
り
、
近
代
的
会
社
制
度
の
発
展
に
も
大

貢
献
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
は

「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
言
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
実
際
、
明
治
以
降
の
わ
が
国

の
近
代
史
を
学
べ
ば
、
彼
の
名
が
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
登
場
す
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ

う
。

　

わ
が
国
で
は
武
士
道
的
価
値
観
の
影
響

も
あ
り
、
金
銭
は
卑
し
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
考
え
が
根
強
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
偏
っ
た
考
え
で
あ
り
、
金
銭
自
体
は
悪

で
も
善
で
も
な
い
。
そ
れ
が
悪
に
な
る
か

善
に
な
る
か
は
、
そ
の
持
ち
主
の
行
動
次

第
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
行
動
と
は
、
①

そ
の
貨
幣
を
ど
ん
な
方
法
で
手
に
入
れ
た

か
、
②
そ
の
貨
幣
を
何
に
使
う
か
、
の
２

つ
で
あ
り
、
こ
の
２
種
類
の
行
動
の
中
に

そ
の
人
の
貨
幣
的
「
人
格
」
が
如
実
に
表

れ
て
く
る
。
金
銭
を
醜
い
も
の
に
し
た
り

美
し
い
も
の
に
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
の

①
②
に
よ
っ
て
顕
示
さ
れ
る
人
間
の
行
動

な
の
で
あ
る
。
今
な
お
金
銭
が
卑
し
い
も

の
と
見
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

金
銭
所
有
者
の
行
動
が
卑
し
い
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

渋
沢
の
『
論
語
と
算
盤
』
は
、
道
徳
と

富
の
両
立
の
た
め
に
、
以
上
の
よ
う
な
金

銭
所
有
者
の
責
任
を
強
調
し
て
い
る
。
現

代
日
本
は
世
界
屈
指
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
誇
っ
て

い
る
が
、
そ
の
膨
大
な
所
得
を
生
み
だ
し

た
り
消
費
し
た
り
す
る
中
で
、
一
体
ど
れ

ほ
ど
の
人
々
が
憎
み
あ
い
、
苦
し
み
、
そ

し
て
「
負
け
組
」
と
呼
ば
れ
て
蔑
ま
れ
、

合
法
的
に
抑
圧
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
ろ

う
。
わ
が
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
数
字
の
上
で
は

尊
敬
に
値
す
る
が
、
前
述
の
①
②
の
観
点

か
ら
見
て
尊
敬
に
値
す
る
か
否
か
は
、
は

な
は
だ
疑
問
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
経
済

を
倫
理
的
に
尊
敬
し
な
い
者
が
、
は
た
し

て
経
済
学
を
尊
敬
で
き
る
の
か
。
倫
理
的

に
は
醜
い
学
問
で
も
、「
職
の
た
め
」「
金

の
た
め
」
に
は
役
立
つ
の
で
我
慢
し
て
学

ぼ
う
と
い
う
姿
勢
で
は
、
あ
ま
り
に
も
悲

し
い
。 

■

本
郷
　
亮
　
教
授
（
経
済
学
史
）

渋
沢
栄
一『
論
語
と
算
盤
』

2014年
6月13日
金曜日
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マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
に
は
、
主
人
か

ら
大
き
な
借
金
を
許
し
て
も
ら
っ
た
使
用

人
が
、
自
分
に
対
し
て
小
さ
な
借
金
が
あ

る
仲
間
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
獄
に
入
れ

ら
れ
た
話
が
あ
る
。
こ
の
聖
書
の
話
は
互

い
に
許
し
あ
う
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
あ

る
。

　
『
天
国
は
王
た
ち
が
僕
た
ち
と
決
算
を

す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
決
算
が
始
ま
る

と
、
一
万
タ
ラ
ン
ト
の
負
債
の
あ
る
者

が
、
王
の
と
こ
ろ
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
。

…
僕
の
主
人
は
あ
わ
れ
に
思
っ
て
、
彼
を

ゆ
る
し
、
そ
の
負
債
を
免
じ
て
や
っ
た
。

そ
の
僕
が
出
て
い
く
と
、
百
デ
ナ
リ
を
貸

し
て
い
る
一
人
の
仲
間
に
出
会
い
、
彼
を

…
獄
に
入
れ
た
。
…
そ
こ
で
こ
の
主
人
は

彼
を
呼
び
つ
け
て
、『
悪
い
僕
、
私
が
あ

わ
れ
ん
で
や
っ
た
よ
う
に
、
あ
の
仲
間
を

あ
わ
れ
ん
で
や
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
』。
そ
し
て
主
人
は
彼
を
獄
吏
に
引
き

渡
し
た
。（
マ
タ
イ
18
：
22-

34
）』

　

人
は
す
べ
て
神
に
許
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
互
い
に
許
し
あ
う
べ
き
で
あ

る
、
と
教
え
て
い
る
。（
マ
タ
イ
6
：

14-
15
）
に
も
同
様
の
話
が
あ
る
。
こ
の

聖
書
の
箇
所
を
読
む
と
、
ミ
ー
ド
の
果
樹

園
と
養
蜂
業
者
の
話
を
思
い
出
す脚
注
１。

果
樹

園
の
経
営
者
は
養
蜂
業
者
の
ミ
ツ
バ
チ
の

お
蔭
で
受
粉
が
で
き
、
生
産
性
が
上
昇
す

る
。
ま
た
、
養
蜂
業
者
も
近
く
に
果
樹
園

が
あ
る
の
で
多
く
の
蜜
を
集
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
互
い
に
市
場
を
経

由
せ
ず
に
便
益
を
受
け
て
い
る
と
き
（
外

部
経
済
を
受
け
て
い
る
と
い
う
）、
そ
の

対
価
を
互
い
に
支
払
い
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
（
こ
れ
を
外
部
経
済
の
内
部
化
と
い

う
）、
支
払
い
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
最
適

な
生
産
量
が
実
現
す
る
と
ミ
ー
ド
は
主
張

す
る
。
互
い
に
迷
惑
を
掛
け
合
う
外
部
不

経
済
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
お

互
い
様
で
あ
っ
て
も
支
払
う
金
額
が
異
な

る
の
で
あ
る
か
ら
、〝
チ
ャ
ラ脚
注
２

〞
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
ず
、
差
額
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
三
者
が
関
係
す
る
場
合

は
、
Ａ
が
Ｂ
に
支
払
い
、
Ｂ
が
Ｃ
に
、
Ｃ

が
Ａ
に
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
に
引
用
し
た
聖
書
の
箇

所
は
、
互
い
に
迷
惑
を
か
け
合
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
計
算
し
て
弁
済

し
あ
う
の
で
は
な
く
、
互
い
に
〝
チ
ャ
ラ

だ
〞、と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
聖
書
と
経
済
学
の
主
張
は

真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

　

ミ
ー
ド
と
聖
書
の
主
張
を
比
較
し
て
み

る
。
ミ
ー
ド
で
は
、
私
利
私
欲
・
利
己
心

を
も
っ
て
い
る
人
間
を
前
提
と
し
、
そ
の

利
己
心
を
利
用
し
て
社
会
的
な
効
率
性
を

求
め
る
方
法
を
考
え
て
い
る
。
聖
書
で
は

利
己
心
を
捨
て
て
、
神
に
従
う
信
仰
心
を

持
て
、
と
い
う
。
こ
の
両
者
の
見
方
の
違

い
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
ミ
ー

ド
の
主
張
で
は
、
彼
の
い
う
取
引
に
伴
う

心
理
的
な
費
用
の
存
在
が
無
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
結
果
の
相
違
に
影
響
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
厳
密
に
計
算
し
て
代
価

を
支
払
い
合
い
、
ピ
リ
ピ
リ
と
し
て
効
率

を
高
め
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
い
く
ら
で

あ
る
か
な
ど
計
算
せ
ず
、
互
い
に
負
債
を

ゆ
る
し
合
っ
て
気
楽
に
生
き
る
ほ
う
が
精

神
的
効
用
は
大
き
い
、
と
い
い
た
い
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
気
楽
に
生
き
て
い

け
た
ら
よ
い
の
だ
が
。（
次
回
に
続
く
。）

 

■

１�　

J.S.M
eade,

“External�Econom
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熊
谷
尚
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著
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経
済
政
策
原
理
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岩
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書
店
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２
７
６
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簡
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説
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れ
て
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。

２�　

差
し
引
き
ゼ
ロ
に
す
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こ
と
。

河
野
正
道
　
教
授
（
理
論
経
済
学
）

経
済
的
取
引
と
負
債
の
ゆ
る
し

2014年
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ロ
ボ
ッ
ト
の
記
事
が
毎
日
の
よ
う
に
新

聞
に
登
場
す
る
。
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
だ
け

で
な
く
医
療
、
介
護
、
災
害
救
助
、
話
し

相
手
を
す
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
ロ
ボ
ッ
ト
な

ど
が
身
近
に
な
っ
て
き
た
し
、
低
成
長
の

日
本
経
済
の
起
爆
剤
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
希
望
も
多
く
語
ら
れ
る
。
ま
た

人
工
知
能
を
も
っ
た
ロ
ボ
ッ
ト
や
人
間

そ
っ
く
り
な
ヒ
ュ
ー
マ
ノ
イ
ド
の
ロ
ボ
ッ

ト
も
登
場
し
、
病
院
や
百
貨
店
の
案
内
を

す
る
と
い
う
。そ
ん
な
中
、つ
い
に
ロ
ボ
ッ

ト
vs
人
間
の
対
決
が
行
わ
れ
た
。
将
棋
の

戦
い
で
あ
る
。
新
聞
に
次
の
よ
う
な
見
出

し
が
踊
っ
て
い
た
。「
人
類
、
今
年
も
苦

杯
」。
こ
れ
を
読
み
、
い
さ
さ
か
違
和
感

を
覚
え
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
対
決

に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
で
あ

る
プ
ロ
棋
士
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
を

搭
載
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
の
対
決
で
あ
り
、「
将

棋
電
王
戦
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
来
、

将
棋
は
相
手
の
目
を
見
、
相
手
の
息
遣
い

を
感
じ
な
が
ら
、
勝
負
を
す
る
も
の
で
あ

る
。
お
互
い
に
相
手
の
心
持
ち
を
探
り
な

が
ら
、
持
ち
時
間
の
中
で
じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て
行
う
生
身
の
勝
負
で
あ
る
と
こ

ろ
が
将
棋
や
囲
碁
の
戦
い
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
全
人
格
を
か
け
て
戦
う
勝
負

で
あ
る
は
ず
だ
。
人
間
同
士
の
将
棋
名
人

戦
七
番
勝
負
を
見
つ
め
て
い
た
ふ
た
り
の

歌
人
は
、「
非
日
常　

肉
体
的
圧
力
の
勝

負
」「
沈
黙
の
痛
さ　

気
の
鬩
（
せ
め
）

ぎ
合
い
」
こ
そ
将
棋
で
あ
る
と
実
感
し
て

い
る
（
朝
日
新
聞
２
０
１
４
年
５
月
21
日

朝
刊
）。
棋
士
の
実
力
を
鍛
え
る
た
め
に

ロ
ボ
ッ
ト
が
活
躍
す
る
の
は
よ
く
わ
か
る

し
、
将
棋
ソ
フ
ト
同
士
の
開
発
競
争
が
行

わ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
う
な
ず
け
る
。
ロ

ボ
ッ
ト
は
あ
く
ま
で
人
間
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

東
日
本
大
震
災
の
時
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ

ト
で
は
世
界
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
日
本
が
災

害
現
場
や
汚
染
現
場
で
日
本
の
ロ
ボ
ッ
ト

が
活
躍
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
日
本
、

と
く
に
ロ
ボ
ッ
ト
業
界
や
ロ
ボ
ッ
ト
学
会

で
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
そ
の
後
、
災
害
用
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
日

本
で
飛
躍
的
に
進
歩
し
、
実
際
の
現
場
で

活
躍
し
だ
し
て
い
る
。
介
護
や
医
療
の
分

野
で
も
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
が
普
及
し
つ
つ

あ
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
Ｈ
Ａ
Ｌ
を
着
用

し
て
歩
行
困
難
な
人
が
歩
け
る
よ
う
に
な

り
、
機
能
回
復
に
も
役
立
っ
て
い
る
。
こ

の
Ｈ
Ａ
Ｌ
を
活
用
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
施

設
も
各
地
に
で
き
始
め
、さ
ら
に
、ロ
ボ
ッ

ト
の
事
故
に
対
す
る
介
護
ロ
ボ
保
険
も
出

て
き
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
は
人
間
に
役

立
つ
財
で
あ
り
、
経
済
学
の
用
語
を
使
え

ば
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
は
補
完
財
の
関
係

に
あ
り
、
決
し
て
代
替
財
の
関
係
で
は
な

い
。
し
か
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
も
IT
と

結
び
つ
き
、
目
覚
ま
し
い
発
展
を
続
け
て

お
り
、
工
場
で
は
人
間
の
姿
が
少
な
く

な
っ
て
き
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
は
雇
用
を
奪
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
で
き
な
い
人
間
本
来

の
仕
事
の
分
野
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
ロ
ボ
ッ
ト
の
分
野

で
は
、
介
護
や
医
療
の
現
場
と
と
も
に
高

齢
者
ら
弱
者
の
生
活
を
支
え
る
ロ
ボ
ッ
ト

に
期
待
が
か
か
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
は
高
齢
社

会
の
救
世
主
に
な
る
か
。
前
期
高
齢
者
の

仲
間
入
り
を
し
た
私
に
と
っ
て
、
将
来
が

楽
し
み
で
あ
る
。 

■

根
岸
　
紳
　
教
授
（
経
済
統
計
学
）

ロ
ボ
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ト
と
人
間

2014年
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乳
幼
児
等
医
療
助
成
制
度
と
は
、
乳
幼

児
な
ど
の
医
療
費
の
患
者
自
己
負
担
分
を

自
治
体
が
助
成
し
、
患
者
の
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
制
度
の
こ
と
で
、
自
治
体
に

よ
る
「
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
」
と
し

て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
判
断
で
実
施
さ
れ

る
地
方
単
独
事
業
で
、
自
治
体
に
よ
っ
て

内
容
が
異
な
る
。
制
度
自
体
は
１
９
７
０

年
代
に
広
ま
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
、

全
国
で
制
度
の
拡
充
が
す
す
め
ら
れ
て
い

る
。
乳
幼
児
の
医
療
費
の
無
料
化
は
子
育

て
費
用
の
軽
減
を
通
じ
少
子
化
対
策
と
し

て
の
効
果
も
期
待
さ
れ
る
。
自
治
体
も
若

い
世
帯
を
地
域
に
呼
び
こ
む
手
段
と
し
て

活
用
し
て
い
る
。
日
本
で
は
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
公
的
支
援
が
手
薄
な
こ
と
も
あ

り
、
助
成
制
度
の
拡
充
に
反
対
を
唱
え
る

人
は
少
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
ま
り
議
論
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
乳
幼
児
等
医
療
助
成
制

度
の
拡
充
が
引
き
起
こ
す
問
題
に
つ
い
て

考
え
た
い
。
第
１
に
制
度
の
拡
充
に
伴
う

費
用
増
を
誰
が
負
担
す
る
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
制
度
拡
充
を
し
た
自
治
体
で

は
、
医
療
機
関
へ
の
受
診
が
増
え
、
総
医

療
費
は
増
加
す
る
。
増
加
し
た
医
療
費
の

う
ち
自
己
負
担
分
は
、
各
自
治
体
が
独
自

の
財
源
を
用
意
し
負
担
す
る
。
し
か
し
医

療
費
の
多
く
の
割
合
は
健
康
保
険
で
賄
わ

れ
て
い
る
の
で
、
残
り
は
健
康
保
険
料
の

引
き
上
げ
で
賄
わ
れ
る
。
し
か
し
健
康
保

険
は
市
町
村
が
運
営
す
る
国
民
健
康
保
険

を
除
き
自
治
体
を
ベ
ー
ス
に
構
成
さ
れ
て

い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
あ
る
自
治
体
が

制
度
を
拡
充
さ
せ
増
え
た
医
療
費
の
増
分

を
他
の
地
域
に
住
む
人
々
が
健
康
保
険
料

の
引
き
上
げ
と
い
う
形
で
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
各
自

治
体
か
ら
み
る
と
制
度
拡
充
に
よ
る
便
益

は
地
域
住
民
が
享
受
す
る
も
の
の
、
そ
れ

に
伴
う
負
担
は
事
実
上
他
の
地
域
に
一
部

押
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
給
付
と
負
担
の
不
一
致
が
あ

る
状
況
で
は
ど
う
し
て
も
、
各
自
治
体
で

安
易
に
助
成
制
度
の
拡
充
を
行
う
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
働
い
て
し
ま
う
。
各
自
治
体

で
助
成
制
度
の
拡
充
が
受
け
入
れ
ら
れ
や

す
い
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
も
存
在
す

る
。
第
２
に
小
児
科
の
混
雑
が
引
き
起
こ

す
問
題
で
あ
る
。
制
度
拡
充
を
し
た
自
治

体
で
は
、
小
児
科
へ
の
受
診
が
増
え
、
混

雑
し
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
。
待
ち
時

間
が
長
く
な
る
と
一
番
困
る
の
は
時
間
に

余
裕
の
な
い
母
親
、
と
く
に
働
く
母
親
で

あ
る
。
時
間
の
使
い
方
に
裁
量
が
き
く
専

業
主
婦
の
母
親
に
と
っ
て
、
制
度
拡
充
に

よ
る
医
療
負
担
の
軽
減
は
待
ち
時
間
が
長

く
な
る
費
用
を
上
回
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
時
間
の
裁
量
が
き
か
ず
機
会
費
用

が
高
い
働
く
母
親
に
と
っ
て
、
待
ち
時
間

が
長
く
な
る
費
用
は
大
き
い
。
極
端
な
場

合
子
供
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
考
慮
し

て
、
就
業
を
あ
き
ら
め
る
か
も
し
れ
な

い
。
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
「
女
性
が

子
育
て
と
仕
事
を
両
立
し
や
す
い
環
境
」

を
作
り
出
す
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
働
く
母
親
に
と
っ
て
不

利
な
制
度
は
問
題
と
い
え
る
。だ
か
ら「
子

供
の
医
療
費
無
料
化
」
に
反
対
と
言
い
た

い
訳
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
認

識
し
た
上
で
も
、
メ
リ
ッ
ト
を
認
め
現
状

の
制
度
拡
充
を
支
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
別
の
手
段
で
「
子
供
の
医
療
費
無
料

化
」
を
は
か
る
べ
き
な
の
か
、
皆
さ
ん
が

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。 

■

１�　

以
下
の
議
論
は
吉
本
佳
生（
２
０
０
９
）

「
出
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が
楽
し
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Ｎ
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１
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毎
年
６
月
末
に
は
３
月
期
決
算
の
上
場

企
業
の
株
主
総
会
の
『
集
中
日
』
が
あ
り

ま
す
。
以
前
と
比
べ
る
と
集
中
傾
向
は
低

下
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
は
６
月
27
日

に
、
上
場
企
業
の
４
割
弱
が
株
主
総
会
を

実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
慣
習
を
１
つ
の
要
因
と
し

て
、
従
来
は
日
本
企
業
で
は
、
相
対
的
に

株
主
の
声
が
経
営
に
反
映
さ
れ
に
く
く
、

従
業
員
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
ベ
ー
ス
に
し

た
経
営
陣
の
意
思
決
定
が
、
会
社
経
営
に

お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
終
身
雇
用
、
年
功
序
列
、
企

業
別
組
合
が
、
日
本
の
企
業
経
営
の
『
三

種
の
神
器
』
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
他

に
も
新
卒
一
括
採
用
、
株
式
持
ち
合
い
、

メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
等
が
、
日
本
企
業
の
特

徴
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
「
日
本
的
経
営
」
の
結
果
、

長
期
的
な
視
点
で
研
究
開
発
に
投
資
し
や

す
い
、
従
業
員
の
会
社
へ
の
帰
属
意
識
の

高
さ
、
チ
ー
ム
の
和
の
中
で
付
加
価
値
を

生
み
出
し
や
す
い
、
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
生

じ
ま
し
た
。
反
面
、
利
益
率
が
低
い
（
株

主
の
声
が
相
対
的
に
弱
い
こ
と
か
ら
、
低

収
益
部
門
か
ら
容
易
に
撤
退
し
な
い
）、

世
界
の
最
優
秀
層
の
人
材
を
確
保
で
き
な

い
（
付
加
価
値
に
見
合
っ
た
処
遇
を
提
供

で
き
な
い
）、
全
く
新
し
い
価
値
を
提
案

す
る
こ
と
が
苦
手
（
チ
ー
ム
プ
レ
ー
は
得

意
だ
が
、
異
質
な
発
想
の
で
き
る
人
材
が

少
な
い
）
等
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
特
徴
と
産
業
の
競
争
力
は
、

あ
る
程
度
相
関
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

日
本
を
代
表
す
る
産
業
で
あ
る
自
動
車
産

業
は
、
約
３
万
点
に
も
及
ぶ
多
数
の
部

品
、
技
術
の
組
み
合
わ
せ
で
、
１
台
の
車

の
品
質
・
性
能
が
決
ま
り
ま
す
し
、
日
本

が
世
界
シ
ェ
ア
の
60
％
以
上
を
持
つ
デ
ジ

カ
メ
は
、
写
真
を
撮
る
内
部
構
造
は
複
雑

な
要
素
技
術
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
分
野
で
強
み
を
発
揮
す

る
の
は
、
度
重
な
る
綿
密
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
改
善
を
積
み
重

ね
な
が
ら
品
質
を
高
め
て
い
く
「
摺
合

せ
」
が
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
製
品
で

あ
る
た
め
で
す
。

　

但
し
、
経
済
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
中
で
、
こ
れ
ら
の
高
い
競
争
力
の
あ
る

産
業
に
お
い
て
も
海
外
生
産
が
増
加
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
日
本
で

は
新
た
な
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
産
業
と
し
て
、

各
種
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
輸
出
に
力
を
入

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
鉄
道
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
の
イ
ン
フ
ラ
は
、
個
々
の
要
素
技

術
の
組
み
合
わ
せ
の
上
に
、
そ
の
社
会
に

う
ま
く
適
合
す
る
こ
と
で
、
全
体
と
し
て

の
仕
組
み
が
機
能
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ

に
は
、
製
品
単
体
と
し
て
の
高
い
水
準
を

実
現
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
い
か
に
国
・

地
域
社
会
に
ス
ム
ー
ズ
に
適
合
さ
せ
る

か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
国
や
世
界
的
に
互

換
性
の
あ
る
標
準
仕
様
を
獲
得
で
き
る
か

と
い
う
点
で
、
も
う
一
段
上
の
戦
略
が
必

要
と
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
は
、
製
品
単
体
と
し

て
の
水
準
を
高
め
る
点
で
は
非
常
に
強
い

反
面
、
国
際
標
準
を
獲
得
す
る
場
面
で

は
、
し
ば
し
ば
競
争
に
敗
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
国
内
の
比
較
的
同
質
性
の

強
い
社
会
に
お
い
て
最
適
な
仕
様
を
実
現

す
る
こ
と
に
は
長
け
て
い
る
反
面
、
多
様

な
制
度
・
考
え
方
を
背
景
と
し
た
外
国
と

の
、
タ
フ
な
交
渉
が
不
得
意
で
あ
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
後
の
日
本
は
、
集
団
の
調
和
の
中
で

付
加
価
値
を
上
げ
る
利
点
を
維
持
す
る
一

方
、
考
え
を
し
っ
か
り
と
伝
え
、
交
渉
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
関
学
で

も
現
在
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
に
対
し
て

も
、
次
世
代
を
担
う
日
本
人
と
し
て
タ
フ

な
交
渉
力
を
身
に
つ
け
、
世
界
で
活
躍
し

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

 

■

小
林
伸
生
　
教
授
（
産
業
構
造
論
）

日
本
的
経
営
と
産
業
競
争
力

2014年
6月24日
火曜日
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経
済
学
で
は
、「
人
的
資
本
（H

um
an 

capital

）」
が
経
済
活
動
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
多
く

の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
特
に
、
人
的
資
本

の
議
論
は
、
２
０
０
１
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経

済
学
賞
を
受
賞
し
た
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学

者
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ペ
ン
ス
ら
に
よ
っ
て「
シ

グ
ナ
リ
ン
グ
理
論
」
と
し
て
発
展
し
て
き

た
。
た
と
え
ば
、
学
生
が
就
職
活
動
を
す

る
際
、
自
分
が
い
か
に
能
力
の
面
で
優
れ

て
い
る
か
と
い
う
シ
グ
ナ
ル
を
採
用
側
に

送
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
採
用
側
は
応

募
者
の
学
歴
な
ど
の
個
人
属
性
を
そ
の
人

の
能
力
の
「
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
」
と
し
て
受

け
取
り
、
選
考
の
際
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

に
用
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
の

背
景
に
は
、
採
用
側
と
応
募
者
側
の
間
に

存
在
す
る
「
情
報
の
非
対
称
性
」
の
問
題

が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
採
用
側
は

応
募
者
の
能
力
に
つ
い
て
は
正
確
な
情
報

を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
選
考

の
際
に
学
歴
や
職
歴
と
い
っ
た
応
募
者
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
能
力
を
表
す
シ
グ

ナ
リ
ン
グ
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
経
済
学
で
は
、
人
間
が
有
す
る
能
力

（
知
識
や
ス
キ
ル
）
を
資
本
と
し
て
と
ら

え
て
「
人
的
資
本
」
と
呼
び
、
人
的
資
本

と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て

様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
「
人
的
資
本
」
は
、
上
記
で
言
及
し
た

労
働
市
場
を
対
象
と
し
た
も
の
に
加
え

て
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
起
業
活
動
に
関
す

る
研
究
に
お
い
て
も
多
く
の
研
究
が
行
わ

れ
て
き
た
。
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
分
野
で

は
、金
融
機
関
と
借
り
手
の
間
に
あ
る「
情

報

の

非

対

称

性
（inform

ation 
asym

m
etry

）」
が
原
因
で
、
人
的
資
本

が
高
い
人
ほ
ど
資
金
制
約
が
少
な
い
（
資

金
調
達
が
し
や
す
い
）
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
起
業
活
動
の
研
究
で
は
、

創
業
者
の
人
的
資
本
レ
ベ
ル
が
高
い
企
業

ほ
ど
開
業
後
に
成
功
し
や
す
い
こ
と
が
良

く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
要
因
の
一
つ
は

上
記
で
言
及
し
た
資
金
調
達
の
問
題
と
関

連
し
て
い
て
、
人
的
資
本
レ
ベ
ル
の
高
い

創
業
者
ほ
ど
資
金
調
達
が
し
や
す
く
、
結

果
と
し
て
成
功
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
的
資
本
レ
ベ

ル
の
高
い
創
業
者
は
経
営
判
断
が
適
切
か

つ
迅
速
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
企

業
を
成
功
に
導
く
能
力
に
長
け
て
い
る
こ

と
が
成
功
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く

議
論
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
経
済
学
で
の
知
見
を
ど
の
よ

う
に
（
学
生
に
と
っ
て
の
）
現
実
に
活
か

す
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
っ
と
も
重
要
な

こ
と
は
、
企
業
に
就
職
す
る
に
せ
よ
、
公

務
員
に
な
る
に
せ
よ
、
進
学
し
て
研
究
者

を
目
指
す
に
せ
よ
、
自
ら
の
人
的
資
本
レ

ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
が
そ
の
後
の
成
功
確

率
を
高
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
学
歴
や
職
歴
は
あ
く
ま
で
人
的
資
本

を
計
測
す
る
例
に
す
ぎ
な
い
。
大
学
に
入

学
し
て
か
ら
人
的
資
本
レ
ベ
ル
を
高
め
る

方
法
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
。
実
際
、
で

き
る
限
り
自
分
に
投
資（
勉
強
）す
れ
ば
、

そ
れ
な
り
の
能
力
（
知
識
や
ス
キ
ル
）
が

身
に
付
き
、
多
く
の
面
で
成
功
確
率
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
投
資
が

少
な
い
と
そ
れ
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
が
小

さ
い
の
は
必
然
で
あ
り
、「
激
し
い
競
争
」

（
就
職
戦
線
）
に
勝
つ
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
経
済
学
で
「
差
別
化

（differentiation

）」
は
重
要
な
ト
ピ
ッ

ク
の
一
つ
だ
が
、
他
人
と
同
じ
こ
と
を
し

て
い
て
も
確
率
は
低
く
、
ラ
イ
バ
ル
と
差

別
化
を
図
る
こ
と
も
良
い
戦
略
か
も
し
れ

な
い
。
結
果
と
し
て
、
競
争
力
の
あ
る
人

的
資
本
を
形
成
し
、
自
分
自
身
の
「
競
争

優
位
」
を
築
け
る
か
も
し
れ
な
い
。 

■

加
藤
　
雅
俊
　
准
教
授
（
企
業
経
済
学
）

「
人
的
資
本
」
レ
ベ
ル
を
高
め
る

こ
と
が
成
功
を
導
く

2014年
6月26日
木曜日
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経
済
学
部
を
卒
業
し
な
が
ら
、
法
律
家

を
目
指
し
て
司
法
試
験
を
目
指
し
た
方

が
、
私
の
ゼ
ミ
で
は
、
こ
れ
ま
で
２
名
お

り
ま
す
。
経
済
学
を
学
び
な
が
ら
、
法
学

的
な
素
養
を
高
め
る
こ
と
は
、
政
策
的
議

論
に
は
必
須
で
す
。
労
働
経
済
学
と
労
働

法
・
社
会
保
障
法
、
国
際
経
済
学
と
国
際

経
済
法
を
学
ぶ
こ
と
は
、
ゼ
ミ
の
活
動
で

も
十
分
可
能
な
ば
か
り
か
、
こ
れ
に
は
相

乗
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
法
学
部
の
学
生
さ
ん
と
議
論
す

る
機
会
が
あ
る
の
で
、
経
済
学
部
の
学
生

さ
ん
が
、
論
理
だ
け
で
な
く
、
根
拠
の
追

求
に
お
い
て
情
熱
に
乏
し
い
こ
と
を
、
繰

り
返
し
感
じ
ま
す
。

　

経
済
学
部
の
学
生
さ
ん
は
、
既
存
の
理

論
を
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
だ
け
で
忙

し
そ
う
で
、
自
分
で
論
理
を
組
み
立
て
立

証
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い
な
い

よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
経
済
理
論
的
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
府
や
有
名
な

学
者
の
権
威
に
対
し
て
だ
ま
っ
て
し
ま

う
。
自
分
で
考
え
抜
け
ば
、
新
た
な
道
筋

が
見
え
、
根
拠
を
発
見
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
の
に
、「
結
論
あ
り
き
」
で
思
考
停

止
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

法
律
家
や
社
会
活
動
家
で
あ
っ
た
な

ら
、
こ
う
い
う
発
想
法
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
企
業
家
だ
っ
て
そ
う
で
す
。
変
化
す

