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岡本英男学長、
大いに語る

「アカデミズムに裏打ちされた実学教育」を
実践する大学へ
本学の「教育の原点」を振り返りながら
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中
教
審
答
申

一		

「
新
し
い
時
代
に
お
け
る

	
	

教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

　

答
申
は
、
一
章
に
お
い
て
、
今
な
ぜ
教
養
に
つ
い
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
背
景
を
述
べ
、
二
章
に
お
い
て
、
新

し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
教
養
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ

た
上
で
、
三
章
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

教
養
を
広
げ
、
深
め
、
豊
か
な
生
き
方
を
実
現
す
る
た
め
に
求

め
ら
れ
る
方
策
に
つ
い
て
、
幼
・
少
年
期
、
青
年
期
、
成
人
期

の
三
つ
の
段
階
ご
と
に
求
め
ら
れ
る
教
養
の
課
題
を
提
言
し
て

い
る
。

　

ま
ず
そ
の
背
景
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
答
申
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

社
会
全
体
に
漂
う
目
的
喪
失
感
や
閉
塞
感
の
中
で
、
学
ぶ
こ

と
の
目
的
意
識
が
失
わ
れ
、
自
ら
進
ん
で
勉
学
に
励
み
、
何
か

を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
の
意
義
を
軽
ん
じ
る
風
潮
が
広
が
っ

て
い
る
。
と
く
に
青
年
期
の
若
者
に
、
自
我
の
確
立
を
求
め
自

ら
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
が
薄
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
の
広

が
り
は
、
我
が
国
社
会
の
活
力
を
失
わ
せ
、
そ
の
根
幹
を
む
し

ば
む
危
機
に
つ
な
が
る
も
の
と
危
惧
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
こ
そ
、
自
ら
の
立
脚
点
を
見
極

め
、
今
後
ど
の
よ
う
な
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
べ
き
か
を
考
え
、

	
	

は
じ
め
に

　

東
京
経
済
大
学
は
、
大
倉
喜
八
郎
が
一
九
〇
〇
年
に
赤
坂
葵

町
に
創
設
し
た
大
倉
商
業
学
校
を
淵
源
と
す
る
。
こ
の
商
業
学

校
は
二
〇
年
後
に
は
高
等
商
業
学
校
に
昇
格
し
、
関
東
大
震
災

に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
も
の
の
、
多
く
の
入
学
志
願

者
と
高
い
就
職
率
を
誇
る
私
学
高
商
の
名
門
校
と
し
て
順
調
に

発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
順
調
な
発
展
は
、
戦

争
と
敗
戦
に
よ
っ
て
一
転
す
る
。
戦
時
中
に
大
倉
経
済
専
門
学

校
へ
と
校
名
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
本
学
は
、
敗
戦
間
際
に

米
軍
に
よ
る
空
襲
を
受
け
、
校
舎
の
大
半
を
焼
失
す
る
。
敗
戦

後
ま
も
な
く
し
て
、
本
学
は
国
分
寺
の
地
に
移
転
し
て
く
る
が
、

創
設
以
来
基
金
と
し
て
保
有
し
て
い
た
公
社
債
の
類
が
敗
戦
と

そ
の
後
の
急
激
な
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
価
値
に
な

っ
た
こ
と
、
財
閥
解
体
の
影
響
に
よ
り
創
立
者
大
倉
家
の
支
援

を
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
教
職
員
と
学
生

は
孤
立
無
援
の
状
態
で
学
園
再
建
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、「
東
経
大
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
学
生
、

教
職
員
、
卒
業
生
の
一
致
団
結
し
た
献
身
的
努
力
に
よ
り
本
学

は
大
学
へ
の
昇
格
を
認
可
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に
新
制
の
東
京

経
済
大
学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
る
。
そ
れ
以
来
今
日
ま
で
、

本
学
は
一
貫
し
て
自
由
な
学
問
研
究
に
支
え
ら
れ
た
質
の
高
い

教
育
を
行
う
「
大
学
ら
し
い
大
学
」
と
な
る
こ
と
を
目
標
に
し

て
き
た
。

　

本
学
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
苦
難
の
歴
史
を
た
え
ず
振
り
返

り
な
が
ら
、
大
倉
商
業
学
校
以
来
の
高
度
な
実
学
教
育
と
戦
後

の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
重
視
の
学
風
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
学
教
育
」、「
深
い
教
養

に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
学
教
育
」
を
実
践
す
る
大
学
と
し
て
の
社

会
的
評
価
を
さ
ら
に
高
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
わ
が
国
の
み

な
ら
ず
世
界
的
に
も
ま
す
ま
す
強
ま
り
つ
つ
あ
る
「
大
学
は
も

っ
と
実
用
的
な
教
育
を
せ
よ
」
と
い
う
声
に
単
純
に
呼
応
す
る

の
で
は
な
く
、「
大
学
は
時
代
の
ど
の
よ
う
な
変
化
に
も
耐
え

う
る
、
そ
し
て
学
生
に
根
源
的
な
力
を
与
え
る
原
理
原
則
を
教

え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
を
貫
き
な
が
ら
、
社
会
の

現
実
問
題
に
も
十
分
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
社
会
か
ら
提
起
さ
れ
た

課
題
に
十
分
に
答
え
う
る
大
学
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
き
に
、
中
央
教
育
審
議

会
が
二
〇
〇
二
年
二
月
に
出
し
た
答
申
「
新
し
い
時
代
に
お
け

る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
。

普
段
は
、
文
科
省
中
教
審
の
答
申
を
熱
心
に
読
む
こ
と
は
あ
ま

り
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
答
申
の
内
容
に
は
考
え
さ
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
、
し
か
も
何
箇
所
か
は
「
わ
が
意
を
得