る
世
界
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
あ

ら
ゆ
る
論
理
や
根
拠
を
動
員
し
、
有
効
性

を
失
っ
た
権
威
を
覆
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
む
し
ろ
、
世
界
に
複
数
の
意
見
が

存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
少
数
の
意
見

に
耳
を
傾
け
る
と
、
そ
こ
に
大
き
な
解
決

策
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本

来
、
こ
の
よ
う
な
知
恵
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
世
界
で
生
き
る
す
べ
て
の
人
が
共
有
す

べ
き
も
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
経
済
学
部
に
本
当
に
必
要

な
の
は
、
徹
底
的
に
、
世
界
の
問
題
を
考

え
抜
け
る
力
を
も
つ
人
材
の
養
成
で
あ

り
、
同
時
に
、
真
実
（
私
は
こ
れ
を
「
リ

ア
リ
テ
ィ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
を
探
し

求
め
、こ
れ
に
基
づ
い
て
、社
会
（
世
界
）

を
良
く
す
る
た
め
に
行
動
で
き
る
、
熱
意

（「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
）

あ
る
人
材
を
育
て
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

本
日
読
ん
で
い
た
だ
い
た
聖
書
の
個
所

で
は
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
使
徒
ペ
ト
ロ
と

使
徒
ヨ
ハ
ネ
が
、エ
ル
サ
レ
ム
で
、議
員
、

長
老
、
律
法
学
者
の
前
で
イ
エ
ス
の
こ
と

を
堂
々
と
述
べ
伝
え
ま
す
。
し
か
し
、
議

員
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
れ
以
上
、

民
衆
の
間
に
広
が
る
こ
と
に
危
険
を
感

じ
、
使
徒
た
ち
を
脅
迫
す
る
の
で
す
。
そ

れ
で
も
、
使
徒
た
ち
は
、「
神
に
従
わ
な

い
で
あ
な
た
た
ち
に
従
う
こ
と
が
、
神
の

前
に
正
し
い
か
考
え
て
く
だ
さ
い
。
私
た

ち
は
、
見
た
こ
と
や
聞
い
た
こ
と
を
話
さ

な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
」
と
反
論

し
、
釈
放
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
に
迫
害

さ
れ
ま
す
。

　

世
界
に
お
い
て
何
が
起
き
て
い
る
か
を

自
分
自
身
で
理
解
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
日
本
で
は
、円
安
・
株
高
を
背
景
に
、

大
企
業
の
内
部
留
保
は
、
財
務
省
の
統
計

で
３
２
０
兆
円
を
超
え
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
非
正
規
雇
用
者
が
増
加

し
、
家
計
所
得
が
低
下
し
、
日
々
細
々
と

節
約
し
な
が
ら
生
活
す
る
人
々
が
町
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。
Ｔ
・
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
氏
の

公
開
し
た
デ
ー
タ
で
は
、
日
本
で
も
上
位

10
％
の
所
得
層
は
、
所
得
全
体
の
40
％
を

得
て
い
ま
す
。
世
界
で
は
、
シ
リ
ア
や
イ

ラ
ク
の
混
乱
は
拡
大
し
、
５
０
０
万
人
以

上
が
周
辺
国
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
逃
れ
て

い
ま
す
。
世
界
の
難
民
の
半
分
以
上
は
、

ア
ジ
ア
で
発
生
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
８

割
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
欧
州
な
の
で

す
。
北
ア
フ
リ
カ
で
も
、
若
年
層
の
失
業

問
題
が
治
安
悪
化
の
大
き
な
背
景
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
を
、
政
府
に
だ
け
ま
か

せ
て
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
世
界
中
か
ら

学
び
考
え
、
英
知
を
集
め
、
自
分
た
ち
で

で
き
る
草
の
根
的
な
取
り
組
み
か
ら
始
め

ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
は
、
世
界
で
何
が

ど
の
よ
う
に
起
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
真

実
を
自
ら
の
理
性
と
感
性
を
使
っ
て
把
握

す
る
努
力
を
す
べ
き
で
す
。
こ
う
し
て
真

実
を
求
め
る
者
は
、
決
し
て
権
威
に
屈
す

る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

■

井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）

真
実
は
負
け
な
い

 

（
使
徒
行
伝
４
：
13
〜
20
）

2014年
6月27日
金曜日
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15
世
紀
か
ら
16
世
紀
に
か
け
て
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
二
つ
の
「
Ｒ
」、
す

な
わ
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
に
象
徴

さ
れ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
、
そ
れ
ま

で
宗
教
・
世
界
・
社
会
・
人
間
等
々
の
理

解
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
挑
戦
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
「
当
た

り
前
」
で
あ
っ
た
答
え
が
そ
う
で
は
な
く

な
る
と
い
う
大
き
な
時
代
の
変
化
の
始
ま

り
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
人
間
が
本

来
有
す
る
様
々
な
可
能
性
に
改
め
て
自
由

が
与
え
ら
れ
た
時
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
長
年
一
つ

の
組
織
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
き
た
価
値

観
か
ら
「
自
由
」
と
な
り
、
産
業
革
命
を

経
て
資
本
主
義
経
済
を
基
調
と
す
る
近
代

社
会
を
形
成
し
、
同
時
に
宗
教
か
ら
「
自

由
」
と
な
る
今
日
の
世
界
の
一
つ
の
枠
組

み
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
い
う
る
。

　

そ
の
後
そ
う
し
た
社
会
へ
の
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
共
産
主
義
」
が
提
唱

さ
れ
る
が
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
に

よ
っ
て
、
再
び
「
自
由
」
と
「
合
理
性
」

を
基
調
と
す
る
社
会
が
世
界
に
大
き
な
影

響
力
を
及
ぼ
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
自
由
」
と
「
合
理
性
」
を

理
性
に
よ
っ
て
行
使
す
る
は
ず
の
世
界
に

紛
争
と
戦
争
と
飢
餓
が
絶
え
た
こ
と
は
な

く
「
平
和
」
と
は
正
反
対
の
状
況
が
継
続

中
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
「
ボ
コ
・
ハ
ラ

ム
」
や
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
と
い
っ
た
、
曲

解
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
実
行
に
移
す

組
織
が
誕
生
し
、
多
く
の
人
命
が
さ
ら
な

る
恐
怖
と
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
状

況
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
現
実
を
直
視
す
る
時
、
わ
た

し
た
ち
は
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
近
代

化
・
産
業
化
等
々
の
中
で
見
落
と
し
て
き

た
様
々
な
事
柄
に
対
し
て
丁
寧
に
ま
た
早

急
に
向
き
合
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
事

に
改
め
て
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
「
当

た
り
前
」
に
共
有
し
て
お
り
、
誰
し
も
が

望
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
た

「
平
和
」
が
「
幻
想
」
で
あ
り
、
思
想
・

信
条
・
信
仰
・
経
済
的
立
場
等
々
に
よ
っ

て
異
な
る
と
い
う
現
実
へ
の
「
気
づ
き
」

が
急
務
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
背
後
に
は
今
日
の
経
済
的
優
位

に
あ
る
「
世
界
」
が
無
意
識
に
許
容
し
て

き
た
古
代
以
来
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
的
世

界
観
・
人
間
観
が
存
在
し
て
い
る
と
言
い

う
る
。
経
済
的
な
ら
び
に
軍
事
的
な
強
者

が
容
認
し
て
い
る
そ
う
し
た
世
界
観
を
持

た
な
い
人
々
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う

「
当
た
り
前
」
の
事
実
に
気
づ
く
と
き
、

「
平
和
」
と
い
う
共
通
の
何
か
が
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、「
平
和
」は「
創
造
」

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
で

あ
ろ
う
。

　

異
な
る
「
世
界
観
・
価
値
観
・
経
済
観
・

人
間
観
・
思
想
・
信
条
・
信
仰
等
々
」
の

存
在
に
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
互
い
の
違

い
に
軽
重
・
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、

互
い
の
存
在
と
尊
厳
を
認
め
合
え
る
状
態

こ
そ
が
真
の
「
平
和
」
な
状
態
で
あ
る
は

ず
で
あ
り
、
そ
の
創
造
の
た
め
に
知
恵
を

尽
く
し
真
の
「
理
性
」
と
「
合
理
性
」
を

駆
使
す
る
不
断
の
歩
み
が
今
こ
そ
私
達
に

求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
「
平
和
を
実
現
す
る
人
々
は
、
幸
い
で

あ
る
。
そ
の
人
た
ち
は
神
の
子
と
呼
ば
れ

る
。」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」５
：
９
）

こ
れ
は
「
山
上
の
垂
訓
」
と
呼
ば
れ
る
イ

エ
ス
の
言
葉
の
中
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
も
「
平
和
」
が
ど
こ
か
に
存
在
し
て

い
る
観
念
で
は
な
く
、
現
実
化
さ
せ
る
た

め
の
行
動
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
憎
悪
と
紛
争
が
日
常
化
し
て
い

る
今
日
、
真
の
「
平
和
の
創
造
」
に
向
け

て
一
人
一
人
が
積
極
的
に
参
与
す
る
と
い

う
こ
と
に
共
に
想
い
を
い
た
し
た
い
。 

■

舟
木
　
讓
　
教
授
（
宗
教
哲
学
・
キ
リ
ス
ト
教
学
）

│ 

平
和
の
創
造 

│

2014年
11月17日
月曜日
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正
解
は
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は

こ
の
日
を
算
用
数
字
で
表
記
す
る
と

１
１
１
１
と
な
り
、
漢
字
で
書
く
と

「
十
一
十
一
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、
日
本

記
念
日
協
会
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
記
念

日
の
中
で
は
こ
の
日
が
一
年
中
で
も
っ
と

も
多
い
日
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。「
も

や
し
の
日
」、「
電
池
の
日
」、「
麺
の
日
」、

「
ポ
ッ
キ
ー
＆
プ
リ
ッ
ツ
の
日
」
な
ど
、

多
く
の
企
業
は
こ
の
日
の
イ
メ
ー
ジ
を
利

用
し
て
、記
念
日
に
し
て
い
る
。中
に
は
、

日
本
靴
下
協
会
は
こ
の
日
を
「
ペ
ア
」
の

日
に
し
て
、
恋
人
の
間
で
靴
下
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
よ
う
と
提
唱
し
て
い
る
。こ
の「
恋

人
た
ち
」
の
日
と
逆
に
、
中
国
で
は
、
11

月
11
日
は
「
光
棍
節
（
グ
ァ
ン
グ
ン

ジ
ェ
）」
だ
。「
光
棍
」
の
意
味
は
結
婚
し

て
い
な
い
、
子
供
も
持
っ
て
い
な
い
男
性

の
こ
と
を
指
す
。今
は「
シ
ン
グ
ル
デ
ー
」

と
な
っ
て
、
男
女
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
シ

ン
グ
ル
た
ち
が
楽
し
む
祝
日
に
な
っ
た
。

90
年
代
に
南
京
の
大
学
生
た
ち
が
恋
人
の

い
な
い
独
身
者
の
こ
と
を
か
ら
か
っ
て
、

「
シ
ン
グ
ル
」
の
状
態
を
祝
い
祭
り
を

行
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、
近
年
は
全
国
的

な
も
の
と
な
っ
た
。各
地
で「
独
身
者
パ
ー

テ
ィ
ー
」
が
開
か
れ
た
り
、
寂
し
い
シ
ン

グ
ル
同
士
が
集
ま
っ
て
お
酒
を
飲
み
な
が

ら
、
憂
さ
晴
ら
し
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、

独
身
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
自
在
な
生
活
を

お
く
る
こ
と
が
で
き
、
存
分
に
楽
し
い

日
々
を
祝
い
す
る
と
考
え
て
い
る
人
も
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
日
か
ら
独
身
と
サ

ヨ
ナ
ラ
し
よ
う
と
思
っ
て
、
お
見
合
い

パ
ー
テ
ー
も
あ
る
。
こ
れ
で
、
寂
し
い
気

持
ち
か
ら
楽
し
い
祝
日
に
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
あ
る
が
、
見
る
角
度
を
変
え
れ
ば
、
楽

し
く
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

い
く
つ
か
の
祝
日
が
こ
の
よ
う
な
考
え
に

よ
り
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、
中
国
お
正
月
だ
が
、「
お
正
月
を
迎

え
る
」
こ
と
を
中
国
語
で
は
「
過
年
」
と

言
う
。
伝
説
の
中
で
は
「
年
」
と
い
う
の

は
怪
獣
で
あ
り
、
12
月
最
後
の
日
に
人
間

の
子
供
を
食
べ
に
来
る
。
子
供
を
守
る
た

め
に
、
爆
竹
の
音
を
立
て
こ
の
怪
獣
を
脅

か
す
、
大
人
た
ち
も
出
来
る
だ
け
一
晩
寝

な
い
よ
う
に
す
る
。
万
が
一
の
場
合
に
、

お
年
玉
も
用
意
す
る
。
こ
の
よ
う
に
万
全

な
手
段
を
施
し
緊
張
し
た
心
境
で
「
年
」

を
待
つ
こ
と
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
楽
し

く
年
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
マ
イ
ナ
ス
か
ら
プ

ラ
ス
に
す
る
た
め
の
祝
日
で
は
な
い
。
感

謝
の
気
持
ち
を
伝
わ
る
た
め
に
、
い
ろ
い

ろ
な
祝
日
が
あ
る
。
た
と
え
ば
旧
暦
の
９

月
９
日
は
両
親
に
感
謝
そ
し
て
長
生
き
す

る
よ
う
に
と
お
祈
り
す
る
「
重
陽
節
」
で

あ
る
。
中
国
語
で
９
の
発
音
は
「
久
」
と

同
じ
で
あ
る
し
、
更
に
単
数
の
中
で
９
は

一
番
大
き
い
の
で
、「
寿
命
が
長
い
」
と

の
縁
起
の
い
い
話
に
な
っ
た
。
伝
統
の
祝

日
以
外
に
は
、
外
来
の
も
の
も
あ
る
。
私

が
女
性
と
し
て
一
番
好
き
な
の
は
３
月
８

日
の
「
婦
人
デ
ー
（international 

w
om
en

's day

」
だ
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
始

ま
っ
た
男
女
平
等
の
た
め
に
行
っ
た
活
動

を
記
念
す
る
た
め
、
１
９
７
５
年
よ
り
国

連
が
こ
の
日
を
記
念
日
と
し
て
決
め
た
。

こ
の
日
が
好
き
な
理
由
は
高
校
の
時
か
ら

女
子
学
生
は
半
日
授
業
の
代
わ
り
に
無
料

で
映
画
が
見
ら
れ
た
の
で
、
嬉
し
か
っ
た

の
だ
。
外
国
か
ら
の
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

も
近
年
中
国
で
定
着
し
て
、
２
月
14
日
当

日
に
向
け
て
「
愛
の
告
白
グ
ッ
ズ
」
の
商

戦
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
11

月
11
日
の
「
光
棍
節
」
が
近
付
く
と
、「
独

身
者
」
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
激
し
い
販

売
競
争
が
展
開
さ
れ
る
。
ど
ん
な
祝
日
も

最
後
に
は
す
べ
て
経
済
的
な
行
動
に
な
っ

て
し
ま
う
の
も
共
通
の
一
点
だ
と
思
わ
れ

る
。 

■

田
　
禾
　
准
教
授
（
人
文
科
学
・
中
国
語
学
）

11
月
11
日
は
何
の
日

2014年
11月18日
火曜日
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１
９
０
６
年
10
月
26
日
安
重
根
は
旅
順

で
伊
藤
博
文
を
銃
撃
し
た
。
彼
は
日
本
で

は
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
民

族
同
胞
の
英
雄
で
あ
る
。
伊
藤
は

１
９
６
３
年
11
月
千
円
札
の
肖
像
画
に
な

る
。
田
中
宏
は
『
在
日
外
国
人
』
で
ア
ジ

ア
か
ら
の
留
学
生
と
の
話
を
紹
介
し
て
、

「
田
中
さ
ん
、
日
本
で
は
歴
史
と
い
う
も

の
を
ど
う
見
て
い
る
ん
で
す
か
。
今
度
、

千
円
札
に
登
場
し
た
伊
藤
博
文
は
朝
鮮
民

族
の
怒
り
を
買
っ
て
、
ハ
ル
ピ
ン
駅
頭
で

射
殺
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
、
こ

の
期
に
及
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
す
な
ん

て
」、
さ
ら
に
続
け
て
「
私
た
ち
が
も
っ

と
不
気
味
に
思
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を

日
本
人
の
誰
ひ
と
り
と
し
て
指
摘
し
な
い

こ
と
で
す
。
日
ご
ろ
か
ら
政
府
を
手
き
び

し
く
批
判
す
る
知
識
人
か
ら
、
投
書
欄
に

登
場
す
る
庶
民
に
い
た
る
ま
で
。
日
本
で

は
、
戦
前
は
と
も
か
く
、
戦
後
は
ほ
ぼ
完

全
に
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
に
…
。
そ
れ
に
、
同
じ
お
札
を
使

う
在
日
朝
鮮
人
の
気
持
ち
も
少
し
は
考
え

て
み
た
ら
」と
。田
中
が
指
摘
す
る
の
は
、

伊
藤
の
千
円
札
を
見
て
も
何
も
感
じ
な
い

日
本
人
と
「
不
気
味
」
に
思
う
彼
ら
と
の

間
に
あ
る
「
何
か
」
で
あ
る
。

　

近
代
化
の
中
で
日
本
は
ア
ジ
ア
で
植
民

地
政
策
を
と
っ
た
。
日
露
戦
争
に
勝
利
し

た
日
本
は
、
１
９
０
５
年
第
２
次
日
韓
協

約
を
締
結
し
、
１
９
１
０
年
に
は
日
韓
併

合
を
強
行
し
た
。
１
９
０
５
年
か
ら
数
え

る
と
40
年
間
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
植
民
地

と
な
り
、
朝
鮮
人
は
大
日
本
帝
国
臣
民
と

な
っ
た
。
日
本
に
徴
用
、
募
集
、
強
制
連

行
さ
れ
た
人
も
少
な
く
な
い
。
１
９
４
５

年
敗
戦
当
時
ま
だ
約
２
０
０
万
か
ら

２
５
０
万
人
い
た
朝
鮮
人
の
大
半
は
帰
国

し
、
約
60
万
人
と
な
っ
た
在
日
朝
鮮
人
は

１
９
５
２
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
が
発
効
す
る
と
同
時
に
日
本
国
籍
を

失
っ
た
。

　

最
近
の
事
例
。
２
０
０
９
年
12
月
４
日

京
都
朝
鮮
第
１
初
級
学
校
に
「
在
日
特
権

を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」（
在
特
会
）
な

ど
の
メ
ン
バ
ー
が
押
し
掛
け
一
時
間
に
わ

た
り
街
宣
活
動
を
行
っ
た
。
事
件
は
刑
事

訴
訟
と
な
り
、
２
０
１
３
年
10
月
７
日
に

京
都
地
裁
で
判
決
が
下
さ
れ
、
在
特
会
側

に
１
２
２
６
万
円
の
賠
償
と
朝
鮮
学
校
へ

の
街
宣
禁
止
を
命
じ
る
判
決
が
で
た
。
最

高
裁
で
控
訴
棄
却
さ
れ
２
０
１
４
年
12
月

９
日
判
決
は
確
定
し
た
。
こ
の
間
、
在
日

コ
リ
ア
ン
へ
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

が
日
本
中
に
吹
き
荒
れ
た
。
在
特
会
な
ど

の
街
宣
行
動
は
年
間
３
５
０
件
以
上
報
告

さ
れ
て
い
る
。
事
態
を
重
く
見
た
国
連
人

種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
日
本
政
府
に
対

し
て
勧
告
を
出
し
た
。
日
本
は
人
権
問
題

で
は
後
進
国
で
あ
る
。

　

ネ
ッ
ト
右
翼
で
あ
る
在
特
会
を
ル
ポ
し

た
安
田
浩
一
は
自
身
の
経
験
を
語
る
。
取

材
の
際
に
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
女
性
が
同

行
し
た
。
取
材
の
後
で
安
田
は
「
攻
撃
さ

れ
な
く
て
よ
か
っ
た
ね
」
と
言
っ
た
。
彼

女
は
涙
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ
流
し
な
が
ら
、
あ
の

言
葉
は
私
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と

答
え
た
。
安
田
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で

個
人
が
名
指
さ
れ
な
く
と
も
、
在
日
コ
リ

ア
ン
で
あ
る
彼
女
が
傷
つ
く
こ
と
に
ま
で

は
想
像
力
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
私
た

ち
に
必
要
な
の
は
共
感
す
る
能
力
で
あ

る
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、
在
日
外
国
人

だ
け
で
な
く
、
障
が
い
を
も
つ
人
た
ち
、

高
齢
者
、
震
災
被
害
者
な
ど
に
も
向
け
ら

れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
住
民
と
し
て
、

市
民
と
し
て
、
様
々
な
人
た
ち
と
共
に
暮

ら
す
こ
と
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
で
あ

る
。
レ
イ
シ
ズ
ム
（
民
族
主
義
）
の
問
題

に
関
し
て
は
、
私
た
ち
は
部
外
者
で
は
あ

り
え
な
い
。
歴
史
認
識
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
第
一
歩
は
そ
こ
に
始
ま
る
。 

■

中
川
慎
二
　
教
授
（
ド
イ
ツ
語
教
育
学
・
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

伊
藤
博
文
が
テ
ロ
リ
ス
ト
?!

2014年
11月20日
木曜日
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「
人
間
性
」
や
「
愛
」
は
経
験
す
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
言
葉
で
合
理
的
に
説
明

す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
な
概
念
で
あ

る
。
し
か
し
、
感
じ
と
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
二
項
対
立
は
今
日
あ
ま
り
流
行

ら
な
い
が
、「
人
間
」
と
「
非
人
間
」
を

二
項
対
立
的
に
比
較
し
な
が
ら
「
人
間
」

を
感
じ
と
ろ
う
。

　

ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
グ
ル
ス
キ
ー

A
ndreas Gursky

は
、
巨
大
な
パ
ノ
ラ

マ
写
真
を
得
意
と
す
る
ド
イ
ツ
の
写
真
家

で
あ
る
。東
京
で
二
〇
一
三
年
、大
阪
で
は

二
〇
一
四
年
に
個
展
を
開
催
し
た
。
作
品

を
四
点
挙
げ
る
（
講
話
当
日
そ
の
簡
易
版

を
配
布
し
た
）。99
セ
ン
ト
（
１
９
９
９
）

は
、
米
国
版
１
０
０
円
シ
ョ
ッ
プ
の
フ
ロ

ア
を
天
井
か
ら
見
下
ろ
す
。
整
然
と
陳
列

さ
れ
た
夥
し
い
商
品
が
豊
か
な
色
彩
を
放

ち
、
縦
線
と
横
線
の
規
則
性
が
眩
し
い
。

カ
ミ
オ
カ
ン
デ
（
２
０
０
７
）
は
、
岐
阜

山
中
の
旧
神
岡
鉱
山
の
地
底
深
く
に
設
置

さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
を
捕
捉
す
る
実
験

施
設
の
写
真
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
色
彩

的
に
は
単
調
で
あ
る
が
、
無
数
の
突
起
物

が
99
セ
ン
ト
と
同
様
の
幾
何
学
的
な
造
形

美
を
描
く
。
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
（
２
０
０
７
）

の
壮
大
な
人
文
字
は
、
一
糸
乱
れ
ぬ
秩
序

を
映
し
出
す
。
三
作
品
の
共
通
項
は
、
規

格
化
さ
れ
た
人
工
美
、
縦
と
横
の
線
が
規

則
正
し
く
整
然
と
交
差
す
る
幾
何
学
的
な

美
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
今
一

つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
視
点
に
関

わ
る
。
い
ず
れ
も
人
間
の
視
覚
に
は
不
可

能
な
視
界
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の

み
可
能
な
視
野
で
あ
る
。
つ
ま
り
視
点
が

無
数
に
拡
散
し
、各
々
の
商
品
、突
起
物
、

そ
し
て
ボ
ー
ド
が
「
私
を
見
ろ
」
と
言
わ

ん
ば
か
り
に
自
己
主
張
す
る
。
実
物
は
巨

大
な
作
品
で
あ
っ
て
、
無
数
の
視
点
は
全

て
の
事
物
を
鮮
明
に
視
覚
化
す
る
。
人
間

の
視
力
は
関
心
事
に
の
み
焦
点
が
合
い
、

そ
れ
以
外
を
除
外
す
る
。
カ
メ
ラ
の
非
人

間
的
な
視
力
が
人
間
の
視
力
に
過
大
な
負

荷
を
負
わ
せ
る
効
果
は
、
鑑
賞
者
に
疲
れ

と
倦
怠
感
を
催
さ
せ
る
。
膨
大
な
選
択
肢

と
過
剰
な
自
由
は
人
間
を
疲
労
さ
せ
る
。

　

99
セ
ン
ト
、カ
ミ
オ
カ
ン
デ
、そ
し
て
ピ
ョ

ン
ヤ
ン
は
、
高
度
な
規
格
化
に
抗
う
被
写

体
の
存
在
に
も
気
づ
か
せ
る
。
人
間
の
存

在
で
あ
る
。人
工
美
、幾
何
学
的
な
点
と
線

の
充
満
す
る
平
面
に
、
人
間
が
規
格
化
を

阻
む
か
の
よ
う
に
謙
虚
に
映
し
出
さ
れ
一

服
の
癒
し
を
提
供
す
る
。
こ
れ
ら
と
対
称

的
な
作
品
が
バ
ン
コ
ク
Ⅱ（
２
０
１
１
）で
あ

る
。タ
イ
国
の
首
都
バ
ン
コ
ク
を
流
れ
る

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
の
川
面
に
は
廃
物
や
油

が
浮
遊
し
、
画
面
か
ら
悪
臭
が
漂
っ
て
く

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
規

格
化
さ
れ
た
人
工
美
が
不
在
で
あ
る
。
さ

ら
に
視
点
は
無
数
に
拡
散
し
な
い
。
被
写

体
の
自
己
主
張
は
比
較
的
慎
ま
し
い
。
規

格
化
さ
れ
た
美
を
体
験
し
た
後
で
は
、
バ

ン
コ
ク
Ⅱ
が
再
現
す
る
自
然
な
光
と
視
野
、

汚
染
、無
秩
序
が
鑑
賞
者
に
安
堵
感
を
も
た

ら
す
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
に
つ
い
て
今
は
深
く
考
え
ず
、
あ

と
に
な
っ
て
思
い
返
し
て
み
る
と
よ
い
だ

ろ
う
。
た
だ
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き

た
い
。
グ
ル
ス
キ
ー
の
膨
大
な
作
品
群
か

ら
四
作
品
を
選
出
す
る
と
い
う
決
断
は
、

私
の
独
断
に
依
る
。
こ
の
講
話
で
私
は
他

の
作
品
、
あ
る
い
は
他
の
写
真
家
の
作
品

を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
た
。
だ
が
そ
れ
を
せ

ず
、
こ
れ
ら
四
作
品
に
絞
り
込
ん
だ
の
は

私
の
恣
意
で
あ
る
。
他
の
作
品
を
選
抜
し

て
い
た
な
ら
ば
、全
く
異
な
る「
人
間
」が

立
ち
現
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
99
セ
ン

ト
、
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
、
そ
し
て
ピ
ョ
ン
ヤ

ン
が
提
供
す
る
無
数
の
視
点
が
鑑
賞
者
に

疲
労
感
を
喚
起
す
る
よ
う
に
、
選
択
の
組

み
合
わ
せ
は
無
数
に
あ
り
、
個
々
の
組
み

合
わ
せ
が
異
な
っ
た
人
間
像
を
溢
れ
返
ら

せ
、考
え
る
者
を
疲
れ
さ
せ
る
。「
人
間
」

と
は
、
99
セ
ン
ト
、
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
、
そ

し
て
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
に
お
い
て
鑑
賞
者
の
注

目
を
要
求
す
る
細
分
化
さ
れ
た
被
写
体
で

あ
る
。
人
間
に
は
バ
ン
コ
ク
Ⅱ
が
必
要
で

あ
る
。 

■

山
田
　
仁
　
准
教
授
（
イ
ギ
リ
ス
文
学
）

グ
ル
ス
キ
ー
の
写
真

2014年
11月21日
金曜日



Econo Forum 21／March 2015 46

シリーズチャペル＜人間を考える＞
　

本
日
お
話
し
す
る
内
容
は
、
古
く
て
新

し
い
疑
問
の
ひ
と
つ
、「
な
ぜ
歴
史
を
学

ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
？
」
に
つ
い
て
で

す
。
過
去
に
は
、
私
自
身
も
中
学
生
の
頃

ま
で
は
歴
史
の
勉
強
が
嫌
い
で
そ
の
意
義

に
懐
疑
的
で
し
た
し
、
最
近
で
は
、
自
分

の
子
供
に
歴
史
学
習
の
意
義
を
問
わ
れ
返

答
に
窮
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
さ
す
が

に
大
人
に
な
る
と
、
経
験
か
ら
歴
史
学
習

の
必
要
性
は
認
識
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
こ
の
問
題
を
一
度
も
真
剣
に
考
え
た

こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
子
供
を
納
得

さ
せ
る
よ
う
な
い
い
返
答
が
思
い
浮
か
ば

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
は
「
温
故

知
新
」
と
い
う
四
字
熟
語
を
引
き
合
い
に

出
し
て
場
を
濁
し
た
の
で
す
が
、
子
供
に

は
こ
ち
ら
の
意
図
が
う
ま
く
伝
わ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
は
、

学
習
者
側
に
「
な
ぜ
？
」
と
い
う
歴
史
上

の
疑
問
が
湧
く
前
に
先
生
か
ら
話
（
答

え
）
を
聞
か
さ
れ
る
の
で
、
歴
史
嫌
い
が

増
え
る
の
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
す
。

と
も
あ
れ
、
上
述
の
一
件
以
来
、
私
は
歴

史
学
習
の
意
義
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
機

会
あ
る
ご
と
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
件
で
他
人
の
意
見
に
も

敏
感
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
新
聞
・

雑
誌
や
テ
レ
ビ
等
で
見
聞
き
し
た
回
答
は

実
に
様
々
で
す
。「
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は

自
分
を
学
ぶ
こ
と
」
の
よ
う
な
哲
学
的
色

合
い
の
濃
い
も
の
か
ら
、「
現
在
の
事
象

は
過
去
の
出
来
事
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、

過
去
を
学
ん
で
現
在
を
見
れ
ば
将
来
が
見

え
る
」
や
「
過
去
の
失
敗
に
学
ん
で
今
後

の
対
策
に
役
立
て
る
た
め
」
な
ど
の
実
利

的
な
意
義
を
強
調
す
る
も
の
、果
て
は「
歴

史
の
知
識
は
教
養
な
の
で
知
ら
な
い
と
大

人
に
な
っ
て
笑
わ
れ
る
」
や
「
歴
史
は
就

職
試
験
の
一
般
常
識
の
部
で
出
題
さ
れ
る

の
で
歴
史
を
知
ら
な
い
と
就
職
で
き
な

い
」
の
よ
う
な
教
訓
的
だ
が
学
ぶ
意
義
と

し
て
は
あ
ま
り
建
設
的
で
な
い
も
の
ま
で

色
々
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く

回
答
と
し
て
は
ど
れ
も
間
違
っ
て
い
な
い

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
に
は
ど
れ
も

普
遍
的
な
意
義
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
は

思
え
ま
せ
ん
。

　

い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
に
、
最
終
的
に
私

が
引
き
出
し
た
、
普
遍
的
意
味
合
い
を
帯

び
て
い
る
と
思
わ
れ
る
回
答
は
、「
人
生

を
よ
り
よ
く
楽
し
む
た
め
」
で
す
。
私
た

ち
の
生
き
る
目
的
は
、
私
見
で
は
、
そ
こ

か
ら
喜
び
を
得
た
い
が
た
め
で
す
。
勿

論
、
人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
で
す
か
ら
、

楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
が
あ

る
か
ら
こ
そ
楽
し
さ
が
倍
増
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
し
社
会
や
文
化

に
関
心
が
ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
日
に
三

度
食
事
が
と
れ
れ
ば
満
足
と
考
え
る
者
が

い
た
と
す
れ
ば
、
多
く
の
小
中
学
生
が
考

え
る
よ
う
に
、
歴
史
の
学
習
な
ど
無
意
味

で
し
ょ
う
。
楽
し
む
べ
き
人
生
の
貴
重
な

時
間
を
割
い
て
ま
で
学
ぶ
べ
き
教
科
で
は

な
い
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
極
端
に
動
物
じ
み
た
人
間
は
お
り
ま
せ

ん
。
皆
せ
っ
か
く
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
か

ら
、
人
生
を
最
大
限
に
楽
し
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

私
た
ち
に
は
い
ろ
い
ろ
な
知
識
が
い
る
の

で
す
。
歴
史
は
人
生
を
楽
し
む
上
で
、
明

ら
か
に
不
可
欠
な
知
識
の
一
分
野
で
す
。

例
え
ば
、
旅
行
先
で
歴
史
的
建
造
物
や
高

名
な
芸
術
作
品
に
出
合
っ
た
時
の
こ
と
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
見
る
だ
け
で
も
こ

れ
ら
か
ら
感
銘
を
受
け
ま
す
が
、
も
し
背

景
に
あ
る
歴
史
的
経
緯
を
知
っ
て
い
れ
ば

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
感
銘
の
度
合
い

は
き
っ
と
倍
増
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

歴
史
は
、
歴
史
学
者
や
政
治
家
だ
け
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
に
と
っ
て
も
、

生
き
る
上
で
必
要
な
基
礎
知
識
（
教
科
）

な
の
で
す
。 

■

大
高
博
美
　
教
授
（
言
語
学
）

歴
史
を
学
ぶ
普
遍
的
意
義
を

考
え
る

2014年
11月25日
火曜日
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今
年
の
一
月
第
三
月
曜
日
に
、
ア
メ
リ

カ
で
『
ロ
ン
グ
・
ウ
ォ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
』

（T
he Long W

alk H
om
e

、
１
９
９
０

年
）
と
い
う
映
画
を
見
た
。
こ
の
日
は
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
公
民
権
運
動

の
指
導
者
と
し
て
知
ら
れ
た
マ
ー
テ
ィ

ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
を

記
念
す
る
た
め
の
祝
日
で
あ
っ
た
。

　

映
画
は
実
際
に
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア

メ
リ
カ
人
に
よ
る
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運

動
を
背
景
に
し
て
い
る
。
１
９
５
５
年
の

あ
る
日
、
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー

で
、
あ
る
黒
人
女
性
が
た
く
さ
ん
の
荷
物

を
持
っ
て
バ
ス
に
乗
り
、
空
い
て
い
る
席

に
座
っ
た
。
そ
こ
で
一
人
の
白
人
青
年

が
、
立
ち
な
さ
い
と
彼
女
に
命
令
し
た
。

彼
女
は
そ
の
命
令
に
応
じ
な
か
っ
た
た

め
、
逮
捕
さ
れ
て
有
罪
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
（
ロ
ー
ザ
・
パ
ー
ク
ス
事

件
）。
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ

が
、
当
時
は
バ
ス
に
は
白
人
席
と
黒
人
席

が
区
別
さ
れ
、
黒
人
は
ご
く
限
ら
れ
た
席

に
し
か
座
れ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
白
人
用

の
席
に
座
っ
た
だ
け
で
犯
罪
者
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
理
不
尽
な
事
件
に
抗

議
す
る
た
め
、
長
年
屈
辱
的
な
差
別
を
受

け
て
き
た
黒
人
た
ち
は
、
全
米
各
地
で
バ

ス
乗
車
を
拒
否
す
る
行
動
を
と
っ
た
。
映

画
の
主
人
公
の
一
人
、
白
人
の
家
で
メ
イ

ド
と
し
て
働
く
黒
人
女
性
の
オ
デ
ッ
サ

も
、
バ
ス
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
に
参
加
し

た
。
芯
の
強
い
彼
女
は
毎
日
自
宅
か
ら
の

長
い
道
の
り
を
足
に
ま
め
を
作
り
な
が
ら

通
い
続
け
る
。
彼
女
の
雇
い
主
で
あ
る
白

人
主
婦
の
ミ
リ
ア
ム
は
、
そ
れ
を
見
か
ね

て
車
で
オ
デ
ッ
サ
を
迎
え
よ
う
と
す
る

が
、
夫
を
は
じ
め
周
囲
の
白
人
た
ち
か
ら

猛
反
発
を
受
け
る
。
映
画
は
バ
ス
・
ボ
イ

コ
ッ
ト
運
動
に
参
加
す
る
黒
人
た
ち
に
同

情
し
て
協
力
す
る
白
人
主
婦
の
ミ
リ
ア
ム

と
メ
イ
ド
の
オ
デ
ッ
サ
を
め
ぐ
っ
て
展
開

す
る
。

　

映
画
を
見
終
わ
っ
て
ま
ず
感
じ
た
の

は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
で
も
な
い
１
９
５
０
年

代
に
、
こ
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
人
種

差
別
が
公
然
と
ア
メ
リ
カ
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
に
対
す
る
驚
き
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
次
に
驚
い
た
の
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ

白
人
中
産
階
級
の
家
庭
に
お
け
る
女
性
の

立
場
の
低
さ
で
あ
る
。
一
見
し
て
何
の
不

自
由
も
な
い
裕
福
な
生
活
を
送
っ
て
い
る

ミ
リ
ア
ム
は
、
仕
事
を
持
っ
て
い
な
い
、

自
己
主
張
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
自
立
で

き
て
い
な
い
実
に
可
哀
そ
う
な
女
性
で

あ
っ
た
。
映
画
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

も
っ
と
も
感
動
的
な
瞬
間
は
、
彼
女
が
は

じ
め
て
自
ら
の
意
思

│
そ
れ
も
夫
と
は

正
反
対
な
こ
と
を
強
く
主
張
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
夫
の
目
の
前
で
黒
人
た
ち
と
同

じ
陣
営
に
立
っ
た
時
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
こ
の
平

和
な
日
本
で
、
あ
た
か
も
差
別
な
ど
存
在

し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
平

和
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
果
し

て
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
年
の

８
月
29
日
に
、
国
連
人
種
差
別
撤
廃
委
員

会
は
日
本
政
府
に
対
し
て
、
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
問
題
に
「
毅
然
と
対
処
」
し
、
法

律
で
規
制
す
る
よ
う
勧
告
す
る
「
最
終
見

解
」
を
公
表
し
た
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と

は
、
人
種
、
宗
教
、
性
的
指
向
、
性
別
な

ど
の
要
素
に
対
す
る
差
別
・
偏
見
に
基
づ

く
憎
悪
を
表
す
表
現
行
為
の
こ
と
。2014

年
現
在
、
日
本
に
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

自
体
を
取
り
締
ま
る
法
律
や
規
制
は
ま
っ

た
く
制
定
さ
れ
て
い
な
い
。
表
現
の
自
由

と
い
う
名
の
も
と
、
言
葉
の
暴
力
が
保
護

さ
れ
、
日
本
の
社
会
で
公
然
と
横
行
し
て

い
る
。
よ
く
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
対
象
と

さ
れ
る
「
チ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
ン
」
と
い
う
言

葉
は
、
い
わ
ば
１
９
５
０
年
代
の
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る「
黒
人
」と
い
う
言
葉
が
持
っ

て
い
た
同
じ
負
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
み
ん
な
映
画

の
中
の
主
婦
、
ミ
リ
ア
ム
で
あ
る
。
彼
女

は
周
り
の
自
分
と
同
じ
立
場
の
白
人
と
同

じ
よ
う
に
、
社
会
の
中
に
存
在
し
て
い
る

差
別
的
な
事
柄
に
眼
を
つ
む
る
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
彼
女
は
そ
う
し
な
か
っ

た
。
彼
女
は
自
分
の
心
の
声
に
素
直
に
従

い
、
自
分
と
肌
色
の
違
う
人
々
と
同
じ
陣

営
に
立
つ
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
と
て

も
勇
気
の
い
る
こ
と
で
難
し
い
こ
と
だ

が
、
し
か
し
生
き
る
上
で
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

■

韓
　
燕
麗
　
准
教
授
（
映
画
史
）

『
ロ
ン
グ
・
ウ
ォ
ー
ク
・
ホ
ー
ム
』

2014年
12月1日
月曜日
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経
済
学
と
い
う
学
問
に
対
す
る
最
も
紋

切
り
型
の
批
判
は
、
人
間
の
と
ら
え
方
に

関
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
曰
く
、「
経
済

学
は
人
間
を
専
ら
自
分
の
利
益
を
最
大
化

す
る
よ
う
行
動
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

る
が
、
人
間
と
は
も
っ
と
多
様
で
複
雑
な

動
機
か
ら
行
動
す
る
も
の
だ
。
例
え
ば
、

正
義
感
や
隣
人
愛
な
ど
か
ら
、
時
に
は
自

分
の
利
益
に
反
す
る
行
動
を
と
る
の
が
人

間
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
側
面
を
捨
象

し
て
い
る
経
済
学
は
、
人
間
を
捉
え
損

な
っ
て
い
る
」と
い
う
批
判
の
仕
方
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
学
者
は
以
下
の

よ
う
に
反
論
し
ま
す
。「
人
間
が
お
金
だ

け
で
な
く
正
義
や
愛
を
求
め
る
存
在
だ
と

い
う
こ
と
く
ら
い
、先
刻
承
知
だ
。経
済
学

が
仮
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
も
の

を
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
、
人
間
が
自
ら
の

主
観
的
な
純
便
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
す

る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
」。

例
え
ば
、
寄
付
と
い
う
行
為
を
考
え
て
み

て
も
、
慈
愛
心
の
満
足
で
あ
れ
良
心
の
呵

責
の
軽
減
で
あ
れ
、
と
に
か
く
な
ん
ら
か

の
主
観
的
な
純
便
益
が
得
ら
れ
る
か
ら
、

そ
の
人
が
寄
付
と
い
う
行
為
を
し
た
の
だ

と
理
解
で
き
る
は
ず
だ
、と
い
う
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
批
判
を
意
識
し
て
か
、
最
近

の
経
済
学
の
教
科
書
で
は
、
誤
解
を
招
き

や
す
い
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
経
済

人
）」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
代
わ
っ
て
よ
く
見
か
け
る
よ

う
に
な
っ
た
の
が
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
だ
と
、
外
的
な

も
の
（
金
銭
に
代
表
さ
れ
る
得
損
）
に
限

定
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
な
く
、
内
的
な

も
の
（
正
義
感
や
慈
愛
心
な
ど
）
も
含
め

や
す
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
経
済
学
は
、
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
い
う
概
念
を
極
め
て
広
く
定
義

す
る
こ
と
で
、
先
の
反
論
を
実
質
化
し
て

い
ま
す
。
と
は
い
え
、
外
的
な
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
内
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
同

じ
よ
う
に
扱
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
教
育
心
理

学
で
は
、
外
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
賞
罰

な
ど
）
よ
り
も
内
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

（
向
上
心
な
ど
）
に
誘
発
さ
れ
た
学
習
行

動
の
ほ
う
が
、
長
期
的
に
は
学
習
の
成
果

が
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
経

済
学
で
も
、例
え
ば
、近
年
行
わ
れ
た
実
験

で
、
保
育
所
の
お
迎
え
に
親
が
遅
刻
し
た

ら
罰
金
を
課
す
と
い
う
制
度
を
導
入
す
る

と
、
却
っ
て
遅
刻
が
増
え
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
外
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ（
罰
金
）が
内

的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
子
供
に
対
す
る
申

し
訳
な
さ
）を
駆
逐
し
て
し
ま
い
、事
態
の

悪
化
を
招
い
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
外
的

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
内
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
と
の
複
雑
な
関
係
は
、
育
児
・
教
育
・

労
働
な
ど
人
間
同
士
が
直
接
関
係
す
る
領

域
で
多
く
観
察
さ
れ
る
よ
う
で
す
が
、そ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
ま
だ
ま
だ
不
明
な
と

こ
ろ
が
多
く
、
解
明
に
は
学
際
的
な
研
究

の
進
展
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
方
向
に
研
究
が
進
展
す
る

の
か
私
に
は
皆
目
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
だ
け
は
言
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
外
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
よ

り
も
内
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
導
か
れ
て

活
動
す
る
人
々
が
多
い
社
会
の
ほ
う
が

「
豊
か
」で
あ
ろ
う
、と
い
う
こ
と
で
す
。

第
一
に
、
外
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え

続
け
る
こ
と
は
続
け
る
こ
と
は
往
々
に
し

て
費
用
が
高
く
付
き
ま
す
が
、
内
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
に
、
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
人
々
が

織
り
な
す
関
係
は
、
政
治
学
な
ど
で
言
う

と
こ
ろ
の
社
会
関
係
資
本
を
比
較
的
容
易

に
形
成
し
、
い
ろ
い
ろ
な
部
面
で
生
産
性

を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
で
し
ょ
う
。

少
な
く
と
も
私
に
は
、
そ
う
し
た
社
会
の

ほ
う
が
住
み
や
す
そ
う
に
思
え
ま
す
。 

■

久
保
　
真
　
准
教
授
（
経
済
学
史
）

人
間
を「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」か
ら

考
え
る

2014年
12月2日
火曜日
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大
学
入
学
後
、
授
業
で
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
、
レ
ポ
ー
ト
、
論
文
等
、
自

分
の
考
え
や
意
見
を
人
に
発
表
す
る
機
会

が
ぐ
っ
と
増
え
る
。
一
生
懸
命
考
え
た
文

章
に
対
し
て
、
分
か
り
に
く
い
、
何
が
言

い
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
等
、
う
れ
し
く

な
い
コ
メ
ン
ト
を
さ
れ
る
こ
と
も
、
残
念

な
が
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
の

研
究
分
野
と
し
て
、
留
学
生
の
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
特
に
、

分
か
り
や
す
い
／
分
か
り
に
く
い
文
章
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
以
下
で

は
、
相
手
に
伝
わ
る
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届

く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、「
宛

て
先
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考

え
て
み
た
い
。

　

ふ
つ
う
、
自
分
が
宛
て
た
相
手
以
外
に

は
、
郵
便
物
で
も
メ
ー
ル
で
も
届
か
な

い
。
で
は
、
こ
ん
な
ケ
ー
ス
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
向
こ
う
か
ら
人
が
歩
い
て
き
て
自

分
に
向
か
っ
て
手
を
振
っ
て
い
る
の
だ
と

思
い
、
手
を
振
り
返
し
た
ら
、
自
分
の
後

ろ
に
い
る
人
に
向
か
っ
て
手
を
振
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
確

か
に
自
分
に
向
け
ら
れ
た
挨
拶
で
は
な
い

し
、
自
分
が
宛
て
先
で
は
な
く
て
も
、
実

際
に
は
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
受

け
止
め
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
自
分
が
宛
て
先
だ
と
自
分
で
思
っ

た
の
な
ら
、
自
分
が
発
信
者
の
意
図
し
た

宛
て
先
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
受
け
取
れ
る
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
届
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
反
対
に
、
届
か
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
日
ご

ろ
自
分
が
発
信
し
た
り
受
け
取
っ
た
り
す

る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い
宛
て
先

を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
話
す
相
手

や
読
む
相
手
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
遣
い
を

変
え
る
の
は
、
宛
て
先
に
対
す
る
意
識
の

表
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
で
は
、
学
生
の
み

な
さ
ん
が
書
く
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
ど
ん
な

ふ
う
に
宛
て
先
を
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
の
個
人
的
な
印
象
で
は
、
通
り

一
遍
の
こ
と
や
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
た
た
い

て
調
べ
れ
ば
手
に
入
る
情
報
だ
け
が
書
い

て
あ
る
レ
ポ
ー
ト
は
、
内
容
は
正
し
い
の

だ
ろ
う
が
伝
わ
ら
な
い
、
い
わ
ば
宛
て
先

の
な
い
レ
ポ
ー
ト
だ
と
感
じ
る
。ま
た〝
言

語
明
瞭
意
味
不
明
〞
の
よ
う
な
場
合
に

も
、
こ
と
ば
遣
い
は
正
し
く
て
も
何
が
言

い
た
い
の
か
届
い
て
こ
な
い
。
少
し
違
う

例
で
は
、
読
ま
ず
に
即
座
に
捨
て
る
よ
う

な
迷
惑
メ
ー
ル
や
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
も

宛
て
先
の
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
種
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

レ
ポ
ー
ト
を
書
く
際
に
、
自
分
は
何
を

誰
に
伝
え
た
い
の
か
、
考
え
て
み
る
の
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
レ
ポ
ー

ト
の
宛
て
先
と
し
て
、
そ
の
授
業
を
担
当

し
て
い
る
教
員
だ
け
に
限
ら
ず
、
扱
っ
て

い
る
テ
ー
マ
の
当
事
者
や
関
係
者
、
も
っ

と
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
知
っ
て
ほ
し
い

人
な
ど
、
様
々
な
宛
て
先
を
想
定
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
宛
て
先
を
意
識
す

る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
相
手
の

立
場
に
立
っ
て
考
え
、
相
手
を
慮
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
知
識

や
経
験
を
駆
動
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
程

を
経
た
宛
て
先
を
携
え
て
い
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
届
く
の
だ
と
思
い
た
い
。 

■

長
谷
川
哲
子
　
准
教
授
（
日
本
語
教
育
学
）

こ
と
ば
の
宛
て
先

2014年
12月4日
木曜日
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２
０
０
６
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受

賞
し
た
の
は
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
と
い
う
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
銀
行
と
そ
の
設
立
者
で

あ
る
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
さ
ん
で
し
た
。そ

の
受
賞
理
由
は
、「
貧
し
い
人
々
が
必
要
な

資
金
を
借
り
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
貧
困

の
削
減
に
貢
献
し
た
」と
い
う
も
の
で
し

た
。今
回
は
、ユ
ヌ
ス
さ
ん
と
グ
ラ
ミ
ン
銀

行
の
取
り
組
み
を
題
材
に
、
金
融
の
役
割

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ユ
ヌ
ス
さ
ん
が
、
の
ち
の
グ
ラ
ミ
ン
銀

行
に
つ
な
が
る
「
貧
し
い
人
々
の
た
め
の

銀
行
」
を
作
ろ
う
と
考
え
た
の
は
、

１
９
７
０
年
代
の
こ
と
で
し
た
。
大
学
で

経
済
学
を
教
え
て
い
た
ユ
ヌ
ス
さ
ん
は
、

あ
る
と
き
農
村
に
調
査
に
出
か
け
ま
し

た
。
そ
こ
で
彼
は
、
竹
の
椅
子
作
り
で
家

計
を
支
え
て
い
る
一
人
の
母
親
か
ら
、「
一

日
中
椅
子
を
作
り
続
け
て
も
、
わ
ず
か
２

セ
ン
ト
の
収
入
に
し
か
な
ら
な
い
」
と
い

う
話
を
聞
い
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
す
。

彼
女
に
は
材
料
の
竹
を
買
う
た
め
の
お
金

22
セ
ン
ト
が
な
く
、
椅
子
の
商
人
か
ら
借

り
て
い
ま
し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
椅
子
を

商
人
の
言
い
値
で
売
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
の
で
す
。
椅
子
は
安
く
買
い
た
た
か

れ
、
借
金
を
返
す
と
２
セ
ン
ト
し
か
彼
女

の
手
元
に
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
で

は
家
族
が
食
べ
て
い
く
の
が
精
い
っ
ぱ
い

で
、
子
供
達
に
十
分
な
教
育
を
受
け
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
貧
困
か
ら
の
脱

出
は
絶
望
的
な
状
況
で
し
た
。

　

彼
女
の
話
を
聞
い
た
後
、
ユ
ヌ
ス
さ
ん

は
、
彼
女
が
今
の
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
考
え
ま
し

た
。彼
女
に
足
り
な
い
の
は
、材
料
を
買
う

た
め
の
わ
ず
か
な
お
金
で
し
た
。
も
し
誰

か
が
材
料
代
を
貸
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

彼
女
は
椅
子
を
商
人
の
言
い
値
で
売
ら
ず

に
す
み
、
今
よ
り
も
収
入
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
貧
困

か
ら
の
脱
出
の
道
が
開
け
て
き
ま
す
。

　

そ
う
考
え
た
ユ
ヌ
ス
さ
ん
は
、
自
分
の

ポ
ケ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
か
ら
、
竹
の
椅
子
作

り
の
女
性
の
よ
う
に
お
金
を
稼
ぐ
能
力
を

持
ち
な
が
ら
資
金
不
足
の
た
め
に
貧
し
い

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
42
人
の
人
々
に

貸
し
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
２
０
０
６

年
に
は
５
７
７
万
人
の
人
々
に
貸
出
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
の
出
発

点
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

グ
ラ
ミ
ン
銀
行
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と

き
、
多
く
の
金
融
の
専
門
家
は
、
グ
ラ
ミ

ン
銀
行
は
き
っ
と
失
敗
す
る
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
貧
し
い
人
に
お
金
を
き
ち
ん
と

返
し
て
も
ら
う
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
は

難
し
い
と
い
う
の
が
、
当
時
の
常
識
だ
っ

た
の
で
す
。

　

し
か
し
予
想
に
反
し
て
、
グ
ラ
ミ
ン
銀

行
は
大
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
そ
の
理
由

は
、
画
期
的
な
返
済
の
仕
組
み
を
作
り
出

し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
お
金
を
借
り
る

人
々
に
５
人
で
１
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ

て
も
ら
い
、
メ
ン
バ
ー
の
返
済
に
連
帯
し

て
責
任
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の

で
す
。
同
時
に
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
意
識
を

深
め
る
た
め
の
様
々
な
活
動
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
お
金
を
借
り
た
人
は
、
他
の
メ
ン

バ
ー
に
迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
と
い
う
思

い
か
ら
、
き
ち
ん
と
返
済
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
は
、98.6

％

と
い
う
驚
異
的
な
返
済
率
を
実
現
で
き
た

の
で
す
。
貧
し
い
人
々
か
ら
返
済
さ
れ
た

お
金
は
、
ま
た
別
の
貧
し
い
人
々
に
貸
し

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
多
く
の
人
々

が
、
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
か
ら
借
り
た
お
金
を

利
用
し
て
貧
困
か
ら
の
脱
出
に
成
功
し
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

最
近
起
き
た
金
融
危
機
の
よ
う
に
、
時

に
金
融
は
暴
走
し
て
、
人
々
の
生
活
を
不

安
定
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
ユ
ヌ
ス
さ
ん

と
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
の
取
り
組
み
の
よ
う

に
、
金
融
は
人
々
の
生
活
を
豊
か
に
す
る

力
を
本
来
持
っ
て
い
る
の
で
す
。 

■

秋
吉
史
夫
　
准
教
授
（
金
融
論
）

貧
し
い
人
々
の
た
め
の
銀
行

2014年
12月9日
火曜日
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今
日
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
少

し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
更
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
の
は
陳
腐

で
面
白
味
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
ま
す
が
、
今
日
は
あ
え
て
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
の
負
の
と
こ
ろ
に
「
明
」
を
当
て
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
誰
し
も
が
こ
の
世

の
中
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
だ
し
、
各
自
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
国
際
人
と
し
て
の
資
格

を
身
に
つ
け
る
べ
く
、
英
語
の
勉
強
に
励

ん
だ
り
、
海
外
（
特
に
英
語
圏
の
国
々
）

へ
留
学
や
せ
め
て
旅
行
に
も
出
か
け
る
な

ど
し
て
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
空
気
を
吸

わ
ん
と
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
悪
い
と
は
思

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
日
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
（
イ
コ
ー
ル
国
際
化
）
に
つ
い
て
立

ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
国
際

化
は
一
体
何
で
し
ょ
う
か
。
私
に
言
わ
せ

れ
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
強
者
の
経
済
的
生

産
性
を
高
め
る
た
め
の
市
場
の
拡
大
か
ら

始
ま
っ
た
地
球
レ
ベ
ル
の
見
え
な
い
戦

争
、
そ
れ
に
加
担
さ
せ
ら
れ
た
私
た
ち
は

あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
そ
の
戦
争
に

勝
つ
た
め
の
武
装
を
す
る
こ
と
を
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ほ
ん
の
数
十
年
前
ま
で
も
日
本
は
国
民

の
多
く
が
（
経
済
的
に
）
ミ
ド
ル
・
ク
ラ

ス
だ
と
感
じ
、
終
身
雇
用
制
に
よ
る
安
泰

な
仕
事
が
保
障
さ
れ
、
い
ろ
ん
な
意
味
で

選
択
肢
の
豊
富
な
社
会
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
日
本
人
の
6

人
に
１
人
が
貧
困
層
で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

諸
国
で
貧
困
率
が
4
番
目
に
高
い
そ
う
で

す
。
貧
富
の
格
差
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま

す
し
、
若
者
が
昔
の
よ
う
に
割
と
容
易
く

仕
事
に
あ
り
つ
く
こ
と
も
で
き
な
い
厳
し

い
現
状
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
益
々
ひ
ど
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
予

測
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
と
も
に
私
た
ち
は
世
界
の
人
た
ち
と

平
た
い
地
球
上
に
一
列
に
並
ば
さ
れ
、
職

業
人
間
と
し
て
の
ス
ペ
ッ
ク
が
競
わ
さ
れ

る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
地
球
規
模
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
に
勝
ち
得
な
い
人
た

ち
を
「
負
け
組
」、「
ド
ロ
ッ
プ
・
ア
ウ
ト

組
」
と
呼
ば
わ
り
し
、「
勝
ち
組
」
の
勝

戦
を
讃
え
る
わ
け
で
す
。所
謂「
負
け
組
」

の
人
た
ち
は
社
会
や
家
で
も
居
場
所
を
見

つ
け
ら
れ
ず
、
そ
の
果
て
し
な
い
む
し
ゃ

く
し
ゃ
し
た
気
持
ち
を
何
の
関
係
の
な
い

人
々
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い

で
い
る
の
で
す
。
最
近
頻
発
し
て
い
る
通

り
魔
事
件
や
放
火
事
件
な
ど
は
、
こ
の
よ

う
な
現
代
社
会
の
抱
え
て
い
る
病
の
シ
ン

プ
タ
ム
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

日
本
で
は
毎
年
3
万
人
ほ
ど
の
自
死
者
や

１
０
０
万
程
の
う
つ
病
の
人
が
い
る
と
言

い
ま
す
。
今
は
「
う
つ
」
と
い
う
言
葉
は

流
行
り
の
言
葉
の
よ
う
に
周
り
に
転
が
っ

て
い
ま
す
。
実
際
う
つ
病
で
苦
し
ん
で
い

る
人
も
周
り
に
い
る
訳
で
す
。

　

で
は
、「
負
け
組
」
と
違
っ
て
、「
勝
ち

組
」
の
人
た
ち
は
む
や
み
に
幸
せ
で
し
ょ

う
か
。
私
に
は
そ
の
よ
う
に
は
見
え
ま
せ

ん
。
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
を
勝
ち
抜
い
た
彼

ら
は
そ
の
平
準
化
の
中
、「
自
分
ら
し
さ
」

を
探
し
求
め
て
も
が
い
て
い
る
の
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
の
列
車
に
乗
り
遅
れ
る
な
と

言
わ
れ
な
が
ら
ま
た
一
方
で
は
自
分
ら
し

く
生
き
ろ
と
も
言
わ
れ
、
い
わ
ば
「
平
準

化
」
と
「
自
分
ら
し
さ
の
個
性
化
」
の
は

ざ
ま
で
苦
し
ん
で
い
る
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
昨
今
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
な
ど
で
地

球
単
位
の
た
く
さ
ん
の
ネ
ッ
ト
上
の
友
た

ち
が
持
て
て
も
そ
の
心
の
孤
独
か
ら
逃
れ

て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。Line

な

ど
の
ネ
ッ
ト
上
の
会
話
に
慣
れ
て
し
ま

い
、
生
の
人
間
と
の
対
話
が
難
し
い
な
ど

心
の
空
洞
は
ま
す
ま
す
広
く
な
る
ば
か
り

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、

私
た
ち
が
向
か
お
う
と
す
る
先
に
は
何
が

待
っ
て
い
る
の
か
、
訳
も
分
か
ら
ず
遅
れ

ま
い
と
前
で
走
っ
て
い
る
人
た
ち
に
つ
い

て
必
死
に
走
っ
て
み
た
ら
先
は
崖
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
た
ま
に
は

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
、
私

は
ど
の
道
に
行
き
た
い
の
か
を
。 

■

厳
　
廷
美
　
准
教
授
（
社
会
言
語
学
）

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
狭
間
で

2014年
12月11日
木曜日
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去
年
の
チ
ャ
ペ
ル
講
話
で
は
、
若
年
世

代
と
老
年
世
代
と
の
間
で
負
担
と
受
益
の

程
度
に
不
平
等
が
あ
る
と
い
う
世
代
間
格

差
を
テ
ー
マ
に
し
て
話
を
し
た
。
誰
に
負

担
を
負
っ
て
も
ら
う
の
か
、
若
年
世
代
か

老
年
世
代
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
見
方
を
す

れ
ば
、
現
行
制
度
で
は
若
い
人
に
相
対
的

に
重
い
負
担
を
負
わ
せ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言

え
ば
、
負
担
の
押
し
付
け
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
負
担
の
押
し
付
け
と
い
う
観
点
で

見
れ
ば
、
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
よ
り

深
い
議
論
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
例
と
し
て
介
護
保
険
制
度
を
挙
げ
よ

う
。
介
護
保
険
制
度
と
は
介
護
保
険
料
を

払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
１
割
の
自
己

負
担
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
介
護
保
険
の
財
源
は

税
金
と
保
険
料
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い

る
。

　