た
り
」
と
思
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
通
勤
の
行
き
帰
り
の
バ
ス
と

電
車
の
中
で
繰
り
返
し
読
ん
だ
。

「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
学
教
育
」

を
実
践
す
る
大
学
へ

本
学
の
「
教
育
の
原
点
」
を
振
り
返
り
な
が
ら

学
長  

岡
本
英
男
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目
標
の
実
現
の
た
め
に
主
体
的
に
行
動
し
て
い
く
力
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
答
申
は
、
こ
の
力
こ
そ
が
新
し
い
時
代
に

求
め
ら
れ
る
教
養
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

本
答
申
の
特
徴
は
、
新
し
い
時
代
の
教
養
を
「
知
的
な
側
面

の
み
な
ら
ず
、
規
範
意
識
と
倫
理
性
、
感
性
と
美
意
識
、
主
体

的
に
行
動
す
る
力
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
、
体
力
や
精
神
力
な
ど
を

含
め
た
総
体
的
な
概
念
」
と
し
て
幅
広
く
と
ら
え
て
い
る
点
に

あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
次
の
五
点
を
重
視
し
て
い
る
。

　

㈠�　

社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
自
己
を
位
置
づ
け
、
律
し

て
い
く
力

　

㈡�　

わ
が
国
の
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
理
解
と
と
も
に
、
異

文
化
を
理
解
す
る
資
質
・
態
度

　

㈢�　

自
然
や
モ
ノ
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
、
論
理
的
に
対
処

す
る
能
力

　

㈣�　

読
み
、
書
き
、
考
え
る
上
で
礎
と
な
る
国
語
の
力

　

㈤�　

身
体
感
覚
と
し
て
身
に
付
け
ら
れ
る
「
修
養
的
教
養
」

　

以
上
五
点
の
う
ち
、
私
は
と
く
に
㈠
と
㈡
の
考
え
方
に
強
く

賛
同
し
た
。
そ
の
二
つ
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　

㈠
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

新
し
い
時
代
を
生
き
る
た
め
の
教
養
と
し
て
、
社
会
と
の
か

か
わ
り
の
中
で
自
己
を
位
置
づ
け
律
し
て
い
く
力
や
、
自
ら
社

会
秩
序
を
作
り
出
し
て
い
く
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。「
主
体
性

あ
る
人
間
」
と
し
て
向
上
心
や
志
を
持
っ
て
生
き
、
よ
り
良
い

新
し
い
時
代
の
創
造
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
、

他
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
想
像
力
が
こ
れ

か
ら
の
教
養
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

　

㈡
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

東
西
の
冷
戦
構
造
の
崩
壊
後
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、

他
者
や
異
文
化
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
景
に
あ
る
宗
教
を
理
解
す

る
こ
と
の
重
要
性
が
一
層
高
ま
る
な
ど
、
世
界
的
広
が
り
を
持

つ
教
養
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
伝

統
や
文
化
、
歴
史
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
異
な

含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
異
文
化
と
は
、
単
な
る
異
な
る
国
や
地
域
の
文

化
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
性
、
世
代
、
国
籍
、
言

語
、
宗
教
、
価
値
観
、
生
き
方
、
習
慣
な
ど
あ
ら
ゆ
る
「
自
分

と
は
異
な
る
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
異
文
化
と
の
相
互
交
流

を
通
じ
て
、
自
分
と
は
何
か
を
考
え
、
自
己
を
確
立
す
る
と
と

も
に
、
自
分
と
異
な
る
人
や
社
会
や
文
化
な
ど
を
理
解
し
、
こ

れ
ら
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に
生
き
て
い
く
姿
勢
を
身
に
付
け
る

こ
と
は
、
教
養
の
重
要
な
柱
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
な
か
で

我
々
が
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
日
的
な
教
養
で
あ
り
、

大
学
教
育
に
と
っ
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育
の
課
題
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

新
た
に
構
築
さ
れ
る
教
養
教
育
は
、
学
生
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
や
科
学
技
術
の
進
展
な
ど
社
会
の
激
し
い
変
化
に
対
応
し
う

る
統
合
さ
れ
た
知
の
基
盤
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
大
学
は
、
従
来
の
縦
割
り
の
学
問
分
野
に
よ
る
知
識
伝

達
型
の
教
育
や
、
専
門
教
育
へ
の
単
な
る
入
門
教
育
で
は
な
く
、

専
門
分
野
の
枠
を
超
え
て
共
通
に
求
め
ら
れ
る
知
識
や
思
考
法

な
ど
の
知
的
な
技
法
の
獲
得
や
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
や
生

き
方
に
関
す
る
深
い
洞
察
、
現
実
を
正
し
く
理
解
す
る
力
の
涵

養
な
ど
、
新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
教
養
教
育
の
制
度
設
計

に
全
力
で
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
質
の
高
い
教
育
を
提
供
す
る
に
は
、
何
よ
り
も

教
員
の
意
識
改
革
が
必
要
と
な
る
。
答
申
も
ま
た
そ
の
よ
う
に

述
べ
、
次
の
よ
う
な
教
員
像
を
求
め
て
い
る
。

　

教
員
は
、
教
育
の
プ
ロ
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
絶
え
ず
授

業
内
容
や
教
育
方
法
の
改
善
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
入
門
段