介
護
を
行
う
方
と
し
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
や
介
護
福
祉
士
の
方
が
い
る
。
た

だ
、
こ
れ
ら
の
職
業
の
待
遇
、
特
に
給
与

面
に
つ
い
て
は
新
聞
な
ど
で
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
良
い
も
の
と

は
言
え
な
い
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
に

当
た
る
介
護
報
酬
が
政
府
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

価
格
を
事
業
者
が
自
由
に
設
定
で
き
な

い
。
そ
れ
が
介
護
市
場
で
働
く
者
の
給
料

の
低
さ
と
し
て
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
介
護
職
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
日

本
で
は
少
子
高
齢
化
が
進
む
こ
と
に
な
る

た
め
に
、
ま
す
ま
す
需
要
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、沖
藤
氏
の
著
書（
沖

藤
典
子(

２
０
１
０)

『
介
護
保
険
は
老
い

を
守
る
か
』
岩
波
新
書
）
に
よ
れ
ば
、
崇

高
な
志
を
持
っ
て
介
護
職
に
就
い
た
と
し

て
も
離
職
率
が
大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
離
職
の
理
由
の
１
つ
と
し
て
、
給

料
な
ど
の
待
遇
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
こ
で
介
護
報
酬
を
大
幅
に
引

き
上
げ
れ
ば
介
護
職
の
給
与
面
で
の
待
遇

は
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
介
護
職
で
働
き
た
い
と
い
う
労
働

者
、
す
な
わ
ち
、
介
護
市
場
に
お
け
る
労

働
供
給
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
家
族
介
護
の
た
め
に
職
を
辞
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
者
を
減
ら
す
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
と
な
れ
ば
、
家
族
介

護
に
よ
っ
て
職
を
辞
め
て
し
ま
い
貧
困
に

陥
る
、
家
族
介
護
で
疲
れ
果
て
て
し
ま
う

と
い
っ
た
こ
と
か
ら
の
苦
し
み
を
無
く
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
た
め
の
財
源
と
し
て
、
税

や
社
会
保
険
料
を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
介
護
を
行
う
家
族
の

負
担
を
軽
く
す
る
た
め
に
介
護
職
の
給
与

的
待
遇
を
改
善
す
る
こ
と
を
通
じ
て
介
護

労
働
者
を
増
や
す
た
め
に
、
税
や
社
会
保

険
料
を
引
き
上
げ
る
こ
と
の
賛
同
を
得
る

こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
賛
同

が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
負
担
は
家
族
介
護

を
行
う
者
や
介
護
労
働
市
場
で
働
く
者
に

押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

政
策
の
政
治
的
決
定
を
考
慮
す
る
と
、

大
多
数
の
グ
ル
ー
プ
が
少
数
の
グ
ル
ー
プ

に
対
し
て
負
担
を
押
し
付
け
る
と
い
う
こ

と
が
起
き
う
る
。
押
し
付
け
ら
れ
る
相
手

が
社
会
的
弱
者
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
社

会
保
障
制
度
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
は
負
担
は
片
方
だ
け
が
一
方
的
に
負

う
よ
う
な
形
と
は
な
ら
ず
、
両
者
負
担
の

程
度
が
議
論
と
は
な
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
れ
で
も
少
数
派
の
意
見
は
多
数
派
に
押

さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
。
数
の
力
だ

け
で
は
よ
り
良
い
制
度
に
は
な
ら
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
少

数
派
の
意
見
が
き
ち
ん
と
考
慮
さ
れ
る
よ

う
な
仕
組
み
が
必
要
で
は
あ
ろ
う
。 

■

安
岡
匡
也
　
准
教
授
（
社
会
保
障
）

社
会
保
障
制
度
改
革
は 

負
担
の
押
し
付
け
合
い
か
？

2014年
12月16日
火曜日
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２
０
１
４
年
の
年
末
、
石
油
価
格
の
暴

落
に
よ
っ
て
、
世
界
経
済
に
激
震
が
走
っ

て
い
ま
す
。
同
時
に
、
同
年
１
１
月
に
フ

ラ
ン
ス
・
パ
リ
で
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
（
フ

ラ
ン
ス
国
籍
の
若
者
）
に
よ
る
テ
ロ
事
件

が
起
き
ま
し
た
。
シ
リ
ア
・
イ
ラ
ク
国
内

で
イ
ス
ラ
ム
国
家
と
称
す
る
過
激
派
集
団

が
成
長
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
と
っ
て
、
巨
大
な
リ
ス
ク
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
２
０
１
５
年
春
に

は
、
日
本
も
参
加
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平

洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
）交
渉
は
、妥

結
目
前
の
段
階
に
到
達
す
る
形
勢
で
す
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
の
是
非
は
、
日
本
で

も
大
き
な
政
治
問
題
で
し
た
。
二
国
間
又

は
複
数
国
間
の
経
済
統
合
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
設

立
協
定
に
整
合
的
と
い
っ
て
も
、
複
数
国

の
間
で
の
み
、
域
内
で
の
市
場
ア
ク
セ
ス

を
自
由
化
し
、
内
国
民
待
遇
を
保
障
す
る

の
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
内
外
無
差
別
原
則
の
例

外
で
す
。つ
ま
り
、ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
を
、

国
際
法
上
、
合
法
的
に
差
別
す
る
こ
と
を

認
め
る
協
定
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。

　

１
９
９
５
年
に
妥
結
し
た
ウ
ル
グ
ア

イ
・
ラ
ウ
ン
ド
（
多
角
的
貿
易
交
渉
）
に

続
く
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
は
、
先
進
国
と

新
興
国
の
対
立
で
新
た
な
ル
ー
ル
構
築
に

事
実
上
失
敗
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
北
米
、

中
南
米
の
一
部
の
諸
国
、
東
南
ア
ジ
ア
の

一
部
の
諸
国
、
豪
州
、
そ
れ
に
日
本
を
含

め
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
締
結
交
渉
が
、
本
当
に
妥

決
す
れ
ば
、
世
界
経
済
に
新
た
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
へ
の
日
本
政

府
の
参
加
決
定
で
、
最
も
あ
わ
て
た
の
は

韓
国
政
府
で
し
た
。
韓
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
だ
け
で
は
な
く
中
国
と
も
、
Ｅ
Ｕ
と
も

ア
メ
リ
カ
と
も
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
締
結
し
、
日

本
と
の
締
結
は
先
送
り
し
続
け
て
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
を
制
度
的
な
経
済

統
合
の
外
に
お
く
こ
と
で
、
日
本
企
業
が

不
利
な
競
争
条
件
に
お
か
れ
た
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
競
争
に
敗
れ
た
日
本
の
企

業
か
ら
、
優
秀
な
技
術
者
が
韓
国
企
業
に

流
出
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
起
動

で
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。
異
次
元
の
金

融
緩
和
の
結
果
、
円
安
水
準
が
定
着
し
、

韓
国
企
業
の
競
争
上
の
優
位
が
崩
れ
は
じ

め
ま
し
た
。
ま
た
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
日
本
が
参

加
す
る
こ
と
で
、
日
本
を
差
別
す
る
貿
易

上
の
効
果
は
緩
和
さ
れ
ま
す
。

　

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
反
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
運
動
が
、
近
年
、
ま

す
ま
す
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
こ
と
で

す
。
実
際
、
貿
易
・
投
資
の
自
由
化
の
恩

恵
を
受
け
ら
れ
な
い
か
又
は
差
別
的
な
扱

い
を
う
け
る
地
域
が
、
南
西
ア
ジ
ア
、
北

ア
フ
リ
カ
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
を
中

心
に
存
在
し
、
多
数
の
若
年
失
業
と
貧
困

の
堆
積
や
環
境
破
壊
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
背
景
が
、
原
理
主
義
に
走
る
若
者

を
増
加
さ
せ
る
大
き
な
背
景
に
な
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
日
読
ん
で
い
た
だ
い
た
聖
書
の
個
所

で
、
イ
エ
ス
様
は
、「
も
っ
と
も
小
さ
き

者
に
し
た
こ
と
は
、
私
に
し
て
く
れ
た
こ

と
な
の
で
あ
る
。」と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
個
所
は
、
十
字
架
に
掛
け
ら
れ
る
前

の
イ
エ
ス
様
が
語
っ
た
、
最
後
の
審
判
に

関
す
る
物
語
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
王

と
家
来
の
関
係
で
な
さ
れ
る
論
議
を
、
イ

エ
ス
様
と
律
法
学
者
が
交
わ
し
た
口
論
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
非
常
に
理

解
し
や
す
い
の
で
す
。
イ
エ
ス
様
は
、
誰

か
他
の
人（
特
に
、少
数
者
）の
立
場
に

立
っ
て
考
え
る
力
が
い
か
に
大
事
か
語
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
他
の
人
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
能
力
の
欠
如
こ
そ
が
、
世
界
を

存
続
の
危
機
に
陥
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
生
み
出
す

苦
痛
と
困
難
に
対
し
、
最
大
限
に
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
、
行
動
を
起
こ
す

こ
と
こ
そ
現
代
の
正
義
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
際
、
貿
易
・
投
資
を
規
制
す
る
だ
け

で
は
、
結
局
、
低
開
発
と
貧
困
を
温
存
す

る
結
果
を
招
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。 

■

井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
正
義

 

（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
25
：
31
〜
40
）

2014年
12月18日
木曜日
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私
が
、
関
西
学
院
大
学
の
魅
力
を
知
っ

た
の
は
、
大
学
院
生
に
な
っ
て
、
他
の
大

学
を
訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
し

た
。
卒
業
し
た
ゼ
ミ
生
と
、
い
ま
で
も
頻

繁
に
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
ま
す
が
、
彼

ら
が
口
々
に
い
う
こ
と
は
、
卒
業
し
て
か

ら
関
西
学
院
大
学
の
魅
力
に
気
づ
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
離
れ
る
こ
と
で
、
初

め
て
分
か
る
こ
と
は
、
と
て
も
多
く
あ
る

の
で
す
。

　

ゼ
ミ
生
の
就
職
活
動
の
情
報
収
集
を
み

て
い
て
思
う
こ
と
で
す
が
、
就
職
に
関
す

る
情
報
は
、
か
な
り
偏
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
企
業
の
説
明
会
で
、
そ
の
企

業
は
よ
い
情
報
し
か
提
供
し
て
く
れ
ま
せ

ん
。
悪
い
情
報
は
間
違
い
な
く
隠
さ
れ
た

ま
ま
で
す
。
内
定
を
と
っ
た
先
輩
か
ら

も
、
偏
っ
た
情
報
し
か
入
手
で
き
ま
せ

ん
。
内
定
を
と
ら
な
か
っ
た
学
生
が
多
く

い
る
わ
け
で
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
就
職
活

動
を
す
る
学
生
が
得
る
べ
き
情
報
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

統
計
学
で
は
、
デ
ー
タ
を
取
得
し
て
分

析
し
ま
す
。
小
学
１
年
生
の
体
重
を
調

べ
、
横
軸
は
小
学
１
年
生
の
体
重
、
縦
軸

は
頻
度
と
す
れ
ば
、
釣
り
鐘
型
の
正
規
分

布
が
描
け
ま
す
。
多
く
の
デ
ー
タ
は
、
こ

の
よ
う
な
分
布
を
も
ち
ま
す
。
大
事
な
の

は
、
分
布
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
が
認
識
し
て
い
る
情
報
は
、
分
布
の

一
部
の
情
報
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

就
職
活
動
で
内
定
を
と
っ
た
学
生
の
情

報
は
、
分
布
の
片
側
だ
け
の
情
報
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
有
名
企
業
な
ら
ば
、
多
く

の
学
生
が
エ
ン
ト
リ
ー
し
ま
す
の
で
、
面

接
ま
で
到
達
し
て
、
内
定
を
と
る
学
生
の

数
は
、
か
な
り
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
と

す
れ
ば
、
内
定
を
と
っ
た
学
生
か
ら
の
情

報
は
、
分
布
の
片
側
の
先
端
部
分
か
ら
の

情
報
と
い
う
こ
と
で
す
。
失
敗
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
情

報
が
偏
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

国
や
地
方
自
治
体
は
、
一
般
市
民
に
対

す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

般
市
民
と
は
い
え
な
い
特
定
の
人
た
ち
に

対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
実
際
は
一
般
市
民
と
は
か
け
離

れ
た
ラ
ウ
ド
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
、

一
般
市
民
の
税
負
担
を
使
っ
て
サ
ー
ビ
ス

が
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
サ

イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
声
を
い
か

に
聞
く
か
が
、
行
政
に
と
っ
て
は
重
要
な

の
で
す
が
、
ラ
ウ
ド
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が

全
体
だ
と
思
う
間
違
い
を
犯
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
世
界
に
も
あ
り
そ
う
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
盛
ん
に
主
張
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
世
間
一
般
の
価
値
判
断
な
の
か

と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
思
う

と
き
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

書
き
込
ん
で
い
る
人
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か

と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多

く
の
人
は
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
い
な

い
、
も
し
く
は
、
見
て
い
て
も
同
意
し
て

い
な
い
、
書
き
込
ん
で
い
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
の
時
代
は
、
い
っ

た
ん
、
自
分
の
認
識
が
偏
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
す
る
こ
と
が
、
必
要
な
よ
う
に
感

じ
る
の
で
す
。
い
ま
、
入
手
し
て
い
る
情

報
を
み
て
、
そ
れ
が
全
体
で
あ
る
と
は
考

え
ず
、
表
に
出
て
い
な
い
情
報
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
隠
れ
た
情
報

が
、
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

は
、
い
ま
あ
る
偏
っ
た
情
報
だ
け
で
、
判

断
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
考
え
方
が
で
き
れ
ば
、
私
た
ち
は
、

も
っ
と
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
考
え
方
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

■

上
村
敏
之
　
教
授
（
財
政
学
）

認
識
の
偏
り
を
認
識
す
る

2015年
1月8日
木曜日
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昨
年
も
同
じ
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
書

き
ま
し
た
が
、
学
生
諸
君
に
と
っ
て
４
年

間
の
学
生
生
活
は
と
て
も
短
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
入
学
し
て
間
も

な
く
の
頃
は
、
初
め
て
体
験
す
る
こ
と
ば

か
り
で
、
右
往
左
往
し
て
い
る
う
ち
に
定

期
試
験
を
迎
え
、
夏
休
み
で
や
っ
と
一

息
。
秋
か
ら
ど
う
に
か
学
生
生
活
を
エ
ン

ジ
ョ
イ
し
は
じ
め
、
２
年
生
の
秋
学
期
か

ら
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
活
動
。
少
し
ば
か
り
経
済

や
経
済
学
に
興
味
を
持
っ
た
と
こ
ろ
で
、

３
年
生
も
終
了
し
、
就
職
活
動
に
突
入
。

や
っ
と
内
定
を
も
ら
っ
た
と
思
っ
た
ら
、

卒
業
研
究
論
文
に
悪
戦
苦
闘
し
、
単
位
数

を
気
に
し
な
が
ら
、
卒
業
。
め
ま
ぐ
る
し

い
４
年
間
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

卒
業
を
迎
え
る
今
、
自
分
が
す
ご
し
て

き
た
学
生
生
活
の
４
年
間
を
振
り
返
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。
バ
イ
ト
ば
か
り
の
４
年

間
で
は
、
少
し
さ
び
し
い
と
思
い
ま
せ
ん

か
。
あ
る
い
は
、「
学
生
生
活
の
思
い
出

は
シ
ュ
ー
カ
ツ
で
す
」
と
い
う
こ
と
で

は
、
あ
ま
り
に
も
貧
相
な
学
生
生
活
で
す

ね
。
大
学
で
確
か
な
学
び
が
で
き
た
の

か
。
社
会
に
役
に
立
つ
よ
う
な
力
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
ぜ
ひ
、
自

己
分
析
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

短
い
４
年
間
で
は
経
済
や
経
済
学
の
こ

と
を
十
分
に
学
べ
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
社
会
や
経
済
に
つ
い
て
わ
ず

か
な
が
ら
で
も
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
考

え
た
経
験
が
社
会
に
出
て
か
ら
、
き
っ
と

役
に
立
つ
と
き
が
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
経
済
学
部
で
は
、
学
位
授
与
方

針
（
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
、
略
し
て

Ｄ
Ｐ
）
に
基
づ
い
て
、
卒
業
必
要
単
位
を

取
得
し
た
も
の
に
学
士
号
を
授
与
し
ま

す
。
そ
の
Ｄ
Ｐ
に
記
さ
れ
て
い
る
基
準
を

自
分
が
果
た
し
て
満
た
し
て
い
る
の
か
、

ど
う
か
、
社
会
へ
出
る
ま
え
に
、
き
ち
ん

と
判
定
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
、
社
会
人
と
し
て
の
第
一
歩
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
自
分
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で

あ
る
か
を
分
析
で
き
て
い
れ
ば
、
社
会
に

出
て
か
ら
も
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

社
会
に
出
て
か
ら
も
、
学
び
な
お
し
の

機
会
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

ま
た
、「
卒
業
し
た
の
で
、
関
西
学
院
大

学
と
縁
が
切
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
は
関
西
学
院
大
学
経
済

学
部
の
卒
業
生
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
長

い
人
生
を
送
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
長
い
人
生
を
送
る
な
か
で
、
大

学
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
るM

astery for 
Service

（
奉
仕
の
た
め
の
練
達
）
を
忘

れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
、
世
界
市

民
と
し
て
社
会
の
た
め
に
何
ら
か
の
形
で

貢
献
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

m
ission

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
の
学
生
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
を
振
り
返

り
、
自
身
の
４
年
間
を
総
括
し
て
く
だ
さ

い
。 

■

利
光
　
強
　
経
済
学
部
長

４
年
間
の
学
生
生
活
を
ふ
り
か
え
る

│
自
己
分
析
は
社
会
人
と
し
て
の
第
一
歩
│

2015年
1月9日
金曜日
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私
は
来
年
３
月
末
で
定
年
を
迎
え
ま

す
。
１
９
６
６
年
、
こ
の
関
西
学
院
大
学

経
済
学
部
に
入
学
し
、
学
部
・
大
学
院
を

通
じ
て
９
年
間
学
び
、
大
学
教
員
に
な
り

ま
し
た
。
９
年
間
他
の
大
学
で
教
え
ま
し

た
が
、
縁
あ
っ
て
１
９
８
５
年
、
母
校
に

教
員
と
し
て
戻
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
30

年
間
、
学
生
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
学
ん
で

き
ま
し
た
。
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
の
講
話
も

皆
さ
ん
と
と
も
に
学
ぶ
場
の
一
つ
で
し

た
。

　

こ
の
講
話
で
私
は
の
ち
に
触
れ
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
経
済
学
が
前
提
、
む
し
ろ

仮
定
す
る
「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
」
す

な
わ
ち
「
専
門
用
語
」
の
再
検
討
を
通
じ

て
、
そ
の
仮
定
の
妥
当
性
を
皆
さ
ん
と
と

も
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
経

済
人
は
男
性
そ
れ
と
も
女
性
？
」（
１
９
８
５
）

で
は
、「
合
理
的
行
動
を
行
う
経
済
人
が

な
ぜ
“econom

ic m
an

4

4

4

”と
呼
ば
れ
る
の

か
を
歴
史
的
背
景
を
も
踏
ま
え
て
お
話
し

し
、
今
や
経
済
人
は
む
し
ろ
“econom

ic 
person

4

4

4

4

4

4

”と
表
記
し
た
方
が
現
状
に
相
応

し
い
と
提
案
し
ま
し
た
。
ま
た
、（
２
）「
経

済
人
は
利
己
的
存
在
か
、
そ
れ
と
も
利
他

的
存
在
か
？
―
ミ
ル
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
へ

―
」（
１
９
８
９
）
で
は
、
そ
の
経
済
人

は
「
極
大
・
極
小
」
原
理
に
基
づ
く
合
理

的
行
動
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
現

代
の
ミ
ク
ロ
理
論
は
成
立
し
て
い
ま
す

が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

現
実
の
経
済
人
は
利
他
的
行
動
を
も
し
て

お
り
、
そ
れ
を
経
済
理
論
に
組
み
入
れ
よ

う
と
す
る
伝
統
は
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経

済
学
者
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
や
新
古
典
派
経
済

学
者
Ａ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
伝
統
は
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
に
も
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
今
日
は

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

（
３
）「
自
然
・
経
済
・
人
間
―
―
有
形

な
も
の
か
ら
無
形
な
も
の
へ
」

（
１
９
９
２
）
で
は
、
財
の
概
念
を
含
め

て
経
済
学
の
研
究
対
象
が
「
有
形
物
」
か

ら
「
無
形
物
」
に
拡
大
し
て
い
っ
た
理
由

を
考
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、（
４
）「
経
済

学
は
自
然
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た

か
？
」（
２
０
０
４
）
で
は
、
供
給
曲
線

が
右
上
が
り
に
描
か
れ
て
い
る
理
由
の
一

つ
を
人
間
は
生
産
の
三
要
素
の
一
つ
あ
る

「
自
然
」
が
無
限
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い

る
こ
と
に
求
め
、
そ
れ
が
人
間
の
自
然
破

壊
を
生
む
背
景
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
講
話
で
は

経
済
学
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し

た
が
、
最
後
と
な
る
今
回
の
講
話
で
は
、

佐
和
隆
光
の
本
の
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が「
経
済
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
」と
い

う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
経
済
学
の
危
機
」
は
、
こ
れ
ま
で
少

な
く
と
も
二
度
叫
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
第

一
の
危
機
は
、
世
界
恐
慌
後
の
１
９
３
０

年
代
に
叫
ば
れ
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
誕

生
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ま
し
た
。
第
二
の

危
機
は
、
１
９
７
１
年
に
Ｊ
・
ロ
ビ
ン
ソ

ン
に
よ
っ
て
明
示
的
に
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
60
年

代
に
か
け
て
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
と
役
割
分

担
し
な
が
ら
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
新
古
典
派
経
済
学
が
高
度
成
長
の
陰
り

と
と
も
に
70
年
代
前
半
に
厳
し
い
批
判
を

受
け
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
そ

の
批
判
は
、
Ｋ
・
ポ
ッ
パ
ー
の
論
理
実
証

主
義
（「
仮
定
↓
演
繹
↓
検
証
」）
も
基
づ

く
新
古
典
派
経
済
学
の
仮
定

4

4

が
あ
ま
り
に

も
現
実
の
経
済
と
あ
ま
り
に
も
乖
離
し
、

当
時
の
現
実
的
課
題
で
あ
っ
た
公
害
、
南

北
問
題
、
都
市
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
処

方
箋
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
科

学
と
し
て
の
経
済
学
は
、
自
然
科
学
と
同

様
、
そ
の
実
用
性
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら

れ
た
か
ら
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
批
判

●
退
任
教
授
最
終
チ
ャ
ペ
ル
講
話
／
井
上
琢
智
　
教
授
（
経
済
思
想
史
）

エ
コ
ン
族
の
都マ

市チ

か
ら
飛
び
出
そ
う

2014年
12月19日
金曜日
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の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ

ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
短
命
に
終
わ
り
、
私
が
大

学
教
員
に
な
っ
た
75
年
頃
に
は
そ
の
求
心

力
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
新
古
典
派
経
済
学
は
、
経
済
学
の

自
然
科
学
化
・
物
理
学
化
（
Ｗ
・
Ｓ
・
ジ
ェ

ヴ
ォ
ン
ズ
の
場
合
に
は
力
学
化
）、
す
な

わ
ち
数
学
化
で
し
た
。
そ
の
思
想
の
源
泉

は
、
自
然
を
定
量
的
性
質
と
そ
れ
に
還
元

で
き
な
い
定
性
的
性
質
（
こ
こ
に
し
ば
し

ば
私
た
ち
は
「
人
間
性
」
の
本
質
を
見
る

の
で
す
が
）
と
に
分
け
る
二
分
法
に
基
づ

き
、
前
者
を
重
視
す
る
Ｇ
・
ガ
リ
レ
イ
の

自
然
観
、
Ｉ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
的
世

界
観
、
さ
ら
に
は
「
経
験
的
観
察
（
デ
ー

タ
）
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
経
済
現
象
に
か

ん
す
る
私
た
ち
の
知
識
は
拡
大
深
化
し
、

一
定
の
方
向
を
目
指
し
て
〈
進
歩
〉
し
て

い
く
」
と
い
う
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
の
学
問
観

に
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
自
然

観
・
世
界
観
・
学
問
観
が
、
Ａ
・
レ
イ
ヨ

ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
寓
話
が
示
す
よ
う
に
、

エ
コ
ン
族
を
席
巻
し
、
そ
の
一
族
は
最
上

階
級
で
あ
る
マ
ス
・
エ
コ
ン
（
数
理
経
済

学
）、
ミ
ク
ロ
階
級
、
マ
ク
ロ
階
級
、
デ

ブ
ロ
プ
ス
（
経
済
発
展
論
）
階
級
、
そ
し

て
職
人
ゆ
え
に
最
下
級
の
オ
ー
・
メ
ト
ル

ズ
（
実
証
的
研
究
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
特

定
の
モ
ド
ゥ
ル
（
モ
デ
ル
）
は
「
信
仰
シ

ス
テ
ム
」
の
ト
ー
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
現
実
の
経
済
か
ら
学
ぶ

よ
り
は
、
そ
の
信
仰
の
基
礎
で
あ
る
特
定

の
聖
書
（
教
科
書
）
か
ら
学
ぶ
こ
と
と
な

り
、
モ
ド
ゥ
ル
の
優
劣
は
美
的
水
準
で
計

ら
れ
る
「
世
紀
末
芸
術
」
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
（
佐
和
隆
光
『
経
済
学
と
は
何
だ

ろ
う
か
』（
１
９
８
２
）。

　

こ
の
エ
コ
ン
族
か
ら
い
ち
早
く
脱
出
し

た
日
本
人
経
済
学
者
が
１
９
７
０
年
代
か

ら
登
場
し
ま
す
。
そ
の
先
導
者
は
、
第
一

回
『
経
済
白
書
』
を
執
筆
し
た
都
留
重
人

で
し
た
。
彼
は
「Goods

（
財
）
を
生
産

す
る
た
め
に
排
出
す
るBads

」
を
「
公

害
」
と
位
置
づ
け
、１
９
７
１
年
に
は
『
公

害
研
究
―
学
際
的
協
力
を
め
ざ
し
て
―
』

（
現
『
環
境
と
公
害
』）
を
刊
行
し
、
成

長
第
一
主
義
を
批
判
し
、『
市
場
に
は
心4

が
な
い
―
成
長
と
改
革
を
こ
そ
―
』

（
２
０
０
６
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
今
年
９
月
に
亡
く
な
っ
た
宇
沢

弘
文
は
、
市
場
均
衡
や
２
部
門
成
長
モ
デ

ル
の
安
定
性
な
ど
数
理
経
済
学
上
の
世
界

的
業
績
を
あ
げ
て
の
ち
、「
社
会
問
題
か

ら
目
を
そ
ら
し
て
『
現
状
肯
定
の
学
』
と

な
っ
て
い
る
経
済
学
を
批
判
し
、『
人
間

4

4

性4

の
尊
重
』
か
ら
出
発
す
る
社
会
科
学
の

再
構
築
に
向
か
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
」
と
自
問
し
、「
社
会
か
ら
遊
離
し
た

科
学
的
合
理
性
を
つ
ね
に
疑
い
、
そ
れ
を

人
間
側
に
引
き
戻
そ
う
と
努
め
」
ま
し

た
。
こ
の
問
題
意
識
は
『
自
動
車
の
社
会

的
費
用
』（
１
９
７
４
）
で
示
さ
れ
、『「
成

田
」
と
は
何
か
』（
１
９
９
２
）、『
経
済

に
人
間
ら
し
さ

4

4

4

4

4

を
』（
１
９
９
８
）、
最
晩

年
に
は
『
経
済
学
は
人
び
と
を
幸
福

4

4

に
で

き
る
か
』（
２
０
１
３
）
出
版
す
る
だ
け

で
な
く
、
彼
は
「
経
済
学
を
越
え
て
正
義

と
公
平
性
に
か
な
う
社
会
の
実
現
を
求
め

る
『
暖
か
い
心

4

4

4

4

』
を
持
ち
、
水
俣
や
成
田

な
ど
の
現
場
に
足
繁
く
通
っ
て
、
虐
げ
ら

れ
た
人
々
に
寄
り
添
っ
た
そ
の
姿
勢
が

人
々
に
訴
え
か
け
」（
諸
富
徹
「
宇
沢
弘

文
の
世
界
」『
朝
日
新
聞
』
２
０
１
４
年

11
月
23
日
朝
刊
）
た
か
ら
で
し
た
。

　

こ
の
二
人
に
共
通
点
は
、
経
済
学
に

「
心4

」「
人
間
性

4

4

4

」「
人
間
ら
し
さ

4

4

4

4

4

」
を
取

り
戻
す
こ
と
に
心
血
を
注
い
だ
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
実
は
新
古

典
派
経
済
学
の
祖
で
あ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の

言
葉
“With cool heads but w

arm
 

hearts

”（
“The Present Position of 

Econom
ics

” 1885

）
を
思
い
起
こ
さ
せ

ま
す
。
と
り
わ
け
、
“but

”に
注
目
し
な

が
ら
“warm

 hearts

”に
想
い
を
寄
せ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
自
然
科

学
で
は
無
視
で
き
る
が
、
社
会
科
学
で
は

重
要
なG.

ガ
リ
レ
イ
の
い
う
第
二
性
質
で

あ
り
、
そ
れ
を
重
視
し
、M

oral 
Philosophy

（
道
徳
哲
学
）
か
ら
ス
ミ
ス

が
経
済
学
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
伝
統
は
ミ
ル
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
続

い
て
ケ
イ
ン
ズ
に
も
受
け
継
が
れ
ま
す
。

と
い
う
の
は
『
一
般
理
論
』
は
「
不
完
全

雇
用
状
態
を
も
視
野
に
入
れ
た
よ
り
包
括

的
な
経
済
分
析
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、「
人
間
の
精
神
を
め
ぐ
る
一
般
的
、

哲
学
的
な
分
析
か
ら
社
会
全
体
の
特
性
の

成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
味
」
で
も

「
一
般
理
論
」
だ
っ
た
こ
と
か
ら
分
り
ま

す
。『
確
率
論
』
で
「
不
確
実
と
合
理
性

と
の
結
び
つ
き
を
命
題
の
世
界
に
さ
ぐ
ろ

う
と
し
た
」
ケ
イ
ン
ズ
が
『
一
般
理
論
』

の
な
か
で「
超
越
的
世
界〈
そ
れ
が
ニ
ュ
ー

ト
ン
的
空
間
・
時
間
で
す
が
〉を
離
れ
て
、

貨
幣
が
構
造
化
し
維
持
し
よ
う
と
す
る
経

済
世
界
の
う
ち
な
る『
不
安
』と『
規
約
』」

と
の
結
び
つ
き
を
、
内
側
か
ら
解
明
し
、

そ
の
不
合
理
生
の
危
険
を
洞
察
す
る
「
思

考
の
科
学
」
つ
ま
り
「
論
理
的
分
析
と
い

う
も
の
を
、
現
実
の
人
間
世
界
の
生
き
た

論
理
の
理
解
の
仲
介
と
し
て
解
釈
す
る
、

新
し
い
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
」（
伊
藤

邦
武
『
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
』
１
９
９
９
）

を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
科
学
で
あ
れ
ど
の
よ

う
な
科
学
で
あ
れ
“ceteris paribus

”

（「
他
の
条
件
が
同
一
だ
と
す
れ
ば
」）
を

仮
定
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
す
か

ら
、
科
学
者
で
あ
る
エ
コ
ン
族
は
同
一
と

仮
定
し
た
「
他
の
条
件
」
に
目
を
向
け
、

「
教
科
書
」
を
い
っ
た
ん
捨
て
て
、「
仮

定
」か
ら
除
か
れ
た「
現
実
の
人
間
世
界
」

を
直
視
し
、
時
と
し
て
都
留
や
宇
沢
の
よ

う
に
、
社
会
的
活
動
を
す
る
必
要
が
あ
る

で
し
よ
う
。
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今
年
度
を
も
っ
て
定
年
退
職
し
ま
す
。

実
に
41
年
間
経
済
学
部
に
勤
め
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
の
間
を
一
言
で
言
い
表
せ

ば
、「
変
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
専
門
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
、
産
業
組

織
論
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
教
師
と
し
て

勤
め
出
し
て
か
ら
今
日
ま
で
に
大
き
く
変

化
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
す

る
の
は
、
あ
る
意
味
大
変
で
す
。
変
化
に

対
応
で
き
な
け
れ
ば
、
先
端
的
な
議
論
を

あ
ま
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
よ
り

具
体
的
に
は
、
経
済
学
は
、
自
然
科
学
と

同
様
に
、
多
分
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
野

で
、
世
界
的
に
標
準
化
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
く
、
研
究
者
と
し
て
の
成
果
発
表

の
場
、
す
な
わ
ち
競
争
の
場
は
国
際
レ
ベ

ル
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
特
に
近
年
、
研

究
成
果
は
国
際
的
な
雑
誌
（
査
読
制
）
に

論
文
を
投
稿
し
掲
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
容
易
に
掲
載
の
許

可
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
対
応

す
る
か
、
思
い
悩
む
日
々
で
し
た
。

　

大
き
な
変
化
は
、
ま
た
経
済
学
部
で
も

見
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
教
員
の
構
成

の
変
化
だ
け
で
な
く
、
教
育
、
研
究
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
変
化
が
起
こ
り
ま
し

た
。
こ
の
変
化
は
関
西
学
院
大
学
の
変
化

で
も
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
日
本
の
大
学
全

体
の
変
化
、
ひ
い
て
は
日
本
、
日
本
経
済

の
変
化
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
私
が
こ
う

し
た
変
化
の
中
に
身
を
置
い
た
こ
と
は
、

振
り
返
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
経
験
が
で
き
た
こ

と
を
意
味
し
、
あ
る
意
味
で
幸
せ
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
変
化
の
中
に
身
を
置
く
こ
と

は
、他
方
で
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
「
自

分
を
変
え
る
」（
自
己
変
革
）
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。し
か
し
、「
自
分
を
変
え
る
こ
と
」

は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
残
念
な

が
ら
挫
折
の
繰
り
返
し
で
す
。皆
さ
ん
も
、

高
校
か
ら
大
学
へ
と
、
環
境
の
変
化
を
経

験
し
、
新
た
な
自
分
を
模
索
し
て
い
る
は

ず
で
す
。
将
来
の
夢
に
向
か
っ
て
努
力
す

る
た
め
に
、
自
分
を
変
え
よ
う
と
思
っ
た

こ
と
で
し
よ
う
。
皆
さ
ん
の
、
自
分
に
つ

い
て
の
中
間
評
価
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
「
自
分
を
変
え
る
こ
と
」
が
世
界
的
に

注
目
さ
れ
て
お
り
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
の
ケ
リ
ー
・
マ
ク
ゴ
ニ
ガ
ル
の
『
ス
タ

ン
フ
ォ
ー
ド
の
自
分
を
変
え
る
教
室
』
が

世
界
的
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
本
は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
人
気
講
義
、
い
わ
ゆ
る
白
熱
講
義
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
り
、「
自
分
を
変
え
る
」

こ
と
を
科
学
的
に
考
察
し
、
変
え
る
こ
と

の
失
敗
あ
る
い
は
成
功
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

説
明
し
、
そ
し
て
成
功
の
ヒ
ン
ト
を
示
そ

う
と
し
て
い
ま
す
。
自
己
の
中
間
評
価
で

成
功
あ
る
い
は
う
ま
く
い
き
つ
つ
あ
る
と

考
え
る
人
も
そ
う
で
な
い
人
も
是
非
読
ん

で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、「
自
分
を
変
え
る
こ
と
」
は
、

し
ば
し
ば
「
選
択
」
を
伴
い
ま
す
。
人
生

に
と
っ
て
「
選
択
」
も
重
要
で
す
。『
選

択
の
科
学
』
と
い
う
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

の
研
究
者
、
シ
ー
ナ
・
ア
イ
エ
ン
ガ
ー
が

自
分
の
講
義
（
こ
れ
も
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
の
白

熱
授
業
と
し
て
放
送
さ
れ
ま
し
た
）
を
ま

と
め
た
本
が
、
同
様
に
世
界
的
に
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
選
択
・
決
断
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
そ
の
重
要
性
を
科
学

的
に
分
析
し
、
私
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て

人
生
上
の
ヒ
ン
ト
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ

の
本
も
み
な
さ
ん
に
役
に
立
つ
示
唆
を
含

ん
で
い
ま
す
。是
非
、読
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

以
上
、
私
は
、
自
分
の
経
験
か
ら
変
化

と
選
択
の
重
要
性
に
注
目
し
て
、
二
つ
の

興
味
あ
る
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
詳
し
く
内
容
を
述
べ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分

で
読
ん
で
考
え
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。「
自

分
を
変
え
る
こ
と
」、そ
し
て「
選
択
」は
、

本
質
的
に
す
ぐ
れ
て
個
別
的
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
本
を
読
ん
で
、
自
己
の
中
間
評
価

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、
経
済
学
部
の
教
員
は
、
外
国

雑
誌
に
論
文
を
掲
載
し
、
国
際
学
会
で
報

告
す
る
な
ど
、
国
際
的
に
活
動
し
て
い
る
人

が
多
く
、
優
秀
で
す
。
そ
う
し
た
教
員
の
授

業
を
通
し
て
、
学
生
諸
君
は
も
っ
と
勉
強

し
、
理
解
力
（
悟
性
）
と
問
題
意
識
・
判
断

力
（
感
性
）
を
磨
い
て
ほ
し
い
。
特
に
、
感

性
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
「
関
学
生
は
、

関
西
学
院
大
学
の
学
生
で
あ
る
と
同
時
に
、

感
性
学
院
大
学
の
学
生
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」

と
言
っ
て
き
た
。
問
題
意
識
、
判
断
力
を
養

う
と
、attractive

（
魅
力
的
）
な
学
生
と

な
る
は
ず
で
す
。
こ
の
単
語
は
、active

（
行

動
的
、
積
極
的
）
と
い
う
綴
り
を
含
ん
で
い

る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
を
磨
い
て
「
行
動
的

で
魅
力
的
な
」
学
生
と
な
る
は
ず
で
す
。 

■

●
退
任
教
授
最
終
チ
ャ
ペ
ル
講
話
／
土
井
教
之
　
教
授
（
産
業
組
織
論
）

変
化
、
自
己
変
革
お
よ
び
選
択

2014年
12月22日
月曜日
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●
基
礎
演
習
　
論
文
一
覧

　辻井桜子	 国債による財政破綻を避けるために
　前川一馬	 国民年金未納問題について
　猪井裕貴	 TPP参加への考察
　森　亮博	 移民とこれからの日本
　巖本豪史	 日本の債務について
　佐藤裕輝	 マイクロクレジットについて
　元木開理	 日本には「教育への職業的意義」が必要である
　北浦政子	 食料自給率の低下について
　上川大輔	 総合科学技術、イノベーション会議とその今

後について
　山崎舞花	 日本の観光立国実現にむけて
　郷田実希	 環境破壊とリサイクル
　石見悠企	 円安について
　名嘉健太	 年功序列賃金と成果主義賃金について
　石田千尋	 和食の可能性
　村田和史	 東京オリンピック招致と経済効果
　浜辺和輝	 SNSの普及について
　古吉　翼	 ブランドとは　スターバックスを例にして

　森野彰太	 消費税増税について
　森田浩平	 今後のスマートフォン市場においてメーカー

はどのような戦略を取るべきか
　笠坊昂生	 日本サッカー・Jリーグの発展
　永井　僚	 フィリピン経済
　紺谷理沙	 アイドルに関する考察
　利田　萌	 大学生の学力低下
　丸田駿人	 TPP参加について
　大谷一希	 オリンピックが開催国に与える影響について
★仲田彩乃	 右翼と左翼の経済学－言葉に惑わされること

のない社会－
　島崎拓也	 国際市場における日本ブランド -	ジャパン

ブランドの強化に関する考察－

　山本祐一朗	 日本の電線の中中埋設率が欧米諸国等に比べ低い理由
と電線地中化のメリット・デメリット /日本において
非正規雇用の増加による名目GDP・平均所得の低下が
引き起こす問題

　大塚拓也	 会計年度の疑問を考える /国債残高 780兆円を考える
　上山結依	 並ぶという日本人の習慣 /消費税増についての
　三田竜太郎	 日本の外国人労働者受け入れと外国側の外国人労働者

受け入れの比較 /デフレから脱却途中での消費財８％
への増税は経済にどのような影響を与えるのか

　衞藤裕太	 正月のお年玉 /食品加工問題で変化する経済について
　藤田百合子	 日本の社会保障 /少子高齢化・人口減少問
　高橋周作	 ホンダの F1参戦にみる今後の自動車産業の展望 /日

本の学校はなぜ春に入学式をするのか
　高菅俊貴	 日本の入浴習慣 /日本の TPP参加
　白井　和	 新学期の始まる時期について /消費税増税について
　永田　梓	 裁判員制度について /東京オリンピックについて
　宋　空駿	 正月の経済効果 /ヨーロッパとアメリカの経済
★小南佳穗	 信仰の違いによる行事の違い /円安
　末常　悠	 ゆるきゃら文化 /増税
　福嶋祥太	 日本と欧米の教育の比較 /日本のエネルギー問題
　柴田啓汰	 日本と外国の消費税の制度 /TPPについて

　福田康介	 日本のイベントに対する切り替えの早さ /増税をした
ことに対する社会への影響

　山城幸希	 コンビニの 24時間営業について /アベノミクス
　田嶋諒一	 風呂文化と水道技術 /失われた 20年とアベノミクス
　坂井孝行	 日本の慣習と外国の比較：抗議 /近年の経済問題：ア

ベノミクス
　佐々木康二	 日本人の挨拶 /日本の雇用・労働問題
　杉岡　優	 大学の入学と卒業 /消費税増税
　加藤潤一	 日本の鉄道の正確さ /食の安全性
　松尾香里	 教育制度について /TPPについて
　藤原靖波	 地方創生に関する制度と地方分権についての議論 /近

年の円安について
　荻野寛太	 日本の株主優待制度 /TPP参加による影響

　注）全員以下の２問について議論
　１）	「日本の制度、政策、慣行・習慣のうち一つを取り上げ、外国と比

較した上で、それが成立する理由を議論しなさい。」
　２）	「近年の経済問題のうち興味を持った問題を一つ選び、その理由、

内容、それに対するコメントを述べなさい。」

２組　田畑教授

１組　土井教授
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●
基
礎
演
習
　

学
生
氏
名
・
論
文
タ
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　北野隼也斗	 アパルトヘイトの現実
　阪本　梓	 在日外国人に対する嫌悪
　中園裕貴	 イギリスにおけるアイルランド人への差別
　川口華奈	 グローバル化していくなかで求められること
　松井　愛	 多種多様な社会への適応　─青い目茶色い目

の実験授業から─
　中野靖子	 ジェンダーとレイシズム
　大石佳典	 外国人労働者の権利
　張　毓容	 在日中国人労働者に関するレイシズム
　吉岡海友	 カラーブラインド政策の考察
　竹下　洸	 中国における人権問題
　澁谷佳澄	 マイノリティであるアイヌ民族との共生社会
　高井ひかる	 日常化したレイシズム

　前畑双葉	 ヘイトスピーチの背景と法規制
　城村優太	 外国人労働者
　江後卓海	 オーストラリアと多文化主義
　荒木勇澄	 日本のレイシズムについて
　福田　優	 改善を待っている「共生社会」
　毛利大喜	 職場と家庭　─勤勉すぎる日本人
　中溝祥吾	 外国人労働者が増加することによる今の日本

への影響と問題
★近森雄貴	 従軍慰安婦について
　前川結花	 在日朝鮮人と日本社会の関係
　渡辺浩平	 在日コリアンの日本での闘い
　岡上理星	 在日朝鮮人の学校教育
　西岡みずき	 ヘイト・スピーチと在特会

　畑谷将太郎	 任天堂とソニー・コンピュータエンタテイン
メント（SCE）のゲームの比較

　弘　彩乃	 なぜスターバックスはこんなにも成長したのか？
　中澤俊徳	 身近に感じる円高と円安
　菊池晴奈	 開港 20周年を迎えた関西国際空港
　能塚絵巳	 東日本大震災からみえたコンビニの実力
　間藤　涼	 和歌山県の魅力
　今井颯也	 全日本女子バレー─過去と現在─
　彦野幹仁	 プライベートブランドの魅力
★高木里沙	 ふるさと納税─淡路島─
　小林孝紀	 人間の睡眠─快適な睡眠と睡眠からなる危険─
　高畑周弥	 中小企業の発展に向けて─中小企業ネット

ワークという考え方─
　伊藤修平	 Amazon.comの考察
　黒井一樹	 なぜ日本で iPhone は使われるのか
　岡村奎吾	 宮城県の経済状況─東日本大震災以降の経済

成長要因について─
　木原功人	 Steve	Jobs のカリスマ性─ Apple を作り上

げた男─

　桐谷恒毅	 文房具業界を再生させるには─文房具で発展
途上国を教育する─

　奥井雄義	 なぜ今古着がはやっているのか？─古着の未
来とありかたを考える─

　荒井深咲	 東京ディズニーランドの経営戦略
　三村康太	 低カロリー飲料は危険でありながらもなぜ消

費者に購入されるのか
　弓長英博	 日本バドミントン界の躍進と世界のトップとの差
　岩崎希偉	 刺青に対する悪印象
　裵　哲太	 韓流ブーム─起きた理由とその後─
　大濱　平	 40 歳を超えたアスリートが競技で結果を出

すためにどのような取り組みが必要か
　飯島匡人	 田沼意次とアベノミクス─財政政策を考える
　泉川友香子	 マクドナルドの経営
　森山彩香	 中国人の、「食に対するモラル」とは
　松岡遼太郎	 東京オリンピックによる経済への影響
　村蒔拓也	 モバイルバリューの普及と課題

４組　中川教授

３組　森田教授
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　宮原　泉	 電子マネーの普及地租の未来	 の 普 及
とその未来

　山本　拓	 寿司の世界進出
　稲岡孝則	 ユニクロの海外進出─中国にスポットを当て

て─
　呉　英柱	 スタジオジブリの成功
　山下由寛	 株価との相関性から見るCSR
　村上すみれ	 ジブリ宮崎駿作品に込められた思い
　峠　辰弥	 国によるテーマパークの違い
　石橋武則	 トヨタ自動車の海外進出について
　内橋　瞳	 ナガシマスパーランドとエキスポランドの経

営戦略の比較
★長村祥太	 日本企業の進出が加速するインドネシア
　横野莉菜	 日本映画の現状と未来─日本映画は国際化出

来るのか─
　菅原渚生	 ジブリ作品とその背景にあるもの
　東　果帆	 企業と消費者による社会貢献
　大平雅樹	 電子マネーの普及について

　中西憲吾	 ビットコインはどのような通貨なのか
　白須一世	 なぜアップルは成功したのか
　大仁萌花	 日本の CSR と海外の CSR ─日本に足りな

いものは何か─
　桂　啓一郎	 CSR（企業の社会的責任）─背景と今後の

CSR─
　高山佳苗	 長崎ハウステンボスの経営と地域経済に与え

た影響
　森　友輝	 環境におけるCSR活動が環境に与える影響
　光田俊太	 外資系テーマパークが日本に与えた影響	 	

─ディズニーランド─
　武藤　陸	 アベノミックスについて
　菊川大志	 貨幣の電子化
　藤田潤哉	 なぜ日本では Android より iPhone が売れる

のか
　坂口　怜	 小学校の ICT 教育の現状

　松岡佑樹	 ロケーションが自動販売機の価格に与える影響
　杉山貴司	 電子マネーの導入が自動販売機の売り上げに

与えた影響
★西條美花	 コンビニコーヒーが大手カフェチェーンに与

えた影響
　大澤里佳	 吉野家の価格引き下げが企業間関係にどのよ

うな影響を与えるのか
　馬渡宥一郎	 経営戦略の違いからみるマクドナルドとモス

バーガーの顧客獲得方法
　八ヶ代孝康	 消費者が飲食店を選ぶ基準
　金　淳英	 食品問題による経済的効果
　高木陽平	 スポンサー契約を結ぶことによって生まれる

企業価値
　福田七星	 ユニクロの海外進出は成功といえるのか
　天野崇英	 SPAビジネスモデルと利益との関係
　笠松慎平	 ユニクロにおける雇用条件の海外進出への影響
　上井晶史	 コンビニ経営においてリサイクル率が利益に

及ぼす影響

　助田真輝	 セブンイレブンのブランディング戦略
　嶋　陽介	 コンビニの海外進出がその成長に与える影響
　並河慶人	 ファミリーマートの海外進出と利益率
　田嶋将大	 持続可能なCSR活動と理念の関係─キリン

ビールを中心に─
　山崎佑樹	 アパレル企業の成功・失敗の要因─海外進出

戦略の役割─
　中村健太郎	 なぜ離職率の高い産業と低い産業の差がでるのか
　園山純平	 CSR活動と企業価値
　植田隼人	 簿記１級の企業における有用性
　田村明日香	 教育産業における広告の効果─広告費と売上

高の関係性─
　三浦友耶	 資格を取れば貧乏になるのか─要難関資格職

とサラリーマンの生涯収入比較─
　井上拓也	 広告、宣伝が売上に与える影響─携帯電話産業─

６組　厳准教授

５組　加藤准教授
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　藤本　彩	 日本人と食文化
　松井政洋	 日本人と仕事
　山本卓澄	 日本人と医療
　高矢皓平	 日本人と医学
　三ッ野拳士朗	　日本人とアイドル
　三木大己	 日本人と地方の文化
　青木　勝	 日本人と祭り
　原有理沙	 日本人と色
　三宅史華	 日本人と健康
　増田周平	 日本人とテレビゲーム
　田島優樹	 日本人の消費行動
　中島　栞	 日本人の化粧
　堀　貴博	 日本人と欧米人の体つきと身体能力の違い

★松本祐樹	 日本人と少子高齢化
　米満元哉	 日本食の慣習と簡略化問題
　井垣早映子	 日本人と食事
　荒尾達起	 世界の食文化
　神藤　勤	 日本人と食事
　森本美咲	 西洋化について
　赤坂拓海	 日本の喪服文化
　有満一平	 日本人と企業活動
　徳永昌益	 日本人と英語
　延本拓磨	 日本人と武士道
　松岡祐樹	 日本人と教育
　岡村凜弥	 日本人と宗教
　小幡洋平	 日本人とエネルギー

７組　神崎教授

　佐藤大介	 自動車産業と経済
　出原卓朗	 日本のアニメーション産業の現状と課題
　白滝麻衣	 途上国の貧困と経済成長
　原田麻衣	 世界遺産について
　宮島千裕	 日本のサブカルチャー経済
　山本幸和	 都市化率と成長率の変化
　金田洋人	 戦争の経済効果
★九門　信	 高度経済成長期における日本の貿易─「国際

収支の天井」克復過程─
　中江　裕	 外国人観光客の増加
　西川蕗子	 ハリウッド映画はどのようにして興行収入を

あげるのか
　岩佐　拓	 産油国の産業構造と今後の原油価格の見通し
　藤原彰史	 牛丼御三家による対立
　久保嵐士	 生活保護とその経済効果
　北野　迅	 イオンのダイエー完全子会社化

　加地　等	 京都市の観光業における経済効果
　西村彩希	 オリンピックによる経済効果
　中野瑞希	 消費税について
　鳥羽俊臣	 日本の経済状況とそれに対する企業の動き
　田中雄太	 今、カンボジアがするべきことは
　野口雄生	 格差社会と日本
　松岡弘記	 なぜユニクロはうれるのか
　土井皓右	 ヒット商品の歴史─商品はどのようにして

ヒット商品へと進化するのか─
　玉川貴大	 JAL の経営破綻と航空競争
　大串隆悟	 東京オリンピックと日本経済
　岡本健也	 五輪招致の背景に迫る
　林　賢志	 TPPに加入することによる日本医療の変遷
　大塚栞奈	 社会主義・共産主義体制と経済

８組　寺本教授
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　篠田実佳	 日本人がキャラクターを好きな理由
　五十嵐智紀	 弓道の競技人口増加のために
　川部菜摘	 コンビニはなぜ人気なのか
　秋山拓海	 神戸電鉄の運賃は下げられるのか
　加藤大貴	 女性専用車両の是非
　西崎一成	 スターバックスの原点と起業までの戦略
　高城勇也	 喫煙と禁煙
　萬代智子	 残酷表現は子ども教育に良いのか：マザー

グースを用いた英国流の教育とは
　釜尾優香	 あなたは服にどれだけお金を出すことができ

ますか？：ファストファッションとハイブラ
ンド

　佐藤　唯	 アイドルと景気について
　上北悠太	 自動販売機の商品陳列法
　正木吟太	 人をまとめる力をつけるには
　澁谷未来	 ヒット商品の舞台裏

　辻井大河	 農業人口の減少と対策の提案
　向山僚太	 ゲーム業界の復活
★石橋奈粋	 近年のテレビ番組における視聴率は低下して

いるか？
　中井七海	 ポケットモンスター，妖怪ウォッチの分析
　堀部優太	 箱根駅伝はどうして人気があるのか
　前切樹駿	 なぜ東京ディズニーリゾートの商品は売れる

のか
　岡　雄大	 北陸新幹線開通に伴う地域活性化
　近藤恵悟	 貢ぐ
　伊原木　翔	 ミネラルウォーターの消費が多いのはなぜか？
　村上慎弥	 テレビは生き残れるか
　原　鈴香	 ディズニーランドとUSJ
　中川浩輔	 育成型グラブ・セレッソ大阪
　照井啓介	 新日本プロレスはなぜ復活したのか
　網島　彩	 K-POPの人気を再来させるには

９組　松枝教授

　小向敦史	 東日本大震災と東京オリンピック
　山内一央	 SNSが私達に及ぼす社会的影響とは
　清家崇司	 田沼意次と松平定信─真に優れた為政者はど

ちらか─
　貴田涼太	 対人恐怖の改善
　信谷京佑	 UNIQLO　日本から世界へ
　河田龍仁	 環境問題が生物に与える影響
　楠本一人	 プロ野球球団ビジネス─球団の赤字経営を克

服するには─
　内田優希	 日本企業の衰退
　坂井哲朗	 航空業界の今
　川口哲生	 集団心理から見える日本人の弱み
　堀　涼乃	 日本の産業デザイン　売れる商品を生み出す

ために
★岡井禎忠	 日本の外部教育による教育格差と経済格差
　加藤雄太	 CDはなぜ売れないのか
　澤田祐樹	 なぜ近年、男子校や女子校が共学化していっ

ているのか

　中谷聖哉	 プロ野球の人気について
　南　航平	 クラブカルチャーと風営法
　石井　了	 原発問題について環境経済学の立場で考える
　山下悟史	 消防士
　木下遥人	 脳の可能性
　大野夏子	 教育格差について
　畠山博貴	 中小企業の事業継承による問題点と解決策
　山本　寛	 サッカーによるグローバル化
　野上耕佑	 世界の貧困はなぜあり続けるのか
　宋　敏旭	 経済と留学─早期留学の実態について─
　西山和江	 くまモンの与えた経済効果
　南　紗貴	 なぜ東京ディズニーランドは人気があるのか
　和田　恵	 ネットショッピング市場とこれから
　野宇倖輔	 消費税の増税について

10組　舟木教授
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　堤　大喜	 福岡県が日本に及ぼす影響
　岡野大器	 グローバル化がもたらす格差貧困について
　加野　光	 コンビニエンスストアから学ぶ顧客を獲得す

る手法
　劉　　洋	 日本への輸入という角度から見る中国冷凍食

品産業
　吉田浩幸	 プロ野球独立リーグの必要性
★原戸健生	 大阪都構想のゆくえ
　見野晶彌	 ソニーがアップルに追いつくことはできない

のか
　小林洋祐	 CDの必要性とその展望
　松本陽介	 GDPと住みやすさ、国民の満足度
　山本貴志	 アパレル業界の実態
　伊藤颯也	 日本のエネルギー問題
　梶谷光太郎	 消費税増税は必要なのか
　細川　光	 テロと国際法の関係性
　前田悠樹	 メディアリテラシーを身に付け正しい情報を

得る

　畑山裕香	 LINE が日本で普及した理由
　角野孝司	 電子書籍によって紙の本は無くなってしまう

のか
　執行　仁	 電力自由化から学ぶこと
　伊藤将也	 ペット産業の現状
　森　亮介	 寮食からみるスポーツ栄養学～陸上競技（長

距離）
　稲熊理人	 J リーグが海外リーグから学ぶこと
　赤阪　凌	 日本の高校野球の特徴
　木下　克	 グローバル人材とは
　皆月祐也	 電気自動車の普及における課題
　柴田遥菜	 Amazon によって人々の生活はどのように変

わったのか
　土田啓太	 関西弁と関東弁　標準語はどっち
　佃　憲明	 カジノは日本に誘致すべきか
　石丸和志	 ディスニーランドの経営方針
　岡本拓馬	 自殺とその概要
　平下由起	 若者世代への宣伝─動画共有サイトの可能性

　石元祥梧	 マイナースポーツがメジャースポーツになる
にはどうすれば良いか

　猿木悠作	 1964年と 2020年の東京オリンピックにおけ
るメリットとデメリットの比較

　久光彩加	 うまい棒は何故売れ続けているのか
　森澤光梨	 ラオスの教育に関して──中等教育以上の就

学率を伸ばす
　吉川昌吾	 Ｊリーグを再び発展させるには？──世界か

ら学ぶ「再盛」へのアイデア
　松下裕真	 日本でワークシェアリングを実践するために

必要なこと
　孫　　維	 日本テレビゲーム産業のガラパゴス化
　赤阪香織	 人間はなぜペットを飼うのか
　志村俊一	 サウンドスケープによる町づくり
　寺川太清	 サッカービッグクラブの経営方式について
　松尾和記	 国際関係がもたらす経済的影響
　後藤久貴	 2020年の東京オリンピックが日本に及ぼす

経済的、政治的な影響
　村上喜一	 日本のスポーツ産業が発展するには

　柳川　翔	 大麻を医療用に使用するのは適切か
　北口真由	 暮らしやすい町とはどんな町か？
　岸川優里	 良いストレスを感じるためには
　小西貴拓	 環境がもたらす影響
　小寺泉純	 日本食の人気と輸出における問題
　宇久田実咲	 スターバックスコーヒーがサードウェーブに

負けないためには
　田中改治	 TPP参加についての懸念
　木村美月	 セブンイレブンはなぜ強いのか
　辻原昭吾	 世界恐慌はなぜ深刻になったのか
　楢崎一真	 なぜ日本ではCDが音楽配信よりも売れ続け

ているのか
　藤原照也	 日本のプロ野球の人気はなぜ低下していくの

か
　高木智成	 スコットランド独立問題から見る国家独立の

経済的影響
★村上和希	 医師不足から見る日本医療の問題点
　上田絢也	 ジャパニーズ・ウィスキーの可能性

12組　田准教授

11組　韓准教授
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　廣地力都	 デザイン性は経済に影響を与えているか
　猿倉脩平	 プロ野球が生み出す経済効果
　廣田成美	 人が集まる場所とはーUSJ を参考にー
　樋口裕紀	 広告の経済効果
　高雄大雅	 日本競馬における経済的な戦略と関係
　北野友規	 五輪自国開催における経済的メリット
　財田健吾	 神戸電鉄粟生線は存続させるべきか
　松島正樹	 ワールドカップと経済
　山田亮介	 ベンチャー企業 負け組調査
　藤原大暉	 オリンピックと政治と経済
　山下大陽	 ビジネスとしての音楽産業
　松本航一朗	 楽天ゴールデンイーグルスの優勝での経済効

果
　柴野智子	 香川県から見る日本の観光と経済
　津久井統文	 コニュニケーションと経済
　望月　隆成	 固定電話、ケータイ、スマホの移り変わりと

経済効果
★隅田梨夢	 ゆるキャラ“くまモン”の経済戦略

　濱本　海	 日本車はどうしてシェアーを奪われているの
か

　小川絵里奈	 化粧品業界の経営戦略－成熟市場における脱
却策－

　中矢貴大	 推薦入試が大学に及ぼす経済効果
　虎松慧悟	 パイロットの 2030年問題の解決策
　吉田有伽	 ジェネリック医薬品推進の経済効果ー医療負

担の軽減についてー
　石田有佳梨	 クリスマスにおけるケーキ屋の経済戦略ー神

戸洋菓子店アンテノールー

13組　井上教授

　妻井　鑑	 資本主義国の格差社会
　森本朱音	 資本主義と教育
　大倉卓也	 資本主義の発展と社会主義
　山西一桂	 資本主義と文化
　武田真奈	 日本と世界の資本主義
　瀬古拓央	 資本主義と共産主義
　伊藤有祐	 スポーツと資本主義—サッカーと資本主義—
★今井敦也	 日本のゆるキャラ文化と資本主義文化
　冬頭海斗	 音楽産業と資本主義
　淀　南歩	 アベノミクスと資本主義
　唐津伸也	 オリンピックと資本主義
　林　昌幸	 資本主義社会におけるゲーム争い
　新井昌煥	 資本主義国家による格差社会
　野中優志	 環境と資本主義
　高倉良享	 Ｂ級グルメは本当に地方を救うのか？—Ｂ級