階
の
学
生
に
も
専
門
知
識
を
分
か
り
や
す
く
興
味
深
い
形
で
提

供
し
た
り
、
自
ら
の
学
問
を
追
求
す
る
姿
勢
や
生
き
方
を
語
る

な
ど
、
学
生
の
学
ぶ
意
欲
や
目
的
意
識
を
刺
激
し
て
い
く
こ
と

る
国
や
地
域
の
伝
統
や
文
化
を
理
解
し
、
互
い
に
尊
重
し
合
う

こ
と
の
で
き
る
資
質
・
態
度
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
世

界
の
人
々
と
外
国
語
で
的
確
に
意
思
疎
通
を
図
る
能
力
も
求
め

ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
答
申
が
主
張
す
る
「
新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ

る
教
養
」
と
は
、
地
球
規
模
の
視
野
、
歴
史
的
な
視
点
、
多
元

的
な
視
点
で
物
事
を
考
え
、
未
知
の
事
態
や
新
し
い
状
況
に
的

確
に
対
応
し
て
い
く
力
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
力
を
培
う
た
め
の
教
育
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
重
視
す
べ
き
観
点
と
し
て
、

次
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　

第
一
点
は
、
教
養
教
育
を
通
じ
て
、
学
ぶ
こ
と
や
「
よ
り
良

く
生
き
る
」
こ
と
へ
の
主
体
的
な
態
度
を
身
に
付
け
、
何
事
に

も
真
摯
に
取
り
組
む
意
欲
を
育
て
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
第
二

点
は
、
教
養
教
育
は
、
個
人
が
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
新
し
い
知

識
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
統
合
し
て
い
く
力
」
を
育
て
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

三
点
は
、
教
養
の
涵
養
に
と
っ
て
、「
異
文
化
と
の
接
触
」
が

重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
の
、
教
養
と
は
人
々
が
一
生
か
け
て
身
に
付
け
て
い
く

べ
き
も
の
で
あ
り
、
大
学
教
育
は
そ
の
起
点
と
な
る
べ
き
だ
と

い
う
考
え
は
、
実
際
に
私
が
教
師
生
活
の
中
で
実
践
し
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
も
ろ
手
を
挙
げ
て
賛
成
す
る
。
私
は
昨
年
度
ま

で
三
年
に
わ
た
っ
て
、
大
学
生
に
と
っ
て
は
や
や
難
し
い
と
思

わ
れ
る
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ『
二
一
世
紀
の
資
本
』を
ゼ
ミ
で
輪

読
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
教
材
を
選
ん
だ
の
は
、
学
生
時
代

に
七
〇
〇
頁
の
大
部
の
本
格
的
学
術
書
を
読
破
す
る
経
験
と
達

成
感
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
学
生
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

少
々
難
し
い
本
に
も
挑
戦
し
、
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に

読
書
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
信
念

か
ら
で
あ
っ
た
。

　

第
三
の
「
異
文
化
と
の
接
触
」
も
見
逃
せ
な
い
重
要
な
内
容
を
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て
い
る
の
か
。
日
本
の
近
代
百
年
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か

は
、
私
た
ち
の
よ
う
な
駆
け
出
し
の
歴
史
学
徒
に
も
問
わ
れ
て

い
た
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
明
治
百
年
」
に
当
た
る
一
九
六
八
年
に
卒
論
を
書
く
私
た

ち
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
活
動
を
し
た
ら
よ
い
の
か
。
ゼ
ミ
で

は
ま
ず
、
そ
こ
か
ら
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ゼ

ミ
の
先
輩
で
あ
る
一
期
生
、
二
期
生
た
ち
が
取
り
組
ん
で
一
つ

の
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
地
域
の
歴
史
調
査
を
、
自
分
た
ち
も

引
き
継
ご
う
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。
地
域
の
歴
史
調
査
を
焦

点
に
据
え
て
百
年
を
見
た
ら
何
が
見
え
る
か
。
そ
れ
も
で
き
れ

ば
、
土
蔵
調
査
に
挑
戦
し
て
み
た
い
と
い
う
要
望
を
出
し
た
。

幸
い
、
色
川
ゼ
ミ
で
は
、
そ
の
年
の
活
動
内
容
は
ゼ
ミ
生
ら
で

決
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
要
望
ど
お
り
、
テ
ー
マ
は
地
域
の
歴

史
調
査
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
文
面
か
ら
、
学
生
時
代
の
新
井
氏
の
「
自
我

の
確
立
を
求
め
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
」、
そ
し
て
ゼ
ミ
に
参
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
意
欲
を
さ
ら
に
高
め
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
中
教
審
の

答
申
は
、「
自
ら
が
今
ど
の
よ
う
な
地
点
に
立
っ
て
い
る
か
を

見
極
め
、
今
後
ど
の
よ
う
な
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
べ
き
か
を

考
え
、
目
標
の
実
現
の
た
め
に
主
体
的
に
行
動
し
て
い
く
力
」

こ
そ
が
、
新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
教
養
だ
と
述
べ
て
い
る
。

「
就
職
の
条
件
の
良
い
経
済
の
専
門
」
の
ゼ
ミ
を
取
っ
た
ら
と

い
う
父
親
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
振
り
切
り
、
一
年
次
に
出
会
っ
た

色
川
教
授
の
講
義
に
魅
せ
ら
れ
る
な
か
で
色
川
ゼ
ミ
に
入
っ
て

さ
ら
に
深
く
日
本
の
近
代
史
を
学
ぼ
う
と
決
意
し
、
競
争
率
の

高
い
ゼ
ミ
に
応
募
し
て
い
く
新
井
氏
は
こ
の
と
き
す
で
に
「
主

体
的
に
行
動
し
て
い
く
力
」
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ

ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
ゼ
ミ
に
入
っ
て
か
ら
の
新
井
氏
の
成
長