グルメと資本主義との関連性—
　高木紗耶	 日本企業とグローバル資本主義
　渡辺　凌	 資本主義を形成したのは恋愛における贅沢か

禁欲的倫理か
　村田真央	 ファッションと資本主義文化
　上尾明寛	 資本主義と女性労働
　岩田百華	 資本主義社会の問題を解決するフェアトレー

ド　—フェアトレードが貧困を救う—
　小西悠介	 資本主義の限界
　森安　誠	 年金問題と資本主義
　成宮航平	 資本主義のメリット・デメリット
　石田　葵	 資本主義でのUSJ の改革
　前田あやな	 日本人はなぜ一生懸命働くのか？
　植田悠月	 資本主義と税
　藤井恭介	 資本主義の発達と経済政策　—これからの資

本主義—

14組　大高教授
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　鯉江春加	 スマート結婚と従来の結婚式の違い～スマート
結婚企業はどのように利益を得ているのか～

　尾持　諒	 政治的無関心について
　吉岡健二	 物の価値とは
　阿部友紀	 「無料 SNSアプリが得ている利益」
　畑翔一朗	 消費税増税は必要なのか
　鈴木華蓮	 成長し続けるファストファッション
　大園尚紀	 たばこと経済
　藤井洵斗	 仮面ライダードライブはヒット作になりうる

のか
　宮本貴弥	 社会保障の発生と歴史
　小口美咲	 東京ディズニーリゾートの人気の理由
　稻田和也	 なぜケーテ時代の文学は波及したか
　鳥井康平	 テロリズムについて
　宍戸　亮	 東日本大震災が与えた影響と復興に向けて
　森高　涼	 水問題について
　花澤真紀	 日本が財政破綻しない理由
　藤本彪互	 Ｊリーグの存在が地域にもたらす影響
　大川瑞紀	 大学はこんなに必要か

★河村絢也	 元禄の貨幣改鋳に対する日本史教科書の記述
は正しいか

　田中修平	 青色 LEDについて
　宮川典子	 身体障害者補助犬について
　伊藤世欣	 ポルポト政権が与えたカンボジアの現状と今

後の課題
　西脇駿介	 キャラクタービジネスについて
　難波圭輔	 過去から読み取る　2020年東京オリンピッ

クの展望
　光枝　玄	 地球温暖化対策としてのサイクリング
　望月豪太	 メンタルについて
　平野鷹朋	 企業会計とは

　板場千香子	 ゆとり教育について：日本の教育はどうなっていくのか
　岡本拓海	 映画産業がもたらす経済的影響とはどのようなものか
　末富加奈	 子供を救うコミュニティ：なぜ待機児童は減らないのか
　宮井　健	 音楽産業の変化：ミュージシャンに未来はあるか
　濱口魁希	 人事制度と成果主義：人間心理に基づく理想の評

価制度と組織作り
　杉本祐貴	 なぜ国によって環境問題への意識が異なるのか：

日本とアフリカの比較から
　本田有紀	 K-POP の世界戦略：なぜ K-POP アイドルは海

外進出するのか
　西田大志	 ワールドカップの経済効果はどのようなものか
　深田修平	 社会現象となったアニメと時代背景のつながり：

アニメはその時代の人々をどのように魅了したのか
★矢迫千夏	 人口減少社会を様々な視点から見る：少子高齢化

が日本を救う⁉
　山原紳太郎	 米軍基地が沖縄の経済にもたらした影響：デメ

リットだけではないその存在意義とは
　宮北綾子	 コンビニの経営戦略：コンビニ業界で生き残るた

めの戦略とは
　森寺涼太	 人口減少のメリット：デメリットしかないのか
　定岡　潤	 ディズニーランドの誇る人気の秘密：他のテーマ

パークと違うこだわりとは

　橋本和樹	 「極点社会」に直面する日本：今、必要とされて
いる農業政策とは

　三浦知也	 原発ゼロへの道：暴くべき誤解、そして原発に代
わるエネルギーとは

　姉川浩大	 少子高齢化による問題は「移民」で解決できるの
か：数的増大だけが解決方法なのか

　八王子達弘	 J リーグがもたらす経済効果：Jリーグは日本経
済を動かす力

　前田佳帆子	 日本人は無宗教なのか：日本人の和の精神と日本
の伝統宗教とのつながり

　間宮桃香	 日本は ASEAN・南西アジアに投資すべきか、中
国に投資すべきか

　中江美紗	 情報技術の進化は社会にどのような変化をもたら
したか

　小川武徳	 国民の立場から考える裁判員制度：裁判員制度は
本当に必要か

　千葉彩奈	 国民性と経済政策の関係性は：様々な観点から見
る国民性

　笠原大輝	 日本に巻き起こった韓流旋風：反日教育国のポッ
プカルチャーがなぜ日本進出を果たしたのか

16組　ボイル教授

15組　藤田教授
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　渡邉茉美	 漫画の与える影響
　澤野拓哉	 正しく怒れない子供たち
　吉田大樹	 中国論から見えてくるこれからの日中関係改

善への道
　宮本理秀	 東大阪のこれまでとこれから
　重成建吾	 香川県が経済成長するために――地理・自

然・食事から考えられる経済成長
　鷲尾　聡	 宝塚歌劇と日本の伝統芸能の関係について
	 ―宝塚歌劇が歩んできた取り組み
　稲角朋美	 信念に帰する
　近藤加奈	 遺跡から神戸の歴史を辿る
　奥井研人	 原爆ドームが在り続けるわけについて
　山尾　諒	 大阪に住んで――地元を知り、考える
　森野真帆	 尼崎市の環境について
　平原映徹	 広島市の原爆投下について
　迫地しほり	 イオンの経済成長について
　細井大輔	 ご当地キャラクターの進歩
　阪口健児	 尼崎市の友好都市である鞍山市について
　内藤耕介	 文教住宅都市西宮

★上村千佳	 アニメ―ションの歴史と課題
　二反田　愛	 東国原英夫にしかできないPR戦略
　樫谷郁希	 これからのテーマパークが生き延びるための

戦略とは
　赤松知香	 神戸スウィーツがなぜ発展したのか
　榎　花奈子	『街場のメディア論』『街場の教育論』について
　野呂昂央	 日本史における東海道の歴史的意味と現代へ

の影響
　中井優人	 なぜ人々はディズニーランドに惹かれるのか
　山崎裕貴	 宝塚 100年
　上田裕也	 方言はどのように誕生したのか
　福島怜旺	 YouTube の経済効果――新たなビジネスモ

デルでの儲け方とその可能性

　古賀琢真	 地球以外の惑星に移住するなら、どこの惑星
がいいのか

　岩名和宣	 理想の教育を行うメソッド
　飯山世佳	 死刑制度
　前西一馬	 プロ野球沖縄キャンプの経済効果
　大谷　颯	 東京ヤクルトスワローズが優勝するには
　河津研人	 日本マクドナルド再建への道
　中川陽太	 グーグルの広告ビジネスはこれからも成功し

続けていくのか
　福本聖香	 学年ビリのギャルを一年で慶応大学に合格さ

せた男の指導法
　加藤正之	 再び日本のスキー人口を増やすにはどうした

らよいか
　崎野拓馬	 スティーブジョブズが成功できた鍵
　宗政洋輝	 人道的介入のあるべき姿～カンボジア内戦の

事例から～
　河合華奈	 物質的豊かさは幸せにつながる

　坂上慧太郎	 現在の日本の医療対策は現代に適しているの
か

　前田翔平	 恋愛心理学の追及
★場勝啓仁	 新幹線と今後の日本
　藤田恵輔	 「野球」と「ベースボール」～アマチュアチー

ムを軸に～
　丸山　潤	 恐竜
　浅田愛海	 ナポレオンは独裁者ではなく英雄である。
　木下　祐	 日本にとっての幸福とは
　冨嶋大樹	 高校野球の魅力とタイブレーク制導入が及ぼ

す影響
　朝山亮太	 税金による所得障害の改善
　吉岡優磨	 ソクラテスとプロタゴラス～開発主義と注入

主義～
　林　真誠	 なぜ宮本武蔵は勝ち続けることができたのか
　村上樹翔	 温泉観光の復興
　村田憲亮	 人間は不合理である

18組　原田教授

17組　長谷川准教授
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　米山佳穂	 児童虐待の発生要因と防止対策
　小西一弥	 統計に騙されないために
　松井崇明	 ホームレスの置かれている現状とそれに対す

る対策
　高橋　慶	 世界の子ども達の未来を守るために
　多田咲恵	 世界のストリートチルドレン
★三木田真澄	 虐待の定義と歴史、現在の防止策について
　藤岡隼矢	 生活保護における問題点
　安部りほ	 作成者の意図によって偏る統計結果とその仕

組み、対策について
　小原誠司	 日本社会の貧困問題とホームレス問題の現状

と対策について
　磯賀　渚	 ストリートチルドレンの問題点とその原因
　田村陽扶	 ストリートチルドレンのいない社会の実現に

向けて
　中橋彩絵	 「統計データ」数字の落とし穴
　甲斐結衣	 年をとることは罪なのか－進化する高齢化社

会に目を向けて－

　川村ひかり	 子ども虐待－虐待のタイプと親の特徴につい
て－

　中村太一	 大阪が抱える貧困ビジネスの実態と原因
　片口慎也	 過去、現在、そしてこれからのホームレス問題
　今田健太	 ストリートチルドレンの現状と原因
　薄木菜那美	 日本の児童虐待の現状と今後の対策について
　城本恵太	 ストリートチルドレンの実態と支援方法につ

いて
　辻　尚也	 統計学への理解“統計リテラシー”
　前田礼大	 生活保護の不正受給について
　山口和也	 生活保護受給者の自立と生活保護利用率につ

いて
　秋山大輝	 老後の安心のために
　浮田優花	 虐待の現状と取り組みについて
　佐藤加奈子	 増え続ける若者ホームレス
　清水杏奈	 ホームレス問題

　戸田敦之	 アジア圏単一通貨─アジア圏単一通貨は実現すべ
きか

　岡崎健吾	 親が子供を中学受験させ、中高一貫校に進学させ
ることは合理的な教育なのか？

　山崎由美子	 教育現場に ICT の導入は必要なのか
　和田隆寛	 年功序列型の賃金制度は廃止すべきではない
　岡田海渡	 日本にカジノは必要なのか？
　竹中悠人	 東京裁判（極東国際軍事裁判）において、日本は

有罪であるべきだったのか、無罪であるべきで
あったのか

　前坂和泉	 日本における被災地の復興課題─災害ボランティ
アはそれほど必要なのか？

　片山薫平	 既存の原発問題について─既存の原発は再稼働す
べきか

　鷹野晴貴	 不必要な税制度─悪性税制を排除するには？
　佐藤　聡	 TPP 参加は日本にとって有益なのだろうか─

TPPは日本に不利益を与える
　廣瀬ゆき	 出生前診断はすべきか
　中辻須々	 日本の政治の課題─ 18歳以上の国民に選挙権？
　淺野竣亮	 プロ野球にチャレンジ制度を導入するべきか

　山田皐平	 中学校を全員給食制度にすべきか？
★沖田宗二郎	 TPP への参加の是非─本当に日本の食糧自給率

は低いのか？
　大橋加歩	 学生が携帯電話を持つことは合理的か？
　小竹波輝	 こどもにスマホを持たせていいのか
　林　　勇	 死刑制度─死刑制度は本当に必要か
　馬場優奈	 少年法は厳罰化するべきか
　橋原　和	 2020年東京オリンピック開催のメリットとデメ

リット─オリンピックは開催すべきか
　木原祐哉	 日本の現代特有犯罪要因─現在の若者の犯罪は携

帯電話から起きるのか？
　林地　和	 日本の学力低下─ゆとり教育が学力を低下させた

のか
　山岡健太	 オタク＝救世主─オタク文化は日本経済を救い得

るか？
　高瀬梨紗	 小学校の「英語教育」は必修化すべきか─世界の

グローバリゼーション化に向けて
　井上　楓	 今後の日本教育における課題─学力低下の主因は

ゆとり教育なのか？

20組　安岡准教授

19組　久保准教授
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　西森玲美	 テーマパークと経済
　内田祐太郎	 日本のカジノ合法化について
　今里太郎	 日本のヘイトスピーチの現状と解決の糸口
　木島尚人	 現在の消費税の問題点とこれから　─増税の

是非について─
　星野遼河	 J リーグのクラブ、選手が与える経済効果と

日本サッカーの発展
　片山太志	 アベノミクスと経済の変化
　岩田雅大	 インターネット通販について
　岸本栞奈	 『神戸ルミナリエ』存続の是非について
　池田裕子	 相撲界の経済学　─日本の国技が生き続ける

理由とは─
　杉山沙帆	 ファッションが及ぼす経済効果
　藤岡すみれ	 より多くの外国人労働者を日本に受けいれる

べきか否か
　角田瑞貴	 SNSアプリ「LINE」がヒットした要因を探る

　加藤駿太郎	 世界と日本のエネルギー問題について
　上田寛大	 日本は TPPに参加すべきか
　石田稔憲	 企業の社会的責任
　伊藤　平	 計画経済の将来的な有効性について
　長澤公大	 自分勝手は「悪いこと」なのか？
　近本直哉	 変わろうとする日本の航空産業
　重吉優毅	 ユニクロの今後
　芝田万由佳	 ゆるキャラという媒体による経済効果および

地域活性化について
　田中陽子	 日本への移民受け入れについて
★上山晃生	 日本の自動車業界の分析とこれからの発展
　馬崎温子	 東京オリンピックが日本にもたらすものとは
　西口崇也	 日本のカジノ導入
　細越雄人	 オリンピックと経済

　河野貴大	 小中学校と塾の提携による利点
　小森美月	 消費税を増税すべきか
　乾　智晶	 消費税増税はすべきか？
　萩　槙子	 脱原発を進めるべきか？
　上田哲平	 消費税を増税すべきか？
　中野和也	 原発を続けるべきなのだろうか
　花岡信明	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾

と提携すべきか？
　三谷亮太	 脱原発を進めるべきか？
　藏澤海斗	 脱原発推進の理由
　浜地真帆	 消費税は増税すべきか？
　謝名堂昌也	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾

と連携すべきか？
　窪田香野	 消費税は増税すべきか？
　豊岡浩平	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾

と提携するべきであるか。

　濱田啓史	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾
と連携すべきか？

　山口佑真	 脱原発を進めるべきか？
　景山智夏	 消費税は増税すべきか？
　山本貴斗	 脱原発を進めるべきか？
　松嵜納言	 脱原発推進派論
　藤池希望	 消費税を増税すべきか？
★永田咲紀	 財政再建の道は消費税増税しかないのか？
　松本和久	 脱原発を進めるべきか？
　鎌田倖平	 脱原発を進めるべきか？
　鴻池冬伊	 脱原発を進めるべきか？
　原谷大地	 脱原発をすすめるべきか？
　中谷友美	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾

と連携すべきか？
　柏原隆斗	 公立小中学校生徒の学力向上のために学習塾

と提携すべきか？

22組　寺本教授

21組　秋吉准教授
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　森本啓太	 なぜ黒人に敵わないのか
　香川奈菜	 コーヒーは、どこで買う？
　吉田　航	 睡眠が脳に及ぼす影響とその関係
　小中亮太	 キューバ亡命の規制緩和について
　鴨　正貴	 どうして日本のアニメ文化が誕生して海外に

まで発展したのか
　田中美有	 なぜ、ディズニーランドは夢の国と呼ばれる

のか
　藤田桃子	 人生得する人、損する人
　枝松寛弥	 日本の少子化について
　岡本夏奈	 邦ロックの経済効果について
　石元　敦	 高校野球留学と特待生問題
　福井百花	 エボラ出血熱流行から見える教訓
　矢田彩音	 SNSは私たちに必要であるか
　山口　光	 消費税は増税すべきなのか
　浅井健太郎	 世界に食糧は足りていないのか

　大和宏輔	 大人とは
　杭　俊成	 円安は企業に対して影響
　前川真帆	 「世界の貧困」は今……。
　金田匠平	 方向音痴を知り、方向音痴と共に歩む
　難波由貴	 私が見たユニクロ
　森田健太	 アベノミクスによる円安で日本は景気回復で

きるか
　仲村未菜美	 まともに働くために
　尾崎太一	 少子化・人口減少対策として優先されるべき

事業は保育事業である
　松平侑己	 少子化抑制と社会保障制度の関係について
　後藤陽一郎	 なぜ Twitter は日本で人気が出たのだろうか
★玉城　舜	 スポーツで地域経済を発展できるのか
　池見和輝	 在日とその子孫たち

24組　長谷川准教授

　村上史晃	 関西の３つの空港
　稲村　燎	 高齢社会を日本の医療は乗り越えられるか
　片山宗一郎	 広島東洋カープにみるプロ野球人気低下への

対策法
★藤井翔子	 人口から見た日本：少子高齢化の加速
　渡邉宗徳	 高齢社会と田舎：田舎の意義と役割
　塚本真歩	 外国人労働者は必要か
　高橋　巧	 東京オリンピックで日本経済は成長するのか
　大塚菜生	 阪神タイガースファンの分析：精神的経済と

二重構造
　田中まゆみ	 現代の食生活：大学生の食生活の乱れ
　五十嵐文香	 尊厳死の法制化はすべきか：尊厳死は救済か

殺人か
　脇田浩嘉	 人口減少の日本：少子高齢化による経済推移
　白澤すみれ	 新型出生前診断の在るべきかたちとは：本当

の課題は何なのか
　岸上雅人	 犯罪心理学の実態：プロファイリングによる

事件解決
　西森康雄	 特定秘密保護法：その必要性について考える

　片桐彬甫	 「体罰」の実態と日本の現状
　濱中　徹	 海外からの輸入食品とその未来
　重松拓実	 女性の社会進出：女性活躍推進法案が出されて
　西藤有志	 アフリカの市場としての価値：なぜ今なの

か、そしてビジネスチャンスはどこに
　川瀬陽子	 働く貧困層：パートタイム労働者に均等待遇を
　西岡美智子	 ブラック企業の実態：今日のブラック企業の

現状と対策とこれからを考える
　奥村　潤	 移民から日本を救え：移民が引き起こす様々

な問題
　春藤有那	 児童虐待から見る人間の残酷さ：まかりとお

るしつけと認められない虐待
　赤松優花	 女性も主役になれる社会に：男女格差の撲滅

を目指して
　泉　亮汰	 日本人を襲う認知症：認知症の治療における

ベストな選択とは
　村上茉優	 日本の食を支える中国
　今井ちひろ	 安全保障：日本の平和と世界の平和

23組　山田准教授
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　久次米啓佑	 死刑制度 /世界金融危機
　山本大樹	 日本の就職活動 /ユーロ危機
　竹村　奨	 日本のリサイクル /アベノミクス
　吉岡李々花	 「お客様は神様」の精神 /環太平洋パートナーシッ

プ（TPP）協定
　香川　翔	 日本と外国の宗教に対する価値観の違い /消費税

増税
　松本　健	 消費税について /義務教育について
　河野菜美	 日本的経営 /消費税増税の真実
　世喜美里	 お正月 /円安
　谷　貴子	 TPP 交渉の行方 /日本の小学生がランドセルを

背負って学校に行く習慣
　柳川和輝	 消費税 /教育制度について
　後垣内啓太	 年功序列制度について /日本の所得格差問題
　角舘青生	 日本的経営 /増税について
　尾崎正浩	 民法第４条 /資源問題
★大畑真宏	 原油価格 /日本企業の株主優待制度
　所　祐輝	 日本と外国の習慣の違い /アベノミクス
　荻野敦啓	 終身雇用制度 /消費税増税８％への増税問題
　中津りさ	 日本と外国の医療制度の違い /増税問題
　前田卓巳	 終身雇用制度 /尖閣諸島問題

　古川和輝	 日本と外国の広告の違い /消費税増税
　荻野菜月	 大晦日・正月 /消費税増税
　下田郁巳	 オタク文化 /TPP問題
　上月翔太朗	 福袋という日本独自の商習慣 /アベノミクスにつ

いて
　田中佑季	 死刑について /消費税
　石丸孔智	 日本と海外の死刑制度の違い /オリンピックと経

済効果
　楊　暁飛	 日本の新卒一括採用制度 /アベノミクス
　泉谷優介	 外国から見た日本の独特の習慣 / 日本のエネル

ギー問題
　辻本直生	 日本の公共交通機関の時間の正確さ /消費税増税

問題
　白羽　将	 お正月 /アベノミクス

　注）全員以下の２問について議論
　１）	「日本の制度、政策、慣行・習慣のうち一つを取り上げ、外

国と比較した上で、それが成立する理由を議論しなさい。」
　２）	「近年の経済問題のうち興味を持った問題を一つ選び、その

理由、内容、それに対するコメントを述べなさい。」

25組　土井教授



Econo Forum 21／March 2015 72

●
研
究
演
習
Ⅱ
　

学
生
氏
名
・
論
文
タ
イ
ト
ル
の
順
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
★
印
は
優
秀
論
文
で
す
。

栄光と挫折を超え、勇気を出して未来を目指せ
　君たちは 3 回生のときに、関学と延世大学との間で、第
10 回目の日韓セミナーを実施し、がんばって成功させた。
また、ISFJ（日本政策学生会議）でも、中国人留学生と日
本人学生の共同チームが、社会保障の日中比較の研究で優秀
賞を獲得することができた。それらは、君たちの達成した大
きな成果だった。
　４回生で迎えた就職戦線で、君たちは非常に恵まれた状況
にあった。ところが、就職活動を通じ、君たちの関係は、ば
らばらになった。多くの学生は、秋学期にゼミに戻ってきた
とき、もはや、学ぶ意欲や、議論を戦わす熱意などもってい
なかった。私が何度呼びかけても、君たちは、かつての勇気
や行動力を取り戻すことをしなかった。ゼミ生の中に、孤立
し連絡がとれなくなった人もいたが、君たちは、同じゼミ生
同士で励ましあい、元気づけあうイニシアチブすら起こさな
かった。これは私にとって大きなショックだった。
　それにもかかわらず、私は君たちに対し、呼びかけを続け
る。まず、1）一人ひとりが、情熱（passion）をもって取
り組める人生のテーマを追求するべきだ、2）批判的精神

（critical thinking）をもち、決して物事をうのみにせず、同
時に如何なる人に対しても温かい心を持ち、自らが率先して
行動すべきだ。そして、3）アジアワイドな視野を持ち、ゼ
ミの仲間はもちろん、中国や韓国などの若い世代と信頼し連
帯する関係を、長く維持発展させ、日本とアジアの明るい未
来を切り開いてほしい。以上は、私からの最後のお願いであ
る。

卒業論文一覧
★向井千絵 Solutions of Current Foreign Worker 

Problems in Singapore
　田村芳久 エネルギーから見る日本経済 
　谷中勇真 外国人材受け入れによる経済政策―官民一体

の改革―
　趙　云涛 中国の都市化による問題点ー農民工の市民化

についてー
　井上貴太 日本企業における外国人人材との連携～定年

まで雇用が持続する労働環境とは～
　矢野達也 日中韓 FTA は締結するべきか
　張　敏 中国内陸農村部における高齢者の老後生活を

社会的に支えるための必要条件ー咸陽市三原
県での調査を事例に―

　木村千沙 転換期を迎える日本の農業
　王　鳳姣 中国における公的養老介護制度の構築
　石尾俊治 グローバル化が進む自動車生産の産業集積と

雇用問題　若者の車離れからの脱却
　藤原眞理 買い物難民による地域再生とは？ 
　岩本直樹 「大学新卒マッチング」と早期離職問題：労

働のミスマッチを未然に防ぐ提案

井口泰ゼミⅡ

上村ゼミ５期生に贈る言葉
　今年１月の最後のゼミで、ゼミ生の皆さんには、２年半の
ゼミ生活を振り返り、最後の言葉を１人ずついただきました。
ゼミについては、教員である私には見えるところと、見えな
いところがあります。私には見えないところで、皆さん１人
ひとりが、ゼミについて悩んでいたことを、皆さんの言葉か
ら伺うことができました。
　ゼミ運営はたやすいものではなかったでしょう。しかし、
たやすいものでないからこそ、取り組むことで、得られる経
験があります。皆さんが２年半で得たものは、決して金では
買えることはできない、素晴らしい絆です。実のところ絆は
もろいものです。簡単に捨てることができます。しかし皆さ
んは、ゼミの絆の本当の意味を理解したと思います。
　上村ゼミは、単に単位をとるためにあるのではなく、卒業
後に社会に貢献するために存在しています。今後の人生で、
この絆が生きるときが、必ずやってきます。
　上村ゼミは、毎年１月に新年会を行います。ぜひ、お互い
の成長を喜び合いましょう。上村ゼミの絆は、５期生だけで
のものではありません。ぜひ、皆さんの絆を、先輩と後輩を
通した縦の絆に拡張してください。
　卒業おめでとうございます。

卒業論文一覧
　向井貴政 中小企業における企業年金制度の現状と課題
　近藤　彩 LCC 就航による空港の活性化：関西国際空

港の更なる発展に向けて
　合田真子 結婚の経済学：景気の変動と婚姻活動の変化
　奥山佳奈 モータリゼーションの進展と地域鉄道の存在

意義
　樋口翔太 「ストリートダンス」が日本経済に影響を与

えるようになるまで
★細川鉄平 ゴミの減量化政策について
　増田京平 大学・大学院卒のニート・フリーターの増加

を防ぐためには
　大曲ありす プロ野球界において球団がもたらす経済効果
　弘原海彩香 消費税率の最適な引き上げ幅：財政健全化を

目指して
　久松幹宜 内部統制の現状とコンプライアンス違反：コ

ンプライアンス違反に解決策はあるのか
　野崎景子 少子高齢化にともなう日本経済の課題
　加藤凌平 日本型成果主義の導入は失敗か：今後の人事

制度の在り方
　松本夏実 女性の社会進出のための男女共同参画社会
　木下雄稀 原発事故による放射能被害：子どもたちを守

るには今何をすべきか
　遠藤宇大 将来の医療費国庫負担に関して
　西谷早希 日本におけるソーシャル・ファイナンス発展

への課題
　小川　渉 2020 年東京オリンピックによる経済効果
　寺下真里菜 地域間学力格差と格差のスパイラル
　唐木公輔 Ｊリーグにおけるチームの運営の格差
　申　載勲 北朝鮮経済市場化への模索

上村敏之ゼミⅡ
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岡田敏裕ゼミⅡ 大高博美ゼミⅡ

英語学習はこれからが本番だ！
　皆さんは、「在学中にできるだけ英語力をつけて卒業した
い」　との思いから本ゼミを選んだに違いありません。英検
で言えば少なくとも準１級、TOEIC で言えば 800 点以上は
取ってやろう、と思って入ったのではないでしょうか？とこ
ろが、若者の生活はいつの時代も忙しい。したいことが山ほ
どあります。アルバイト、趣味、旅行、デート、などなど。
結果、英語の勉強は後回しとなったのではないでしょうか。
それに費やすエネルギーと時間は卒業要件の単位には反映し
ませんから。でも、これでいいのです。所詮、英語は道具、
使う必要性を肌で感じないと誰しも真剣に学ぶ気など起こり
ません。逆を言うと、英語学習をつづけるには高い目的意識
に裏付けられた熱意が要ります。気付きましたか？もしこれ
からの職場で英語を使わなくてはならなくなったら、そのと
きがチャンスです。質問が生じたら、いつでもメールをくだ
さい。

卒業論文一覧
　野村　巧 ファースト・ペイメントの導入は銀行にどう

影響するのか
　山本由幸 関西空港は生き残ることができるのか　—エ

アトロポリスの可能性—
★湯塩朋広 ビットコインの通貨としての展望
　牛房　央 地元・和気町の抱える問題点—地域再生と人

口一極集中—
　吉田将太 リーガエスパニョーラ—２強 18 弱の理由—
　井上智貴 経済の観点から捉える東京の都市力
　津田雅彰 飲食チェーン点における機械の導入はメリッ

トかデメリットか？
　飯野　真 京都における観光業の促進
　大嶋直樹 なぜプレミアム商品が売れるのか
　阿川恭太郎 欧州サッカークラブ経営における問題点と展

望

ゼミ生へ
　最近よく思うことですが、変化することは辛く面倒なこと
で、長い間同じように行ってきて特に問題が生じていなけれ
ば、今後も同じように行うのが安全で効率的であると思いが
ちです（私もそうです）。しかし、今まで上手くやってきた
から今後も上手くいくはずと考え、熟考もせずに安易な判断
をするのは安全でも効率的でもないように思えます。
　過去からの出来事や情報は既に現在自分が置かれている状
況に反映されてるはずなので、現時点の状況をしっかり考え
て今後の方針を立てるのが最も良いはずです。逆に言うと、
現在の状況を考えず、過去の経験だけに基づいて計画を立て
ることは大変危険に思えます。社会に出ると非常に忙しく、
現在の状況に違和感を感じても過去の経験だけで物事を判断
しがちになるでしょう。もし今いる状況に少しでも疑問を感
じたら、過去の経験を完全に切り離して（無視して）考えて
みましょう。もちろん、そのような思考の結果として過去と
同様に行動するは適切であることは言うまでもないことで
す。

卒業論文一覧
　近藤史都 マンデルフレミングモデルから見る純輸出の

決定要因
　直江利哉 大国経済の国の純輸出に影響を与える要素は

何か
　笠原宏希 技術進歩の内生的成長モデル
★杉村祐樹 債券と株式の最適割合を導く要因
　岸本紘宜 ランダムウォーク仮説の対立仮説による検証
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─今年度のゼミの総括─
　最終的に卒業論文を提出したのは２人であった。多くの人
が脱落するのはいつものことであり、残念であるが仕方がな
い。研究演習入門ではクルーグマンの「ミクロ経済学」から
入り、その後、「マクロ経済学」へと進み、４年生での卒業
研究へとつなげた。今年は中国人留学生郭忠英さんが中国の
経済格差について研究するということで、研究演習Ⅱでは英
語の文献 Demystifying the Chinese Economy に加えて中国
語の文献なども一緒に読んで私も楽しく勉強させてもらっ
た。福本侑大君は消費税の研究を行った。データを分析する
実証研究だけではなく、ミクロ経済理論の効率性を論じる理
論モデルを用いた分析もしてもらった。いつものことながら、
あれもしたい、これもしたい、と教師もゼミ生も思っていた
のにできなかったことが多い。卒業しても、機会があれば、
積み残したことをやりましょう。

卒業論文一覧
★郭　忠英 中国の経済格差について
　福本侑大 消費税と私たちの生活との関係について

河野正道ゼミⅡ栗田匡相ゼミⅡ

My Endless Love to K3
　「人は変わらない」という言葉、そして「人は変わりゆく」
という言葉、こんな相反する言説が全く矛盾無く成立するこ
とがある、という驚きが君たち一人一人の顔を思い浮かべて
いると息を吸うのと同じくらい当然のことのように思えるか
ら不思議です。変わらずに変われる人間は、人生で面白いこ
とが全て路の途中で起きることを知っています。思えば、沖
縄で、キアンバー村で、キベラスラムで、シェムリアップで、
いつも君たちは自分自身と闘っていたのだなと思います。世
の中には、君たちを臆病にしてしまう他人の存在や恐怖や不
安が確かにあるのでしょう。時には、それらの恐怖に敗れ、
涙したことも、自分の色を黒く染めたこともあったのかもし
れません。でも君たちは決して負け続けませんでした。何か
に気づき、何かを手に入れ、見よう見まねで、なんとか這い
上がることに自分の人生を今も賭け続けています。何故か？
賭け続け、闘い続けることでしか手に入らない生きる意味や
人生の醍醐味が君たちには見えているからです。知らなかっ
た土地や知らなかった人々が教えてくれたのはそういうこと
です。そんな冒険に身を投じる勇敢な君たちは、K の意志を
継いで、必ずや新たな時代を切り拓くでしょう。その未来に
僕は何の疑いもありません。

卒業論文一覧
　吉田美咲 寛容の規定要因に関する一考察─ケニア　 

キアンバー村における調査に基づいて─
　越智海都 カンボジアにおける教育と男女間の賃金格差

問題～多項ロジット、Blinder-Oaxaca、分位
点回帰による分析～

　劉　暁燕 中国における農村から都市への労働移動が子
どもに与える影響～子どもの移動要因および
その教育への考察～

　美仁京乃 妻の労働時間は子供の健康状態を改善するか
～サブサハラ・アフリカと南アジアの比較～

　岩坪謙一郎 貧困世帯におけるリスク対応─ベトナムの家
計を例にして─

　下村綾香 インド女性の家庭内交渉力とエイズの認知度
の関係性─女性の家庭内交渉力が高いほど、
エイズについての正しい認識ができる─

　岩田健人 ラテンアメリカにおける制度能力と直接投資
の関係性

★門前美沙希 R&D 活動によるスピルオーバー効果の実証
分析

　岡井友紀 カンボジア農村における子どもの健康改善に
ついて

　宮囿和希 タイにおける教育と所得の関連性
　佐藤　亮 カンボジア家計における出稼ぎ送金が子どもの健

康状態に与える影響─ CSES2009 を用いて─
　辻　　穰 カンボジアでの、ノンフォーマル教育と所得

の地域間格差における実証分析
　徳永拓弥 ソーシャル・キャピタルの重要性と形成要因

分析　宗教国家インドを事例にして
　木佐貫直毅 経済回廊の経済成長に及ぼす影響について～

タイ県別経済データを用いて～
　竹内浩也 ブラジル製造業の生産性の要因分析～確率的

フロンティア分析を用いて～
　西田沙織 インドにおける児童の就学要因分析～インド

のマイクロデータを用いた実証分析～
　吉見敦子 カンボジアの都市と農村における子どもの留

年の決定要因分析
　大西直斗 カンボジアにおける土地賃貸が生産性に与え

る影響～確率的フロンティアモデルを用いて～
　近藤憲吾 銀行口座の保有は女性の自立性を向上させるか
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桑原秀史ゼミⅡ

グローバル経済と経済政策の奥深さを求めて
　私たちのゼミは、世界と日本経済および経済政策をテーマ
に、合同ゼミを始めとする諸目標をもって、活発に勉学し、
友達同志の交流を図ることに努めた。情報メディア教育セン
ターを利用しての統計や計量分析のデータ処理の実習は、今
後、有用かつ実践的な技術となることでしょう。情報センタ
ーでの学習から始まり、欧米世界とアジア経済の動向、中国
経済とマーケティング、流通と産業組織の研究、公益事業（エ
ネルギーと通信および交通インフラ）の企業戦略と競争政策、
今後の社会保障のあり方、企業経営のケース・スタディなど
を取り上げ、充実したゼミ生活であった。
　とくに米国と中国経済、ブランド・マーケティングの市場
調査をめぐる勉強は、関心の深い、実践的なものであった。
合同ゼミナール、課題レポートの提出、工場見学など、多く
の有意義な時間をもつことができた。なかでも、京都河原町
での発表、洛中でのディベート、烏丸東洞院通りでの夏季合
宿などは、思い出深いものでしょう。阿弥陀堂、奥の院など
連なる堂塔の建築美が山あいに映え、貞観のころからの日本
の伝統の美しさのもとで、経済政策のあり方について、語っ
たことを思い浮かべるであろう。
　将来、ゼミナール諸君が、大きく羽ばたくことを祈って、「高
啓」の詩をおくりたい。

「春風　江上（こうじょう）の路　覚えず　君が家に到る」

卒業論文一覧
　田口冴恵花 女性の労働市場
　前辻はる香 日本におけるコーヒー業界の動向と展望
　安藤圭祐 金融政策における自動車業界への影響と未来
　遠藤誠也 日本にゴルフはどのように広がり、根付いて

いったのか。
　京極尚史 カジノ解禁で日本経済はどう動くか。
★三原　舞 日本 ICT 企業成長の提案：made by Japan

の街づくりを目指して
　渡邉里沙 未来の働き方と必要とされる人材
　坪本真衣 株価と企業成長
　横山公則 NFL のような収益を日本のプロスポーツ界

においてもあげられるのか
　林　伸哉 日米自動車業界のマーケティング
　淺野啓志 発展途上国における水インフラ整備の必要性
　玉井希絵 小さな大国に学ぶ日本の未来
　泉宗太郎 Ｊリーグのマーケティング研究を通じたスポ

ーツビジネス拡大のための考察
　神光祐平 家計からみた豊かな社会の実現に向けて
　由田優希 人口減少社会と保険業
　浪　有希 CD という売り方はどうなっていくのか
　豊島　遼 世界のエネルギー市場の変遷
　竹田祐希 人口減少及び空き家急増を踏まえた不動産市

場改革について

小林伸生ゼミⅡ

２回り下のサルたちへ
　小林ゼミ８期生は、ゼミ史上最多の志望者数の中から選抜
させてもらった。30 人の大所帯であったが、「選ばれし勇者
たち」への高い期待にたがわず、非常に活発な２年半のゼミ
活動を繰り広げてくれた。同志社・阪大のゼミや、商学部の
ゼミとの対抗ディベート大会の復活により、ただでさえハー
ドなゼミは、さらに追い打ちをかけるかのように多忙を極め
たが、皆はそれら全ての課題に対して、良い水準のアウトプ
ットを示した。ゼミメンバーの多くは、体育会、クラブ・サ
ークル、エコゼミ委員会をはじめ、学内外の組織でも要職を
務めており、時には体力的・精神的にも非常に厳しい時もあ
っただろう。しかし、皆は泣き言ひとつ言わず、学ぶことが
第一という軸がぶれることなく、両立を見事に成し遂げてく
れた。そんな頑張りに、私のほうが襟を正されることのほう
が多かったように思う。
　今年卒業する８期生の多くは、私から見ると２回り下の申
年生まれである。子ザルたちはいよいよ、それぞれの新しい
世界に巣立っていく。愛してやまない「２回り下のサルたち」
が、新しい世界でどのような活躍をするか、ボスザルは上ヶ
原の丘の上から、末永く見守っていきたい。また、会いまし
ょう！

卒業論文一覧
　岡本千波 ふるさと納税制度を活用した地域づくり、地

域活性化への可能性と展望
　中川幹久 混合診療解禁から考える～民間生保の可能性～
　近藤有花 配食サービス事業の進展調査
　中嶋　稔 広告と広告費
　阪井菜摘 国内化粧品産業の競争力強化に向けて
　飯田勇貴 日本の大学スポーツ産業の可能性
　菊池有紗 PFI 事業の課題と展望
　大平浩之 地域密着型金融の取組調査～地方銀行のビジ

ネスマッチング～
　竹原美里 マイナンバー制度導入における経済的効果の

算出
　立石祐美子 国際競争力強化のためのグローバル人材育成

推進
　渡辺隼央 電力システム改革に伴う電気事業の展望に関

する考察
　平岩奈那子 労働時間が日本経済に与える影響
　内田萌香 冷菓のマーケティングに関する考察
★永江克至 解雇規制は起業家精神に影響するのか
　小塩美佳 オールジャパン体制による鉄道インフラシス

テム輸出の可能性
　伊藤圭佑 財閥に関する考察
　池田一輝 クールジャパン戦略に関する一考察～コンテ

ンツ産業と観光産業の関係～
　眞鍋祥子 全員参加型社会の実現に向けて～女性の社会

進出を進めるためには～
　益子　幹 アフリカを考える～金融セクターに焦点を当

てて～
　長畠志帆 生命保険業界における最適企業行動
　石野　透 人口動態と都道府県内総生産の関係性
　富永　澪 高等教育と経済成長に関する考察
　北　亮輔 日本の金融緩和に関する考察
　仁城友里 東京一極集中の問題点と緩和策
　若林誠一 日本における起業の課題～ GEM データを用

いた諸外国比較～
　石川貴大 日本 M&A に関する考察～歴史的視点と財務

的視点からの分析～
　元田健太 日本の出版業界における最適な価格戦略
　岡本佳子 中小企業の存続努力と今後の課題に関する調査

研究～自動車産業の下請け中小企業を例に～
　前田千尋 日本の広告費と市場集中度についての考察
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大洞公平ゼミⅡ 新海哲哉ゼミⅡ

今年度のゼミ総括─少数精鋭─
　２回生は、ミクロ経済学のテキストを読み、３回生は学内
ゼミナール大会、立命館大学経済学部の、大川隆夫ゼミ、紀
國ゼミ、谷垣ゼミとの学外ゼミ研究報告交流、有志メンバー
による国際学部伊藤ゼミと経済学部土井ゼミと、シンガポー
ル国立大学との合同ゼミでの研究報告とハードなゼミ活動を
してきました。それぞれの取り組みでみんな頑張ってくれた
と思います。ただ、難を言えば、皆真面目でおとなしいので、
ゼミを引っ張っていく気概のあるゼミ生に欠けたことです。
これは私の研究テーマのせいかもしれませんが……。
　しかし、就活を経て、４回生になって今年度ゼミも６名中、
２名が落伍。残念です。残りの４名で頑張りました。９月秋
学期開講直後のゼミ OB の大学院生を加えての淡路島のホテ
ルウェスティン、兵庫県立淡路夢舞台会議場でのゼミ合宿、
秋学期の卒論指導を乗り切り、それぞれの難題の卒業研究を
がんばりいい卒論を書いてくれました。それぞれの卒業生が
新たな旅立ちをして、企業就職、大学院進学、もう一年の自
分探しと就活チャレンジとそれぞれ充実した日々を送ってく
れることを期待しています。

卒業論文一覧
　小川　瞭 コンビニエンスストアの差別化戦略
★長屋知樹 家庭用ゲーム産業の経済分析─ハードの世代

交代と互換性─
　梛　翔大 ゲーム市場の動向とソーシャルゲームの参入
　田中良典 カーシェアリングの成長

ゼミの総括
　卒業論文では、ごく基本的な理論を利用して関心ある現象
を説明する、ということを主題としています。今年は、その
目標を達成できた論文もありますが、そこまでたどり着けな
かった論文もあります。この成果の差は、事前の準備も含め
どれだけ計画的に作業を進めたかということによるものだと
思います。論文の質に多少の差があるとはいえ、投げ出さず
粘り強く考え、何度も改訂を重ね、最終的に論文を完成させ
たことは、皆さんに共通した成果であり、評価に値すると考
えます。取り組むべき内容は異なるとは思いますが、ゼミ活
動における経験をこれからの社会生活の中で生かしてもらえ
ればと思います。

卒業論文一覧
　北村麻恵 ポジティブ・アクション導入にむけて
　阪口久美子 割引表示がもたらす購買意欲の変化
★上田彩希子 ゲーム理論を用いた日本の贈答文化の考察
　関本賢生 発電市場に基づく電力自由化後の電力価格分

析
　田中亮平 周波数割り当てへのオークション導入
　野元健吾 企業不祥事と監査役の役割
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高林喜久生ゼミⅡ

ゼミは卒業後の方がずっと長い
　18 期生も普段はのんびりしていても「やるときは必ずや
る !」という高林ゼミの伝統を引き継いでいました。「超短期
集中型」の頑張りから潜在能力の高さは十分認識させてもら
いました。３回生のときにインゼミや４大学（同志社、関大、
大商大、関学）ディベート大会で見せた粘りや集中力は目を
見張るものでした。
　卒論のテーマは以下の通りバラエティに富んでいて、毎年
のことながらちょっと財政学のゼミとは思えませんね。テー
マは自由でも必ずオリジナルなデータ分析を織り込むことを
卒論作成の基本としました。社会に出ても、「証拠をもとに
提案し、説得する。」という姿勢は持ち続けていただきたい
と思います。
　本当にこの２年半の間、いろんなことがありました。甲子
園球場にみんなで応援に繰り出してサヨナラゲームを見たこ
と（2013 年６月６日埼玉西武戦）やディベートで北海道遠
征したことなど、私は生涯忘れないでしょう。ゼミは卒業し
てからの方がずっと長いのです。ディベートや論文作成、就
職活動を経てみなさんは大きく成長しました。どうぞ、自分
の信じる道を進んで下さい。そしていつまでもお元気で。ま
た一緒に甲子園に応援に行きましょう。

卒業論文一覧
　唐木洋人 ホームドアの必要性－日本の鉄道にホームド

アを－
★永岡里彩 年齢別で見る果実・野菜ジュースの消費動向
　大塚哲平 訪日外国人客数と消費動向
　牧野千華 共済事業の存続をかけて－共同組合の未来を

JA 共済の観点から－
　寳山　直 地方自治体の規制と地域連携が観光客数に及

ぼす影響
　越生大貴 日本にカジノは必要か
　田坂真理奈 人材育成から見たゴルフ
　余部大輔 現代アートを活用した地域政策
　香山洸哉 サッカー W 杯が与える経済効果－オリンピ

ック、F1 世界選手権による比較－
　藤岡さくら 楽しく勝ち組個人投資家になる－株主優待生

活を目指して－
　中田彩貴 世界遺産を活用した地方財政政策の比較
　高瀬　麗 ハイブランドと消費者－経済格差－
　平野達也 J リーグの入場者数を上げるためには？－海

外サッカーリーグとプロ野球の比較－
　竹内　敬 静岡県における都市銀行、地方銀行、信用金

庫の比較
　殿坂厚志 愛媛県における地方銀行の存在意義
　宮内　悠 衣料の裏側－ファストファッション生産に伴

う環境汚染・人体被害－
　服部　彬 日本のたばこの現在
　上野紗也香 出版不況に打ち勝つ女性ファッション誌
　吉岡侑祐 ブランドイメージによる企業戦略－消費者に

対する影響－
　熊谷正智 居酒屋業界の現状－ワタミ ･KICHIRI・鳥貴

族の 3 社の経営戦略から見える比較ととも
に－

田中敦ゼミⅡ

２年間ありがとうございました
　　２回生の時、たなあつの仏のような笑顔の魅力に引きつ
けられて集まった Q ゼミのメンバー。初の顔合わせでは、
バラエティ豊かな面々で驚いた。このメンバーでゼミが始ま
ってすぐに行った淡路島での合宿では、牛の乳絞りを機に友
情が深まった。３回生になり、ことあるごとに飲み会を行い、
笑い騒ぎ楽しんだ。Q ゼミメンバーの中で１番飲み会を楽し
みにしていたのは、たなあつだったことを忘れてはいけない。
そのようなイベントがある度にたなあつは FB 記事を更新し
てくれ、ゼミ生はこの喜びを“いいね！”を押して表現し癒
されるのであった。そんな楽しいイベントがある一面、毎週
のゼミでは、厳しくも愛のあるアドバイスを頂き、自分の発
表の時には、たなあつの笑顔が逆に怖く見え、ゼミ生一同び
くびくしながら試行錯誤を繰り返し、研究を進めた。４回生
では、卒論に苦しめらたが、なんやかんや全員締め切り当日
に間に合った。
　こんな素晴らしいゼミと仲間に出会えたことに、いつも変
わらないたなあつスマイルで私たちを見守ってくれたたなあ
つに、本当に感謝している。２年半本当にありがとうござい
ました！ また将来、たなあつと金融ジョークを交わしなが
らビールを飲みたいものである。

卒業論文一覧
　三軒潤也 邦銀によるリスク資産投資の余力と配分
　北川和弥 デフレの原因
　藤谷拓養 同上（共同研究）
　水澤亜里沙 同上（共同研究）
　坂下智恵 女性に働きやすい社会保障制度のあり方
　城　千尋 不動産市場の情報統一化
　井出口詠美 同上（共同研究）
　久保田高明 イスラム金融における日系金融機関のプレゼ

ンス
　山本佳織 アジア通貨統合における日本
　村田ひかる 製造業の海外生産移転による日本経済への影

響
　野関一司 中小企業存続のために～事業承継の側面から

～
　早川絵美 中小企業円滑化法終了後の影響
　西川志織 ABL における事業再生
　中川潤一 若年層の投資増加への道～個人投資増加の突

破口～
　原田貴大 地方銀行の今後の方向性
　藤　圭太 同上（共同研究）
　國好誉子 税優遇政策と手数料問題から考察する日本の

投資信託が抱える問題と改善策
　田中律子 金融資産の世代間移転～教育資金及び住宅資

金贈与における非課税措置の考察～
★和喜睦美 インフレ目標政策の視点から見る景気回復へ

の効果の分析
★福原直樹 同上（共同研究）
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利光　強ゼミⅡ

今年度のゼミの総括「部活組が頑張った」
　この学年は、ゼミ担当者が役職となった３年間ともろにか
ぶってしまった。十分行き届いた指導ができなかったのでは
ないかと反省している。しかし、ゼミ生のほとんどが体育会
に所属しながらも、３年生の時のインターゼミナール大会や
卒業研究論文の作成など、どうにか頑張ってくれた。入門開
始当初、10 名で出発したが、１名が早期卒業、そしてもう
１名も卒業し、４年生の時点では、８名体制となった。残念
ながらうち２名が脱落し、最後のゴールまでたどり着いたの
は６名の猛者（うち１名は女性）である。彼らの今後の活躍
を期待したい。

卒業論文一覧
　吉田章彦 NIKE の経営戦略～ミズノとの比較～
★竹並杜務 パチンコ産業とカジノ産業の比較と日本経済

への影響
　新谷有香 ふるさと納税の現状と課題
　外村天宏 水の再利用・省水・省エネ型水処理技術のビ

ジネス戦略
　吉田健悟 ブライダル市場の変化と負の外部要因の今後
　泉　純輝 ビール業界における発泡酒・新ジャンルの競

争

土井ゼミ最終第 28 期ゼミ生の総括
　今年度のゼミ生が土井ゼミ最後となるが、はたして有終の
美を飾ることができたのだろうか。ほとんどのゼミ生がおと
なしく、活力のあるクラスとは必ずしもならなかったのは残
念である。しかし、内には秘めたものがあると思われるので、
卒業後は、「関学生は“感性”学院大学出身」と言われるよ
うに頑張ってほしい。それがこれまでの土井ゼミのスローガ
ン（「土井ゼミは感性学院大学」）でしたから。
　最後に、「失敗を恐れちゃいけない。トライもしないで逃
すチャンスこそ怖れた方がいい」という言葉を送る。

卒業論文一覧
　吉田一貴 関西地区における大学間競争─少子化時代を

生き残る経営方法を探る─
★景山尚貴 リクルートはなぜつぶれないのか？─リクル

ートの成長戦略と社会に与えた影響─
　大西加奈子 銀行業界の抱える問題と展望
　藤原拓真 ショッピングセンターの海外進出
　原田昂拓 カーシェアリング普及のための課題とは何か
　河本將晴 LCC が地方に与える影響─地方空港で地域活

性化─
　前川航佑 ビットコインが与える衝撃─私たちの生活を

変える仮想通貨─
　吉松亮輔 リーダーシップ論─松下幸之助を例に、リー

ダーシップとは─
　北井康裕 日本の起業率改善
　野間裕貴 WEB，アプリケーション市場の変化
　白波瀬陽平 越境 M & A に関する実証分析
　永田和希 消費増税と法人税減税における財源確保
　天野梨那 O2O マーケティングの普及と展望
　生賀　誠 日本型雇用と雇用流動性
　真里谷怜奈 ロングテールの未来
　谷口雅俊 フランチャイズ・ビジネスについて
　井戸本　麗 富士フィルムの新規事業参入と経営戦略

土井教之ゼミⅡ
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データ分析
　２年半のゼミでは C402 教室で心ゆくまでコンピュータ
を触って統計分析を行いました。その中でインターネット上
のものだけでなく，データを集めに出かけるなど地に足のつ
いた活動を行いました。また，R, Maple を用いた課題の解
答やゼミ生同志の発表のコメントを luna にアップロードす
ることを通じて，情報環境を生かしたゼミを楽しみながら，
インゼミ大会ではテレビの視聴率についての研究報告を行
い，好評を博しました。ゼミ活動の集大成である卒業論文で
は為替や雇用といった経済的な問題から，教育の抱える問題
点やデジタルコンテンツ，パチスロの出目など幅広い各テー
マについてデータを用いた分析を行い，証拠に基づいた結論
をそれぞれ得ることができました。
　社会では意思決定する局面によく遭遇します。そこでは十
分な情報収集が欠かせませんが，そこに不確定な要素がある
限り予想外のことが起こりえます。従って，満足のいく結果
にたどり着くためには事前の備えつまり十分なシミュレーシ
ョンが肝要です。
　今後の情報環境が大きく変化していくことは間違いありま
せんが，ゼミで学ばれた情報分析能力が皆さんの今後に少し
でも役に立てばと願っております。

卒業論文一覧
　植木俊輔 為替レートの変動が国際貿易に与える影響
　鍋田浩成 セイバーメトリックスによる選手の評価と影響
　甲斐将樹 アベノミクスの金融政策が為替や株価に与え

た影響と今後の為替と株価の推移について予
想する

★前田茉美 雇用と働き方の国際比較
　徳永直喜 外食産業におけるマクドナルドについて
　山本哲朗 デジタルコンテンツビジネスはこれからどの

ように収益をあげていくべきか
　岡　啓己 教育を暴く
　櫻井隆央 東京一極集中の分析
　大北雄介 為替レート変動の時系列分析
　宮下翔子 日本酒輸出の現状と課題
　久保翔太 パチンコ・パチスロで稼げるのか。
　橋本洋佑 日本のキャラクターをどのように育てていく

べきか
　藤井雄也 学力格差と家計所得
　濱元大希 高校野球にタイブレーク方式導入

豊原法彦ゼミⅡ

ゼミの講評
　和やかなムードのゼミでした。穏やかに２年半が過ぎてい
き、それほど気苦労を感じることもありませんでした。真面
目で、そして、協調性に富んだ人が多かったのだと思います。
それぞれの個性は異なりますが、違いを認め合う器がこのゼ
ミにはありました。ただ、贅沢をいえば、違う個性をぶつけ
あって、もう少し熱くなってもよかったかな？という気がし
ます。今後は、遠慮せずにたまにはお互いを尊重しつつも上
手に自分の主張をして、熱くなれる瞬間を持てるとよいです
ね。
　淡路島や近江八幡でのゼミ合宿、タテコン（後輩たちの面
倒をよく見てくれました）、サブゼミ（行動経済学を学び、
実験のお手伝いをしっかりとしてくれました）などなど、た
くさんの思い出ができました。卒論もそれぞれに頑張りまし
た。グループで取り組んだ人は他人と研究する楽しさと難し
さを、一人で取り組んだ人は孤独に研究するタフさを学んだ
ことでしょう。それらが今後に活かされることを願っており
ます。

卒業論文一覧
　米田陽可里  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
　平岡亮人  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
　西山慎吾 就職活動の経済学
　水野希陽  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
　中野敏和 就職活動の経済学
　西岡史顕  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
★中島悠登 高齢化が進む日本のこれからを考える
★松尾彰子 高齢化が進む日本のこれからを考える
　永田乃芙子 女性活用についての考察
　藤堂裕子 女性活用についての考察
　町　亮佑  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
　村仲建児 男女交際の経済学
　関原　茜 男女交際の経済学
　酒井一登  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─
　松井佑樹 就職活動の経済学
　實川章浩  子どもの「結婚願望」や「性別役割意識」

に影響を与える父親との関係
　松村奈帆子 男女交際の経済学
　中山知弥  階層格差と教育効果─小学生の学習意

欲改善─
　山谷祐丘  日本の英語教育改善─よりよい早期英

語教育のために─

西村智ゼミⅡ
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野村宗訓ゼミⅡ

切り替える勇気
　今年１月最初のゼミで集まったのが、人生で最後の教室と
なった人がほとんどだと思います。４年前の入学式直後と比
べて、何を感じたでしょうか。達成感と虚無感が錯綜すると
同時に、自信と不安が入り混じっていたかもしれないですね。
いよいよ新生活が始まります。正直、就活で企業研究をして
いた時の方が、社会人への憧れは強かったという人もいるの
では。
　卒業式は確かに大きな転換点ですが、長い人生から見れば
単なる通過点です。これからは家族と離れての生活が基本と
なりますし、サークルやバイト先の友人のように気楽な関係
は少なくなり、最初は寂しさを覚えると思います。でも、新
たな環境に慣れてしまえば、また同じ目標を追求する仲間が
増えてきますし、ともに暮らしていくパートナーとも出会う
でしょう。
　これからは学期や定期試験という区切りがないですし、プ
ライベートな時間も限られてしまいます。しかし、仕事に没
頭するためにも、オフの充電も重要です。学生時代とは逆に、
お金はあっても時間がないという状況に直面します。どんな
に忙しくても、時間と仲良くなることで、人生が楽しめるそ
うです。ゆとりを持って、切り替える勇気も養ってほしいと
思っています。

卒業論文一覧
　吉崎加央里 日本の今後の電力需給について　～再生可能

エネルギーとどう付き合っていくか～
　長安瑛希 日本における電力自由化の是非
　菅康二郎 デンマーク・モデル～風力発電からの考察～
　安藤京太 環境都市国家ドイツのエネルギー事情について
　酒井奈美 芸術文化と経済の両立について考える～オー

ストリア・ウィーンとアメリカを例として～
　寺村　格 日本における統合型リゾートの可能性
　小川太陽 リージョナル航空と日本の交通　～訪日観光

客増加と地方活性化のために～
　大原なるみ 航空自由化を踏まえ、日本のフルサービスキ

ャリアはいかなる戦略を打ち出すべきか
　沈　里映 再生可能エネルギーの人材問題～再エネ事業の

短期的・中長期的人材育成のビジョンから～
　白井里佳 航空産業と宇宙産業　～宇宙旅行の実現に向

けて～
★伊藤風太 Norway’s Unique Roles in the Arctic: As 

the Mediator, Educator and Regulator
　津田佳祐 日本における原子力発電の今後について
　中馬正駿 太陽光発電から視る日本の電力事情　～ドイ

ツに学ぶエネルギー転換～
　岡橋華子 日本における中古住宅市場活性化のための考察
　森本果奈 自然資源経済の新たな可能性　～ドイツに学

ぶ地域発エネルギー転換～
　雁木佑輔 日本における PFI 事業の問題点
　平野将史 日本の今後の交通インフラを考える　～少子

高齢化社会を迎える中どうあるべきか～
　土岐優貴 NTT 再編～ NTT 東西の卸売会社化～
　辰巳菜美花 原発の未来と再生可能エネルギー
　国吉　翔 日本の大学スポーツのあり方
　安喰朱実 航空行政の現状と今後の展望について
　鈴木龍人 ソフトバンクの野望～世界一に向けた挑戦～
　浜井穂香 地方空港活性化による地域再生
　平井完治 NTT 光回線の解放が市場に与える影響  通信

業界の歴史、今後の在るべき姿
　山口奈緒子 日本の水ビジネスと今後　～日本の変革と世

界へ挑む戦略について～
　中井明日香 脱原発から再生可能エネルギーへ
　水谷千明 不動産業界の現状
　阪口ひかり 電力システム改革による日本の未来　～激変

する電力市場～

根岸紳ゼミⅡ

27 期生も面白い人たちが集まった
　いつもの根岸ゼミらしく個性的な面々が集まった。バラバ
ラなようでもあり、まとまっているようでもあった不思議な
ゼミ。恒例の立教大学とのディベート交流では池袋の夜での
懇親会は根岸ゼミの大勝ちであった。矢口真理似の立教生に
は「似ているね」とは事情により言えなかったことが思い出
となった。城崎での２時間弱勉強のゼミ合宿・ゼミ合宿をゼ
ミ旅行と間違えていたゼミ生たち、ところで、ゼミ旅行はど
こにいったかな？武庫川での風に吹かれながらの BBQ パー
ティ、たった３人で行ったボーリング大会、日ごろ来ないゼ
ミ生も大活躍のソフトボール大会。インターゼミナール大会
も頑張った。さて、大学での一番の成果は卒業論文であると
思う。みんなそれぞれ動機づけを明確にしながら頑張ったん
じゃないかな。残念だったのは４人が卒業論文を書いてくれ
なかったこと。みなさんは根岸ゼミの 27 期生であることを
一生忘れず、それぞれの場所でできるだけ楽天的に生き抜い
てください。私はあっという間に 66 歳になってしまったけ
れど、みんなに負けないぐらい楽天的に生きていきます。ま
たみんなで会おう。

卒業論文一覧
　重畠漱太 中小企業にとっての景気回復が訪れるために

すべきこことは
　寺井　将 地方放送局の未来・これからについて
　浅原宗一郎 地方分権は財政健全化の起爆剤となるか
　中本雄大 一国経済を救う“希望の矢”
　市口　直 ユニクロ、UNITED ARROWS の経営戦略か

ら読み解く次世代のアパレル企業とは
　坂東奈美 2020 年東京オリンピックを取り巻く事情
　中島沙織 経済と幸福の関係性
　林　貴之 原子力発電の再稼働の是非について
　田畑翔太 欧州サッカーが動かすお金の流れ
★三壺　茜 地域経済を支えるウィンタースポーツ～民間

企業と行政の新たな挑戦～
　松原友理 企業の経営戦略と消費者心理について
　斎藤　圭 ファイターズの強さ
　重松卓斗 自動車業界の今後について
　北本遊星 男女間の雇用差問題と対策
　羽原悠貴 企業の経営戦略
　須見拓也 マクドナルドビジネスの是非
　疋田大晟 経済のグローバル化とアベノミクスによる格

差拡大
　中谷亜衣子 2020 年東京オリンピックを取り巻く事情
　大壁正寛 生命保険業界のこれから～生命保険は必要な

のか～
　湛増名菜子 関西を活性化させている活動について
　新垣貴大 沖縄における米軍基地問題
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林宜嗣ゼミⅡ