の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
ゼ
ミ
生
同
士
で
、
ゼ
ミ
生
と
教
師
と
で

議
論
を
重
ね
て
い
く
な
か
で
、
自
ら
を
駆
け
出
し
の
「
歴
史
学

徒
」
と
位
置
づ
け
、
政
府
主
導
の
「
明
治
百
年
祭
」
の
大
き
な

も
求
め
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
授
業
に
つ
い
て
も
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　

大
学
の
授
業
は
、
本
来
、
教
員
と
学
生
と
の
語
ら
い
と
切
磋

琢
磨
の
場
で
あ
り
、
学
生
が
知
的
・
人
間
的
に
成
長
す
る
場
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
大
学
は
、
魅
力
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
授
業
方
法
の
改
善
等
を
図
り
、

学
ぶ
こ
と
の
愉
し
さ
や
意
義
を
味
わ
わ
せ
、
感
動
を
与
え
る
よ

う
な
授
業
の
実
現
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
箇
所
を
読
み
、
な
る
ほ
ど
本
答
申
の
言
う
と

お
り
だ
と
頷
い
た
と
き
、
四
月
に
読
ん
だ
新
井
勝
紘
『
五
日
市

憲
法
』（
岩
波
新
書
）
で
描
か
れ
て
い
た
色
川
大
吉
ゼ
ミ
の
光

景
が
浮
か
ん
で
き
た
。

二		

新
井
勝
紘

	
	

『
五
日
市
憲
法
』か
ら
学
ぶ

　

一
九
六
八
年
八
月
に
本
学
の
色
川
ゼ
ミ
が
西
多
摩
の
旧
五
日

市
町
の
深
沢
家
の
土
蔵
を
調
査
し
、
こ
の
地
域
の
自
由
民
権
運

動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
五
日
市
憲
法
草
案
」
を
発
見
し
た
こ

と
は
、
本
学
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
日
本
の
近
現
代
史
研
究
に
と

っ
て
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
実
際
そ
の
後
、
そ
の
史
料

は
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
高
い
評
価
を
う
け
、
五
日
市
憲
法
は

中
学
・
高
校
の
歴
史
教
科
書
に
記
載
さ
れ
、
映
画
、
演
劇
、
歌
、

漫
画
の
題
材
に
も
な
っ
た
。

　

こ
の
五
日
市
憲
法
草
案
は
東
京
都
有
形
文
化
財
に
な
り
、
あ

き
る
野
市
の
要
望
に
よ
り
二
〇
〇
八
年
に
同
市
に
移
管
さ
れ
る

ま
で
は
本
学
が
保
管
し
て
い
た
。
現
在
、
そ
れ
は
五
日
市
郷
土

館
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
進
一
層
館
に
あ
る
本
学
沿
革
史
展
示

コ
ー
ナ
ー
に
は
五
日
市
憲
法
草
案
の
レ
プ
リ
カ
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
五
日
市
憲
法
草
案
は
二
〇
一
三
年
秋
に
皇
后
美
智
子
妃

が
七
九
歳
の
誕
生
日
に
際
し
、
宮
内
記
者
会
の
質
問
に
回
答
さ

れ
た
文
書
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
記
さ
れ
た
こ
と
よ
っ
て
再
び

世
間
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
私
が
五
日
市

憲
法
草
案
の
歴
史
的
意
義
を
再
認
識
し
た
の
は
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
美
智
子
妃
の
言
葉
で
あ
っ
た
。

五
月
の
憲
法
記
念
日
を
は
さ
み
、
今
年
は
憲
法
を
め
ぐ
り
、

例
年
に
増
し
て
盛
ん
な
論
議
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
主
に
新
聞
紙
上
で
こ
う
し
た
論
議
に
触
れ
な

が
ら
、
か
つ
て
、
あ
き
る
野
市
の
五
日
市
を
訪
れ
た
時
、
郷

土
館
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た
「
五
日
市
憲
法
草
案
」
の
こ
と

を
し
き
り
に
思
い
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
…
…
近
代
日
本
の

黎
明
期
に
生
き
た
人
々
の
、
政
治
参
加
へ
の
強
い
意
欲
や
、

自
国
の
未
来
に
か
け
た
熱
い
願
い
に
触
れ
、
深
い
感
銘
を
覚

え
た
こ
と
で
し
た
。
長
い
鎖
国
を
経
た
十
九
世
紀
末
の
日
本

で
、
市
井
の
人
々
の
間
に
既
に
育
っ
て
い
た
民
権
意
識
を
記

録
す
る
も
の
と
し
て
、
世
界
で
も
珍
し
い
文
化
遺
産
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
新
井
氏
の
著
書
を
読
み
、
も
っ
と
も
強
い
感
銘
を
受
け

た
箇
所
は
、
一
九
六
八
年
当
時
の
本
学
の
色
川
ゼ
ミ
の
活
動
の

様
子
、
当
時
の
学
生
の
問
題
意
識
、
そ
し
て
学
生
が
卒
論
に
取

り
組
む
様
子
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

　

三
年
次
の
一
九
六
七
年
に
ゼ
ミ
に
入
っ
た
が
、そ
の
年
は「
近

代
に
つ
い
て
」「
民
主
主
義
」「
さ
ま
ざ
ま
な
明
治
百
年
」
と
、

い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
で
議
論
し
な
が
ら
、
近
代
史
の
基
礎
を
学

ん
だ
。
翌
六
八
年
に
は
明
治
か
ら
百
年
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
す
で
に
明
治
百
年
論
争
の
前
哨
戦
が
始
ま
っ
て
い
た
。
政