卒業おめでとう。そして、ほんとうにありがとう。
　27 期生のゼミ活動は共同研究で始まり、初めての個人研
究である卒業論文作成で終わった。ほんとうにあっという間
の２年半だった。２年数ヶ月前にまだ幼さを残してゼミに入
ってきた若者が、ゼミでの報告、討論会などを経て大きく成
長し、卒業の日を迎えることになったのはとても嬉しい。
　もちろん、就職活動も含めて本当に忙しく、大変な２年半
であったことと思う。しかし、だからこそゼミ生活は楽しく、
有意義だったのだろうし、共同研究やイベントを通じて培わ
れた友情は、きっと卒業後も消えることはないと思う。人前
で話をするのが苦手だった子が堂々と話ができるようになっ
た。張りつめた気持ちでゼミを引っ張っていた子の心に余裕
が生まれた。このように、人生において精神的に最も成長す
る時期にゼミで時間をともに過ごすことができたのは幸せな
ことであり、ゼミ生に感謝しなくてはならない。
　研究以外にもさまざまな思い出がある。ゼミ旅行、夏の北
海道合宿、学祭での模擬店出店、コンパ等々。あげればきり
がないほどにさまざまなイベントを楽しませてくれたのも皆
さんのおかげである。僕の入院で卒論指導が十分にできなか
ったことを申し訳なく思っている。でも、卒論の仕上がりを
見て、「親はなくても子は育つ」を実感した。ほんとうにあ
りがとう。

卒業論文一覧
　中井沙紀 業種別にみる広告動向の特徴
　井上翔太 企業における労働生産性─回帰による決定要

因分析─
　加賀山尚大 学生の TOEIC スコアの決定要因分析
　久貝春花 アパレル小売店におけるカスタマーの入店動

機決定要因分析─ディスプレイの観点からー
　西樂知己 世代間で連鎖する教育格差からの脱却
　脇山雄介 働く喜びって必要？
★森田陽介 GPA に影響を与える要因分析
　和田将彦 主観的幸福度の決定要因分析
　関口嵩紘 軽自動車と都市規模
　立山　望 観光地における魅力の決定要因分析─京都・

嵐山をモデルにして─
　尾崎仁美 消滅可能性都市から復活するには─「魅力的」

な地方中軸拠点都市の定義づけ─
　梶原佐也圭 商品ジャンル別にみる購買決定要因分析
　龍田匡史 経済成長と CO2 排出量の最適値
　大橋純斗 途上国一人当たり GNI の決定要因分析
　山下亜弓 女性労働力率の決定要因分析─なぜ都道府県

によって差が生じるのか─
　田平千尋 日本における出生率の地域差の要因分析
　大山佳純 若者の意識からみる学力格差─大学生の自己

肯定感から学ぶ─
　白椛愛理 女性の社会進出が出生率に及ぼす影響
　太田悠介 学力の決定要因分析から見る小学校教育
　澤田麻由 晩婚・非婚は経済学的に適切な選択か─サー

チ理論を用いた検証─
　東野亜美 地域間の学力格差に着目した小学生の学力の

決定要因分析
　森　彩花 クチコミによる購買決定への影響─大学生・

大学院生における実証分析─

原田哲史ゼミⅡ

＜一区切りにふさわしい今年度＞
　今春卒業するゼミ生が本学での原田ゼミ３期生であるが、
これをもって一区切りとなる。というのも、私の 16 年度留
学が決まったためゼミ募集停止が続くからである。それに、
これまで「第一次大戦後の中国・青島からのドイツの文化・
技能の日本への移入」というテーマでずっと行ってきたが、
この学年はその頂点として海外ゼミ合宿つまり青島合宿を行
ったから、内容的にそれを極めることができた。
　卒論は好きなテーマを選んでもらっているが、やはりドイ
ツ関連となると、ナチス時代とその克服といった主題がよく
選ばれる傾向があり、それは前任校での原田ゼミからの伝統
とも言える。今年度生はその課題に果敢に取り組んだ。それ
以外にも東京ディズニーリゾートを扱う者もいたので、その
関連で「長島スパーランドは中小遊園地が破綻する中でなぜ
繁栄しているか」というテーマで桑名合宿を行ったところ、
好評であった。
　改善点としては、就活中にゼミ OB・OG との関係がとれ
るようにすべきことなどがある。こうした点も踏まえて、
17 年度からまたゼミを再開していきたい。私の社会思想史
講義も 15 年度から始まるので、そのときは内容的にも少し
変化することになるであろう。

卒業論文一覧
　長谷川航 現代における大衆社会の変化と人々の意識・

行動様式
★長瀬壮平 戦後のドイツと日本の歩み――歴史認識・戦

後補償
　田中大貴 戦後ドイツの「過去の克服」
　田中雄紀 ナチズムという現象――イデオロギー・テク

ノロジー・経済との関連で
　新熊りえ 東京ディズニーリゾートの経営戦略
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“The pleasure of finding things out”
　 ノ ー ベ ル 賞 受 賞 者 で も あ る 理 論 物 理 学 者 Richard 
Feynman 教授を勝手に師と仰いでいる。自分には物理学の
理解などかけらもないし、Feynman 教授は既に故人ではあ
るが、そんなことはどうでもよい。彼の著作「聞かせてよ、
フ ァ イ ン マ ン さ ん 」（ 岩 波 現 代 文 庫 ） の 原 題 は“The 
pleasure of finding things out”、つまり「物事を見出す喜び」
という意だ。ノーベル賞受賞について問われた際、名誉や権
威を嫌う根っからの自由人であった Feynman 教授は、自分
は自然界の真実を見出すことの喜びによって報いられてお
り、ノーベル賞というような人造の価値や名誉などどうでも
よい、ありがた迷惑だと答えた。
　さて振り返れば、ゼミ生が「与えられた課題」から卒業し、
自身の抱く疑問に挑みもがいた一年であった。自身にとって
重要な疑問を定義し、仮説を立て、検証に挑む過程は骨折り
の連続だ。しかし、諦めずに最後までやり遂げた者は既に大
きな報いを手にしている。「物事を見出す喜び」－それが如
何様のものか、我ゼミ生は卒業研究を通してほんの僅かでは
あるが体験できたのではないだろうか。続きはより広い世界
に飛び出してから。Bon voyage！

卒業論文一覧
　日原駿介 コストから考える脱原発の是非
　尾川拓志 日本円はオーストラリアドル・スイスフラン

に比べ相対的に安全な通貨なのか
　久保田毬子 貿易赤字の加速化は資金流出の原因になるか

－トルコの例から－
　継岡貴人 徳島県の経済はガラパゴス化しているのか
　大石　洸 過去の地銀提携から見る大手地銀９行連合の

是非
　山本祥平 企業の社会的責任活動（CSR）による株価

への長期的影響
　横関美紀 ニュータウンは少子化問題を解決するか
★竹中勇介 輸送手段の発達が財の相対価格に与えた影響
　岡　大喜 期間によって貨幣需要（GDP・利子率）の

反応は異なるのか―バブル期・バブル崩壊期・
近年の比較―

東田啓作ゼミⅡ

総括
　４回生のゼミ生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
この学年は、多様でユニークな人材が多いですね。２回生の
ころは、なんとなくまとまりが悪くどうなるかなあと思って
いたのですが、いつの間にか仲良くなって、みんなで楽しそ
うに冗談を言い合っているのがとても良かったです。一つ上
の学年と違って、教員を怒らせない名人（？）の集まりでも
ありました。ふと気づくと、やるべきことをきちんとやって
いる上手さがありました。
　勉強面では、グループ研究でいろいろなところへ出かけて
フィールド調査を行いました。コウノトリの価値を調べるグ
ループは何回も豊岡に足を運びましたし、バングラデシュに
足を運んだグループもありました。それぞれより良い研究の
ために時には熱のこもった議論をしたのが懐かしいです。
　卒論もテーマを聞いたときにちょっとびっくりするような
ユニークなものが多く、多様性を象徴していてとても楽しま
せてもらいました。そのユニークさは大きな長所だと思いま
すので、それを失うことなく、卒業後の人生をそれぞれのペ
ースで楽しんでください。

卒業論文一覧
　馬塲理衣 国民的アイドル「嵐」人気の推移　～人気は

続くのか～
　伊佐政剛 消費者視点で考える環境保全型農業
　木谷浩輔 植物工場の可能性
　中矢有璃子 父を好きなワケ
　吉田祥也 スマートフォンが生活に与える影響
　中川将太 政党支持率でみる一党優位政党制の崩壊
　牛見　伸 日本のファッション動向
★小畑菜美子 都市銀行の合併は経営の効率化を実現したの

か
　北野弘樹 コミュニティーがない子ども達
　小林一秀 増税と国民の幸福度
　高山建太 電力自由化　─走り出す政策と原発停止の落

とし穴─
　柳　雄太 リニア中央新幹線の導入から時間の価値を調

べる
　平岡　杏 美容院経営改善の方策　～美容師と顧客が持

続的な関係を築くには～

藤井英次ゼミⅡ
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藤井和夫ゼミⅡ

ゼミを振り返って
　大学生としての４年間は、人生の中では一瞬の経過点に過
ぎないかもしれません。その中の２年半は、振り返ってみれ
ば本当に「あっ」という間の短い時間でした。
　でも、そこで経験することが何か自分の人生に意味を持つ
かもしれないと、その可能性をそれぞれに信じることから、
ゼミは始まりました。
　卒業する今、振り返って見て、最後まで信じ切れた人は幸
せです。「おめでとう」
　そうではなかった、おそらく多くの人にアドバイス。
　もっと、今いる場所で、自分を磨きなさい。
　小さなこだわりや些細な好き嫌いから離れられないこと
を、個性的とは言わない。
　もっと、スケールの大きな自分の個性を磨いてください。
　あなたの持っている「時間」と「場所」は、浪費するには
あまりに惜しい。

卒業論文一覧
　石原　準 J リーグ・クラブの経営課題と展望
　野崎翔太 日本において不動産取引の完全電子化は可能

なのか─日本の歴史的背景や慣習から考える
─

　西本泰基 音楽市場の変化と経済の関係
　高陽日 朝鮮半島の統一問題
　日名子千里 パチンコ産業の抱える問題点と改善策
　岡村　拓 日本の航空産業における LCC の意義
　多林利枝子 難民問題─日本のとるべき対応─
　伊藤理恵 製菓産業の現状と課題
　星川磨由 旅行会社のオンライン戦略
　高谷奈津 老人福祉施設の在り方について
　佐々木翔太郎 地方銀行と地域活性化
　馬場　幹 日本人の幸福度の低さと経済の関係について
　藤田良江 ゆとり教育のメリットは何か─教育の視点か

ら─
　木村光佑 日本経済と中小企業の関係
　香川明美 地域コミュニティ─災害に備えて─
　梅原誠太 若者の貧困─労働の観点から若者の貧困を考

える─
　浜田亮介 美術館は何のために
　小森園慎之輔 なぜ総合商社は日本にのみ存在するのか
★鈴木貴之 総固定資本形成依存がもたらす中国経済の衰

退─不動産に左右される中国─

藤田友尚ゼミⅡ

ゼミの総括
　現代フランスの社会問題を扱い、日本社会との比較を行う
ことを目的としたゼミ。農業政策、教育問題、移民問題、観
光行政など、各自がテーマを設定して研究した。ゼミ生は真
面目であったが、おとなしい性格の学生ばかりでとまどった。
授業が進むにつれて発言や質問などもしっかりできるように
なり、成長はうかがえる。ただ、自発的にゼミを活性化する
ために何か働きかけをするといった学生はいなかったことは
たいへん残念で、私の予想とはずいぶんかけ離れた雰囲気だ
った。学生は自分のプライベートな生活を充実させることを
何より優先させていたので、その点では彼らにとって好都合
なゼミだったはずだ。いずれにせよ、社会に出てから、今後
の世界情勢の文脈のなかで日本の変化を考えるようなことが
あれば、このゼミで議論して考えたことが無駄ではなかった
と理解してもらえると思う。

卒業論文一覧
　七里優斗 日本とフランスのサッカー都市論と選手育成

技術の向上
　長岡達哉 日本とフランスの文化政策における美術館・

博物館の比較と今後の課題
　谷口周平 日本とフランスの教育制度：教員比較と教育

の課題
　山下智也 フランスと日本の観光行政を比較して
　高橋遼平 フランスと日本の移民政策：望ましい移民政

策とは
★奥原康介 日本とフランスの農業政策の比較とこれから

の展望
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藤原憲二ゼミⅡ

あっさり薄味なゼミ
　２年生後半から３年生前半はミクロ経済学の教科書を読
み、経済学の基本的なトレーニングを行った。３年生後半は
インゼミ大会に向けての勉強と準備を行った。４年生は卒業
論文を完成させた。
　ゼミは総じて「あっさり薄味」だった。ゼミの運営も最初
からやる内容や範囲を決めておき、それが時間内に終われば
クラブ、サークル、アルバイトなど各自の課外活動に散った。
　しかし最後に出来あがったインゼミ大会の発表や卒業論文
は非常に緻密にできていた。この２年半でゼミ生は大きく成
長したと自信を持って言える。皆さんの社会での活躍を心よ
り祈っている。

卒業論文一覧
★高島　駿 現代の音楽業界が生き残る戦略
　岡野健太郎 TPP からみる関税撤廃の影響
　岸　聖之 日本のゲーム業界の今後の展望について
　横山大輔 自動車業界の現状と課題
　高杉直人 消費税増税：過去の事例からみる今後の是非

本郷亮ゼミⅡ

Masterly for Service
　卒業、おめでとうございます。皆さんは、関学における私
の研究演習の初代メンバー、記念すべき第一期生です。２年
半の間、色々なことがありましたね。初代だから、ゼミには
先輩もいなければ、伝統もない。あたかも大きな白紙に自由
に絵を描くごとしでした。書き損じもしたでしょうし、深く
悩むこともあったでしょう。しかしそれがまさに、わがゼミ
の草創であり創業だったわけです。大仕事を果たしてくれた
皆さんに大変感謝しています。
　Masterly for Service、この言葉を卒業する皆さんに贈り
ます。これからも自己を鍛え続けてください。ライバルと競
争し、真の勝利をめざしてください。しかしあなた一人が先
頭を突っ走ればよいのではなく、ビリを走っている敗者の利
益にもなるような真の勝利をめざしてください。諸々の「勝
利」や「格差」が道徳的に許されるのはそのような場合のみ
である、というのが Masterly for Service の競争倫理です。
　ところで、ゼミ同窓会の名称がついに決まりました。「マ
スタリー・フォア・サービスの会」（マスフォの会）です。
１年後、元気に再会できるのを楽しみにしています。

卒業論文一覧
　大西真史 ロボットは日本を救えるか―少子高齢化・生

産人口減少に対する考察―
　熊代有恵 変わりゆく老後のかたちと損害保険
　岡林駿輔 日本のメーカーの改善点―トヨタ式から探る―
　竹森里香 アジアからのインバウンド観光拡大―訪日外

国人 2000 万人を目指して―
　谷　友佑 精神的苦痛による離婚は正解？ ―幸福度研

究の観点より―
　福田奈称 変わりゆく老後のかたちと損害保険
　上谷周平 ポール・クルーグマンの経済思想
　田中悠太郎 欲と禁欲と資本主義―ヴェーバー = ゾンバ

ルト論争の比較研究―
　戸澤　明 電子マネーの金融政策への影響と今後のあり

方の考察
★中井佑樹 シカゴ学派の経済学者―自由主義思想 100

年の軌跡―
　上野徳之 観光経済学―地域とスポーツ―
　湯澤　望 スポーツ倫理と資本主義の精神―フランク・

ナイトの自由主義思想とスポーツマンシップ
の共生―

　福島涼介 企業のリスクマネジメント
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前田高志ゼミⅡ

私の誇り
　皆さんをゼミ５期生としてお迎えしてから２年半が過ぎま
した。ゼミ募集の面接の際、研究室で初めて皆さんとお会い
した時のことがつい昨日のことのように思えます。私のゼミ
を選んで下さった皆さんに対して、私は教員としてその期待
に十分に応えることができてきたかどうか、悔いるところこ
とも少なくありません。しかし、皆さんはゼミでの２年半に
大きな成長をみせてくれました。学部財政４ゼミ研究報告会
やインゼミ大会、ゼミナール関関戦、大阪観光コンテスト、
兵庫県観光まちづくり研究会への参加、そして学外の専門家・
行政関係者を前にしてのプロジェクト研究報告会、研究報告
書刊行など、皆さんは大いに活躍され、立派な成果を残され
ました。私の予想を超える皆さんの能力と頑張りには心より
敬意を表したいと思います。
　皆さんはこれからいよいよ「世」に出られます。苦しいこ
と、厳しいことも沢山あります。しかし、自分の与えられた
場所で、為すべきことを地道に誠実に続けていれば、必ず、
それを見ていてくれる人もいます。それを信じて陽のあたる
道を歩んで行って下さい。皆さんを誇りに思っています。

卒業論文一覧
　山本侑希 オリンピック開催における経済効果と地域発

展～きたる 2020 年東京オリンピックに向け
て～

　木内　亮 香川県の観光事業　希少糖・オリーブ産業を
活かし、観光収入増加に向けて

　正田哲也 加古川市に観光客を呼ぶことはできるか
　平岡篤子 自動車ディーラーの将来－自動車ディーラー

システムについて日米比較の観点から－
　青木　悠 自治体の防災対策の弱さ～和歌山県の台風被

害から考える～
★飯尾智恵里 地域における自治体病院の今後の在り方につ

いて－加西市及び北播磨地域を事例として－
　山田彬弘 高齢社会と自治体規模　少子高齢社会に自治

体合併は必要か
　高木謙太 阪神大震災前後にみる芦屋市の財政構造の変

化－市民の実状を反映した行政運営は可能か－
　林　優樹 太陽光発電の普及のために
　小川瑠璃 地域ブランド構築によるまちづくり－大阪府

の活性化のために－
　山崎泰佑 産学連携による地域活性化－大学の設立によ

って中海・宍道湖圏域の活性化を目指す－
　平井大貴 訪日外国人観光客の増加に向けて－神戸市の

観光を考える－
　尾崎圭祐 歴史と政策からみる食料自給率とその将来
　岡崎真由 メガバンクの店舗戦略
　坂本龍佑 道州制がもたらす効果
　佐野木唯 プロ野球の経済分析
　紀山友里 姫路市における「防災のまちづくり」
　水浦　亮 2020 年東京オリンピックによる経済効果
　武内貴珠子 住宅産業のこれからの展望について
　廣瀬陽子 コンテンツ・ツーリズムによる地方活性化
　福満拓人 宮崎を観光地へ！～観光名所と特産品で地域

活性化を図る～
　内村佳奈 大阪市における水道事業の民営化
　大内崇裕 京都伏見酒造業の発展の軌跡
　三輪修平 介護サービスの現状と今後の理想的な形態

松枝法道ゼミⅡ

どうぞお幸せに
　卒業、おめでとうございます。あっという間の二年半でし
たね。最初のコンパで緊張しているみなさんと初めて話をし
たのが昨日のことのように感じられます。とりわけ三回生の
ときのインゼミ大会の準備では、みなさんが着実に成長して
いく姿を見ることができたことをとてもうれしく思います。
また、三木と淡路でのゼミ合宿は、私自身にとっても大変良
い思い出となりました。
　みなさんは、これからも歳を重ねるごとに成長していって
くれることと確信しています。いよいよ本格的に独り立ちを
することとなる今後においては、いろいろな出会いや経験を
通じ、自分の人生観を含めて、あらゆることに対する考え方
が変化していくことでしょう。あまり焦ることもありません
が、そういう考え方の変化も自己の成長の一部であると認識
して積極的に自分を変えようと努めることが必要な時期も人
生にはあると思います。何はともあれ、みなさん一人一人が
これからの人生のそれぞれの段階において、その段階なりの
幸せを見つけられることを陰ながら願っております。

卒業論文一覧
　田中春菜 日本の晩婚化と少子化問題
　能美　司 ベンチャー企業の必要性とその創出
　嶋田真子 脳死・臓器移植の隠れた問題
　野田美穂 少子化の問題点は何か
　松重憲尚 原子力発電の未来
　広瀬脩介 日本における理想のカジノ
　村田裕亮 日本が目指すべきカジノの形
　薬師寺祥子 グローバリゼーションと格差：ブラジルを事

例に
★舟越仁美 日本にフリーアドレスは導入すべきか
　若松麻美 日本にとっての関西３空港の活用
　小林美菜 女性が活躍するために
　山本康太 医薬品のネット通販の是非について
　藤本真里奈 子供の貧困とその対策
　太田將樹 ソニー再生への新戦略提案
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多士済々
　今年卒業のゼミ生は、これまで以上に個性的な学生が多く

「多士済々」の感が強い印象を持っています。大学時代に海
外経験をした学生も例年以上に多く、体育会や文化総部の学
生もたくさんおり、それぞれが充実した学生生活を過ごした
のではと思います。ゼミでの勉学にも打ち込み、文字通り、
ダブルチャレンジ、あるいは「文武両道」を体現してくれて
います。そのことは、同時に、活気のある（喧しい）ゼミで
あったことを意味しています。
　これからは、仕事の関係で会える機会が少なくなると思い
ますが、ゼミでの友人は一生の宝物と思い大切にしていって
ください。20 年後に、この中から、日本を代表する経営者
や革新者が出ることを心から期待しています。

卒業論文一覧
　岡部勇太朗 新薬開発における経済効果
　林　綾乃 男性の育児休暇取得による女性の活躍促進
　野田大貴 LCC がもたらす宮城県に対しての経済効果
　桑名美希 高齢者サービスの経済学　─宅食サービスに

焦点を置いて─
　鳥飼美咲 我が国における幸福度実現性
　井関冴也加 新しい介護サービスの提案
　森　 華子 人口経済学と女性のライフコース
　田島絢花 ネットが音楽産業に与える影響　─ You Tube 

は CD の売り上げに影響を与えているのか─
　西元真彩 家電リサイクル法による回収率について
　黒羽直也 日本経済回復への政策提言　─観光産業の発

展による日本経済の回復─
　兵頭俊叡 ODA（政府開発援助）がアフリカ諸国と日

本経済の双方に与える影響
　久戸瀬昂明 WLB と企業業績の両立は可能か　─主要先

進国との比較の観点から─
　白水勇多 西アフリカの持続的成長に向けて　─人的資

本及び FDI を有効活用した段階的成長─
　野口大樹 対ミャンマー ODA　─日本の国益となる

ODA へ─
★榎坂隆博 日経株価平均とドル円相場の相関関係
　美馬佳苗 人間とロボットの共存は日本経済を回復に導

くのか
　内田智士 収益率の観点における教育と経済の相互関係

について
　瀧川奏子 一村一品運動の効果分析　─大分県とラオス

の一村一品運動の事例比較に焦点をあてて─
　宮崎　豪 日本を観光立国にするには
　藤原　健 都市再開発事業の経済効果と最適誘致　─兵

庫県明石市を例に─
　石塚公一朗 プロスポーツによる地域活性化　─プロ野球

と J リーグはどう地域経済に貢献できるか─
　伊藤小百合 伊勢の観光分析 ─観光客数の変動要因分析─

村田治ゼミⅡ 松本有一ゼミⅡ

また会う日まで
　当初 21 名からスタートしたゼミでした。最後の秋学期時
点では７名にまでなり、卒業論文を提出したのは下記の６名
でした。卒論を作成しなかったけれど、ゼミに在籍したひと
たちの氏名を記録しておきます。古谷友希、別府美和、永木
麻子、中島一、河野将太、中島尚樹、奥田陽介、福岡勝太、
橋本鷹史、仲尾加奈子、岩本岳大、青井理一、古谷享康、近
藤晶彦、西岡宏晃。
　一番印象に残っているのは、授業中いつも活発にザワザワ
している一団と、おとなしいというか、質問してもあまり反
応してくれないグループとが、対面して座っていたことでし
た。いずれにしても、卒業して社会人になれば、それぞれの
場所で新たな気持ちで取り組んでいってほしいと思います。
皆さんの未来が輝かしいことを願っています。 （松本有一）

卒業論文一覧
★竹信雄紀 気候変動への適応策―低炭素社会の実現に向

け望まれる行動とは
　庄山貴裕 東南アジアにおける森林破壊と保全活動
　吉村　郁 環境問題と街づくり
　植野和眞 低炭素社会における再生可能エネルギーの可

能性（太陽光エネルギーを中心に）
　酒井達弘 中国環境汚染の改善に向けて
　清水栄蔵 自動車リサイクル会社の担う役割―現状と将

来の展望
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懸賞論文の選考について
　懸賞論文は個人執筆論文と共同執筆論文部門に分けて審査し、それぞれの最優秀論文に賞状と副賞が綬与され
る。個人執筆論文部門に５本、共同執筆論文部門に８本、計 13本の応募があった。選考委員会の審査と教授会の
議とを経て以下の論文に賞を与えることになった。

経済学部懸賞論文受賞者と論文名

<個人執筆論文部門>
　竹内浩也（栗田　匡相ゼミ）
　　ブラジル製造業の生産性の要因分析～確率的フロンティア分析を用いて～

<共同執筆論文部門>
　大上友里・川戸翔吾・高濱翔平・廣瀬美穂・松下実加・松村枝里乃（栗田匡相ゼミ）
　　マダガスカルにおける稲作技術
　　～確率的フロンティア分析を用いたPAPRIZ の非効率性の分析～

＜講評＞
　�　個人執筆論文は、新興市場国 BRICs の１つとして注目を集めるブラジル経済が直面する問題（ブラジルコス
ト）について研究したものである。ブラジルコストとは、国内の過剰な規制や貧弱なインフラに起因するブラ
ジル特有のコストの総称である。本研究では、ブラジル製造業の企業レベルのデータを用いて計量分析を行い、
関税の高さや輸送インフラの貧弱さが企業の生産性に悪影響を与えていることを明らかにしている。ブラジル
コストを実証的に明らかにしようとする問題意識、用いられた生産性分析の手法は、いずれも学部学生の論文
として優れたものであるとして、高く評価された。
　�　共同執筆論文は、JICA がマダガスカルで導入を進めている新しい稲作技術（PAPRIZ）について研究したも
のである。現地での詳細なアンケート調査から得たデータを用いて計量分析を行い、現地の農家が新しい稲作
技術を採用する要因として、農地の大きさや世帯主のリスクに対する積極性が重要であることを明らかにして
いる。また携帯電話の利用頻度や技術の伝達経路の違いが、新しい稲作技術導入後の生産性に影響を与えるこ
とを明らかにしている。これらの分析結果をふまえ、新しい稲作技術普及のための政策提言（マイクロファイ
ナンスの利用、小規模なモデル農家の育成）を行っている。本論文は、問題意識の明確さ、データのオリジナ
リティ、堅実な分析手法の点で優れたグループ研究であるとして高く評価された。以上が優秀論文について講
評である。
� （懸賞論文選考委員会委員長　河野　正道）
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❶今回は、新コーナー「留学レポート」
も加わり、意欲的なものになったと自
画自賛しています（誰も褒めてくれな
いから自分で褒める）。できるだけ多
くの教職員に参加してもらうことも意
識しました。みなさん、お忙しい中、
ご協力いただき本当に有難うございま
した。編集委員メンバーのご尽力にも
感謝。そして、相変わらず要領の悪い
編集長に振り回されたY．Yさんと事
務職員の方々、この場を借りてお詫び
とお礼を申し上げます。（西村）

❷今回初めて編集委員を担当しまし
た。特に在外研究レポートのコーナー
を担当しました。大学の教員は、講義
やゼミを担当するだけでなく、研究者
として日々研究活動を行っています。
在外研究期間中は、研究のみに専念で
きるため、研究者にとっては大変貴重
な機会であり、大いに研究を推進する
ことができます。私自身もランバス留
学中の経験の一部を紹介させてもらい

ましたが、これらのレポートを通して、
少しでも大学教員の研究活動を知って
いただき、興味を持ってもらえたら幸
甚です。（加藤）

❸この雑誌は学生と教員が分担して編
集するものであり、前半と後半の視点
が共通する部分もありながら、異なる
内容も多い、比較して読むことも面白
いです。毎回この雑誌は学生の皆さん
の努力によって刊行されてきました
が、今回も学生の皆さんの協力なしに
はできなかったでしょう。コンビーナ
の西村先生をはじめとする委員会の皆
さんは座談会を開き、特定テーマの
エッセイをアレンジするなど、本当に
ありがとうございました。何もできな
かった自分はとても勉強になりまし
た！（田）

❹ 250字以内で編集後記を書くように
と連絡を受けた。二通り書き上げた。
いずれもでき映えは最悪だ。ノロウィ
ルスのせいだろうか。もう一度書き直
したほうがよいかもしれない。そもそ
も雑誌になぜ編集後記が必要なのか。
編集前記はないではないか。制限字数
も微妙だ。書きたいことを書くには少
なすぎるし、書きたくないことを書く
には多すぎる。他の人は「～さんのご
尽力に感謝申し上げます」とか気の利
いたことを書くのだろう。どうせ編集
後記は誰の目にも掛からないに決まっ
ている。そう考えると気が楽だ。さて
どちらを選ぼうか。どうしようか。
（Yh）

❺イスラム国などによる世界情勢の不
安定化で、学生が留学などで海外に出
る機会が狭められている。本学が文部
科学省の「スーパーグローバル大学創
成支援」に採択された以上、学生の海
外派遣推進に対して後戻りはできない
が、子供を海外に送り出したくない親
の気持ちも良く理解できる。だからと
いう訳ではないが、誰もが安心して世
界を自由に移動できる「世界」の実現
を期待したい。　（yuki）

❻娘（２歳）は最近、お菓子やシルバ
ニアファミリーのお人形やプリキュア
のカードを、「パパ、どーぞ（ドヤ顔）」

と言って私に色々と分け与えてくれま
す（あとで「○○がないっ !!」といっ
て怒り出すので、夜な夜なこそっと元
の場所に戻しますが）。私がお礼を言
うと、満面の笑みを見せてくれます。
とても幸せな瞬間です。どんな時代に
なろうと、そんなモノや想いを「分か
ち合う」精神と喜びを、子どもにはずっ
と持ってもらいたいと強く思います。
学生さんにも大事にしてもらいたいで
す（但し、リポートと試験関連は除く）。
　（町田）

❼関西学院大学に転職して１年が経ち
ました。あまりにも久しぶりのキャン
パス。日々、色々な経験をしているう
ちに、あっという間に時間が過ぎさっ
ていった気がします。学生さんにとっ
ても４年間はあっという間だと思いま
す。せっかくの大学生という貴重な期
間、自らアクションを起こして色々な
経験を積んでいってほしいなぁと思い
ます。10数年前の自分の反省もふま
えて…。（川北）

❽エコノフォーラムの編集に携わるの
は今回で４年目にして最後になりま
す。たくさんの先生方に原稿の依頼を
してきました。４年目ともなると提出
時期や校正の仕方など、各先生方の特
徴がわかってきました。年に一度のこ
となので無意識にされていると思いま
すが、毎年同じパターンでとてもわか
りやすいです。習慣というのは、そう
そう変わるものではないのだと実感し
ます。いい習慣を身につけたいもので
す。最後になりましたが、お世話になっ
た皆さま、ありがとうございました。
（山本）
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