府
主
導
で
大
々
的
に
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
「
明
治
百
年

祭
」
に
対
し
、
そ
の
政
治
的
な
大
き
な
潮
流
に
流
さ
れ
な
い
よ

う
な
抗
体
を
、
私
た
ち
は
果
た
し
て
持
っ
て
い
る
の
か
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
自
分
な
り
に
評
価
を
下
さ
せ
る
よ
う
な
力
を
備
え
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政
治
潮
流
に
対
抗
し
う
る
判
断
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
近
代

史
の
学
び
を
一
層
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
き
わ
め
て
「
主

体
的
な
学
び
」
の
姿
勢
だ
と
い
え
よ
う
。

　

私
が
本
書
を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
も
う
一
つ
の
箇
所
は
、

昼
間
の
土
蔵
調
査
を
終
え
宿
舎
に
戻
り
、
夕
食
の
後
の
史
料
報

告
会
で
の
ゼ
ミ
生
と
教
師
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

　

色
川
教
授
は
四
年
生
の
卒
論
の
こ
と
で
次
の
よ
う
な
提
案
を

す
る
。

　
「
三
年
生
の
と
き
か
ら
一
年
ほ
ど
取
り
組
ん
で
き
て
、
こ
の

一
二
月
に
は
ま
と
め
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
、

君
ら
が
報
告
し
た
史
料
で
卒
論
を
ま
と
め
て
み
な
い
か
、
そ
の

方
が
良
い
論
文
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。」

　

ま
っ
た
く
予
期
し
な
か
っ
た
色
川
教
授
の
こ
の
提
案
に
、
当

然
四
年
生
全
員
が
戸
惑
い
の
色
を
見
せ
る
。
提
出
ま
で
四
か
月

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
ま
っ
た
く
の
白
紙
の
状
態
か
ら

卒
論
に
取
り
組
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ

う
に
躊
躇
す
る
四
年
生
に
対
し
て
、
色
川
教
授
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
君
ら
が
取
り
組
ん
で
き
た
卒
論
の
内
容
だ
け
れ

ど
、
実
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
は
な
い
と
見

て
い
る
。
い
ま
あ
れ
を
捨
て
て
も
、
少
し
も
惜
し
く
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。
…
…
今
日
君
ら
が
見
た
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
深

沢
家
の
家
人
以
外
、
誰
も
見
た
こ
と
が
な
く
、
世
の
中
に
初
め

て
出
て
き
た
史
料
と
い
え
る
。
報
告
の
よ
う
に
大
変
興
味
あ
る

史
料
が
出
て
き
た
わ
け
な
の
で
、
解
読
と
分
析
、
さ
ら
に
研
究

を
少
し
で
も
す
す
め
、
こ
の
史
料
の
歴
史
的
価
値
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
大
変
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
卒
論
に
な
る
だ
ろ
う
。」

　

こ
の
教
授
の
こ
と
ば
に
背
中
を
一
気
に
押
さ
れ
、
四
年
生
全

員
が
急
遽
卒
論
の
テ
ー
マ
を
変
更
し
、
深
沢
家
文
書
を
核
に
し

た
新
し
い
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
著
者
新
井
氏
自

身
、
卒
論
の
テ
ー
マ
を
「
近
代
教
育
の
あ
ゆ
み
」
か
ら
「
五
日

市
憲
法
」
の
研
究
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
。

の
発
見
は
、
幸
運
と
と
も
に
学
生
諸
君
の
熱
気
あ
ふ
れ
る
努
力

に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
学
生
た
ち
の
「
強
い
熱
気
」
の
背
後
に
あ

る
も
の
は
何
か
。

　

私
は
、
当
時
の
色
川
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
が
「
い
か
に
生
き
る

か
」、「
い
か
に
考
え
る
か
」
と
い
う
問
い
を
つ
ね
に
発
し
て
お

り
、
そ
の
問
い
を
ゼ
ミ
活
動
の
な
か
で
探
し
て
い
た
か
ら
だ
と

考
え
る
。
こ
の
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
れ
ば

こ
そ
、「
こ
れ
ま
で
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
、
ま
っ
た
く
の
新

史
料
で
あ
る
」
と
熱
く
語
る
色
川
教
授
の
言
葉
に
心
揺
さ
ぶ
ら

れ
「
な
ら
ば
挑
戦
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
学
生
た
ち

の
間
に
湧
き
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
、
入
学
式
で
新
入
生
に
向
け
て
私
が
述
べ
た
「
東
経

大
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」、「
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
」
が
湧
き
上
が
っ
た
瞬

間
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
色
川
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
の
活

躍
を
「
東
経
大
の
教
育
の
原
点
」
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

三		

一
九
六
五
年
一
二
月
四
日
の

	
	

全
学
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン

　
「
東
経
大
の
教
育
の
原
点
」
を
考
え
る
場
合
、
も
う
一
つ
記

憶
に
留
め
て
お
き
た
い
出
来
事
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
一
九
六
五
年
六
月
に
佐
藤
栄
作
内
閣
と
韓
国
の
朴

正
煕
大
統
領
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
日
韓
基
本
条
約
を
受
け
て
、

日
韓
問
題
の
本
質
を
学
生
に
ひ
ろ
く
啓
蒙
す
る
た
め
に
、
本
学

の
教
授
会
有
志
の
メ
ン
バ
ー
が
計
画
し
、
準
備
し
、
一
二
月
四

日
に
実
行
さ
れ
た
全
学
規
模
の
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
で
あ
っ
た
。

さ
き
に
紹
介
し
た
『
五
日
市
憲
法
』
の
著
者
新
井
氏
が
一
年
次

の
と
き
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
新
井
氏
も
こ
の
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン

に
参
加
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
色
川
大
吉
『
若
者
が
主
役

だ
っ
た
こ
ろ
』
に
依
り
な
が
ら
そ
の
様
子
を
再
現
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
全
学
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
は
、
色
川
教
授
の
他
に
、
応
援

　

こ
の
よ
う
な
締
め
切
り
四
か
月
前
に
四
年
生
の
卒
論
の
テ
ー

マ
の
変
更
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
に
は
、
教
師
の
側
に
研
究
力
の

み
な
ら
ず
、
教
育
や
学
生
指
導
に
よ
ほ
ど
自
信
が
な
け
れ
ば
で

き
な
い
。
ま
た
、
学
生
の
側
が
そ
れ
に
応
じ
る
に
は
、
教
師
に

対
す
る
深
い
信
頼
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
新
井
氏
が
著
書
の

「
む
す
び
」
で
、「
私
に
と
っ
て
先
生
は
歴
史
研
究
の
う
え
で
師

で
あ
り
、
学
問
上
の
刺
激
を
相
互
に
う
け
て
い
く
存
在
で
あ
る

と
い
う
意
識
で
、
対
峙
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
萌
芽
は
す
で
に
こ
の
時
期

の
ゼ
ミ
生
と
教
師
の
間
に
芽
生
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

答
申
は
、「
大
学
の
授
業
は
、
本
来
、『
教
員
と
学
生
の
語
ら
い

の
場
で
あ
り
、
学
生
が
知
的
・
人
間
的
に
成
長
す
る
場
』
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
当
時
の
本
学
の
色
川

ゼ
ミ
は
ま
さ
に
「
学
生
が
知
的
・
人
間
的
に
成
長
す
る
場
」
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
色
川
ゼ
ミ
に
よ
る
多
摩
地
方
の
豪
農
民
権
家
に
つ
い
て

史
料
調
査
・
研
究
を
近
く
で
見
て
い
た
下
山
三
郎
本
学
名
誉
教

授
は
、
こ
の
色
川
ゼ
ミ
に
よ
る
「
五
日
市
憲
法
草
案
」
の
発
見

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
印
象
深
い
文
章
を
残
し
て
い
る
。

　

色
川
ゼ
ミ
が
最
初
に
深
沢
家
文
書
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
さ

い
の
チ
ー
ム
は
、
色
川
さ
ん
と
当
時
副
手
と
し
て
参
加
し
た
本

書
『
自
由
民
権
に
輝
い
た
青
春
』
の
著
者
江
井
秀
雄
氏
以
外
は

全
員
ゼ
ミ
生
で
す
。
総
合
大
学
「
史
学
科
」
の
研
究
室
を
中
心

と
し
た
チ
ー
ム
を
、
歴
史
研
究
の
プ
ロ
と
セ
ミ
プ
ロ
の
集
団
に

た
と
え
る
と
、
色
川
ゼ
ミ
は
、
監
督
と
コ
ー
チ
の
も
と
に
結
集

し
た
ノ
ン
プ
ロ
の
集
団
に
た
と
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
本
書
の

白
眉
と
い
う
べ
き
部
分
は
、
色
川
ゼ
ミ
が
は
じ
め
て
深
沢
家
の

蔵
を
開
け
て
か
ら
の
状
況
に
つ
い
て
の
叙
述
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
が
と
く
に
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
深
沢
家
の
蔵
を
開

け
て
後
、
ゼ
ミ
生
た
ち
が
、
お
そ
ら
く
彼
ら
に
と
っ
て
判
読
が

困
難
と
思
わ
れ
る
古
文
書
に
と
り
く
ん
で
い
る
す
が
た
で
す
。

そ
こ
に
は
強
い
熱
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。「
五
日
市
憲
法
草
案
」
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対
し
て
公
然
と
反
対
す
る
の
は
大
学
の
姿
勢
と
し
て
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
心
配
は
い
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
時
代
の
大
き
な
国

家
的
問
題
に
本
学
の
教
員
が
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
そ
し

て
教
授
会
有
志
の
熱
心
な
呼
び
か
け
に
応
じ
、
延
べ
一
五
〇
〇

名
余
り
の
学
生
が
そ
の
集
会
に
参
加
し
た
こ
と
は
大
学
と
し
て

誇
り
に
思
っ
て
良
い
。

　

こ
こ
で
是
非
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
上
杉
、
井
汲
両
教

授
の「
熱
情
と
、
は
げ
し
い
論
争
」を
は
じ
め
と
し
た
、
教
員
た

ち
の
報
告
や
論
争
に
ふ
れ
る
経
験
は
、
学
生
に
と
っ
て
最
上
の

教
育
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
生
は
日
韓
条
約
な
ど
の

国
家
的
問
題
に
関
す
る
教
員
た
ち
の
論
争
を
目
の
当
た
り
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
問
題
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
植

民
地
支
配
や
国
民
の
歴
史
認
識
、
日
韓
条
約
の
性
格
な
ど
、
そ

れ
に
か
か
わ
る
知
識
を
本
気
で
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
主
体
的
勉
強
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
さ

き
に
見
た
中
教
審
の
答
申
に
あ
る
よ
う
に
、
大
学
教
員
は
「
自

ら
の
学
問
を
追
求
す
る
姿
勢
や
生
き
方
を
語
る
な
ど
、
学
生
の

学
ぶ
意
欲
や
目
的
意
識
を
刺
激
し
て
い
く
」
こ
と
、「
学
生
に

感
銘
と
感
動
を
与
え
知
的
好
奇
心
を
喚
起
す
る
授
業
」
を
生
み

出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
日
の
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
は

答
申
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
体
現
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
も
う
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
自
分
の
見
解
を
明
確
に

整
理
し
、
多
く
の
聴
衆
の
前
で
表
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論

を
す
る
こ
と
は
教
員
の
研
究
力
と
教
育
力
の
両
方
を
鍛
え
る
こ

と
に
な
る
。
他
者
を
自
分
の
見
方
に
従
う
よ
う
説
得
し
よ
う
と

す
る
試
み
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
逆
に
相
手
の
意
見
を
受
け
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
公
共
の
場
で
議

論
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
リ
ス
ク
が
必
ず
伴
う
。
説
得
し
よ
う
と

し
て
い
る
相
手
に
最
後
は
説
得
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も

十
分
起
こ
り
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
員
は
も
っ
と
勉
強
し
て
、

自
分
の
知
識
と
見
解
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
努
力
を
払
う

団
顧
問
の
井
尻
正
二
教
授
（
地
質
学
研
究
者
、
日
本
の
化
石
研

究
の
第
一
人
者
）、
教
職
員
組
合
執
行
委
員
の
鮫
島
重
俊
教
授

が
企
画
と
運
営
に
携
わ
り
、
学
生
自
治
会
、
新
聞
会
、
体
育
会
、

文
化
会
、
ゼ
ミ
連
か
ら
応
援
団
ま
で
参
加
す
る
、
そ
し
て
さ
ら

に
、
教
職
員
組
合
も
後
援
す
る
、
全
学
的
な
行
事
で
あ
っ
た
。

参
加
学
生
数
は
昼
夜
含
め
て
延
べ
一
五
〇
〇
名
余
り
、
教
員
の

参
加
数
は
二
五
名
で
、
延
々
一
一
時
間
に
お
よ
ぶ
熱
心
な
報
告

と
討
論
の
会
で
あ
っ
た
。　

　

第
一
部
の
「
日
韓
問
題
の
本
質
」
で
は
、
二
人
の
長
老
、
上

杉
正
一
郎
教
授
（
経
済
統
計
学
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研

究
者
、
な
お
天
皇
主
権
説
を
主
唱
し
た
超
国
家
主
義
者
上
杉
慎

吉
東
大
教
授
の
長
男
で
も
あ
る
）
と
井
汲
卓
一
教
授
（
景
気
循

環
論
、
現
代
資
本
主
義
論
の
理
論
家
、
一
九
六
七
～
七
六
年
学

長
）
が
基
調
報
告
を
し
た
。
こ
の
と
き
の
司
会
者
は
色
川
大
吉

教
授
で
あ
っ
た
が
、
二
人
の
長
老
教
授
の
熱
情
と
、
は
げ
し
い

論
争
に
ふ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
こ
の
と
き
の
司
会
者
で
あ
り
な
が
ら
、
二
人
の
発
言

に
こ
こ
ろ
打
た
れ
、
傾
聴
し
た
。
な
ん
と
い
う
す
ば
ら
し
い
人

た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
う
し
た
高
い
識
見
を
も
つ
人

格
者
を
擁
し
て
い
る
こ
の
大
学
を
愛
す
る
気
持
ち
が
湧
い
て
き

た
」
と
。

　

第
二
部
の
「
日
韓
百
年
の
歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
で
は
、

色
川
教
授
が
「
日
本
人
の
心
の
中
の
朝
鮮
問
題
」
を
、
朝
鮮
人

学
校
の
教
師
を
し
た
こ
と
の
あ
る
下
山
三
郎
教
授
（
明
治
維
新

お
よ
び
近
代
天
皇
制
の
研
究
者
）
が
「
朝
鮮
人
の
心
の
中
の
日

本
人
」
を
二
〇
分
ず
つ
報
告
し
た
。
こ
の
二
人
の
歴
史
家
は
、

具
体
的
な
史
実
を
あ
げ
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
説
明
し
て
、

日
本
の
韓
国
併
合
が
両
国
の
「
合
意
に
よ
る
合
法
的
な
も
の
」

な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
解
説
し
、
政
府
見
解
の
あ
や
ま
り
を
指

摘
し
た
。
こ
の
と
き
の
司
会
は
阪
下
圭
八
、
井
尻
正
二
両
教
授

で
あ
っ
た
。
阪
下
教
授
は
、「
日
本
国
民
の
精
神
的
退
廃
を
生

み
出
し
た
植
民
地
支
配
の
禍
根
」
を
、
魯
迅
の
こ
と
ば
を
引
い

て
学
生
に
解
説
し
た
。
反
論
す
る
学
生
も
あ
ら
わ
れ
た
が
、
そ

れ
に
は
矢
島
煕
教
授
が
自
ら
の
体
験
を
語
り
、
て
い
ね
い
に
説

得
し
た
。
ま
た
、
色
川
、
下
山
の
両
教
授
は
、
日
本
国
民
の
ゆ

が
め
ら
れ
た
「
歴
史
認
識
」
が
問
題
の
根
っ
こ
に
あ
る
こ
と
を

力
説
し
た
。

　

第
三
部
の
「
日
韓
条
約
と
日
本
の
将
来
」
で
は
、
中
村
金
治

（
経
済
政
策
論
の
研
究
者
、
本
学
生
協
の
初
代
理
事
長
）、
井
野

隆
一
、
荒
川
幾
男
（
思
想
・
哲
学
研
究
者
、
一
九
八
八
～
九
二

年
学
長
）
の
三
教
授
が
問
題
を
提
起
す
る
報
告
を
し
た
。
こ
こ

で
は
植
民
地
支
配
に
た
い
す
る
反
省
と
謝
罪
な
し
に
、
ま
た
韓

国
国
民
の
世
論
を
無
視
し
て
日
韓
条
約
の
調
印
を
強
行
し
た
こ

と
は
、
な
が
く
両
国
間
に
禍
根
を
残
す
と
、
力
説
さ
れ
た
。
反

論
に
立
ち
上
が
っ
て
学
生
た
ち
に
た
い
し
て
は
、
フ
ロ
ア
か
ら

教
員
た
ち
が
応
答
し
て
活
発
な
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

こ
の
全
学
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
の
成
功
は
柔
軟
な
企
画
で
あ
っ

た
こ
と
、
と
く
に
「
開
会
を
応
援
団
の
合
唱
で
は
じ
め
、
閉
会

は
応
援
団
の
手
締
め
で
終
結
す
る
と
い
っ
た
型
破
り
な
や
り

方
」
が
当
時
の
学
生
た
ち
の
気
分
に
合
致
し
、
学
生
た
ち
を
大

い
に
喜
ば
せ
た
と
色
川
教
授
は
述
べ
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
感

想
で
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
「
こ
の
日
、
発
言
し
て
く
れ
た
教
員
は
二
五
人
、
こ
れ
は
専

任
教
員
六
〇
人
中
の
半
数
近
く
に
な
る
。
み
ん
な
自
分
の
時
間

を
さ
い
て
無
償
で
積
極
的
に
参
加
し
て
く
れ
た
。
私
は
良
い
職

場
を
持
っ
た
と
幸
福
に
思
う
。
深
夜
一
一
時
半
、
応
援
団
員
の

大
合
唱
を
聞
き
な
が
ら
、
胸
の
熱
く
な
る
の
を
お
さ
え
、
最
後

ま
で
残
っ
て
く
れ
た
学
生
た
ち
に
散
会
を
宣
言
し
た
。」

　

日
韓
基
本
条
約
は
ア
メ
リ
カ
の
強
い
要
望
の
下
に
、
日
韓
両

国
が
妥
協
し
一
九
六
五
年
に
つ
い
に
締
結
さ
れ
た
が
、
朝
鮮
半

島
分
断
を
固
定
す
る
内
容
に
対
し
て
日
韓
双
方
の
国
内
に
大
き

な
反
対
運
動
が
あ
っ
た
。
本
学
の
一
二
月
四
日
の
全
学
テ
ィ
ー

チ
・
イ
ン
も
こ
の
大
き
な
運
動
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
学
の
少
な
か
ら
ぬ
教
員
が
時
の
政
府
の
政
策
に
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の
で
あ
る
。

　

答
申
は
、「
大
学
の
授
業
は
、
本
来
、
教
員
と
学
生
と
の
語

ら
い
と
切
磋
琢
磨
の
場
で
あ
り
、
学
生
が
知
的
・
人
間
的
に
成

長
す
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

日
の
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
は
学
生
の
み
な
ら
ず
、
教
員
に
と
っ
て

も
知
的
・
人
間
的
に
成
長
す
る
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四		

多
摩
・
東
京
か
ら
世
界
に
発
信
す
る

	
	

総
合
研
究
を

　

以
上
、「
東
経
大
の
教
育
の
原
点
」
と
も
い
え
る
二
つ
の
出

来
事
を
見
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
本
学
は
こ
の
よ
う
な
原
点
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
今
後
ど
の
よ
う
な
大
学
を
目
指
す
べ
き
だ
ろ

う
か
。

　

か
つ
て
私
は「
本
学
を
今
後
ど
の
よ
う
な
大
学
に
し
た
い
か
」

と
問
わ
れ
、「
多
摩
地
域
を
代
表
す
る
大
学
」、
誰
も
が
一
目
を

置
く
「
存
在
感
の
あ
る
大
学
」
に
し
た
い
と
書
い
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
後
、
何
人
か
の
人
か
ら
、「
多
摩
地
域
を
代
表
す
る

大
学
」
と
は
あ
ま
り
に
も
視
野
が
狭
く
、
志
が
低
す
ぎ
る
と
い

う
批
判
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
姿
勢
は
本
当
に
志
が
低
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
今
も

そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。

　

本
学
に
は
、
故
柴
田
徳
衛
名
誉
教
授
を
中
心
と
し
た
「
多
摩

学
」
の
伝
統
が
あ
り
、
私
は
そ
の
伝
統
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、

社
会
科
学
系
総
合
大
学
と
し
て
、
経
済
、
経
営
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
、
現
代
法
の
四
学
部
と
全
学
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
の

教
員
が
協
力
し
て
、
多
摩
・
東
京
地
域
の
総
合
的
研
究
に
本
学

は
取
り
組
む
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
多
摩
・
東
京
地
域
の
変
容
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
総
勢
三
〇
名
ほ
ど
の
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
的
立
場
か
ら
、
ま
た
研
究
会
で
議
論
を
深
め
る
な
か
で
、

そ
の
成
果
を
取
り
ま
と
め
、
英
文
で
著
書
に
し
、
世
界
に
発
信

す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

研
究
は
、
実
は
日
本
の
学
界
が
行
き
詰
っ
て
い
る
理
論
的
隘
路

を
打
ち
破
る
た
め
の
不
可
欠
の
作
業
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

片
や
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
や
丸
山
政
治
学
に
代
表
さ
れ
る
近
代

社
会
を
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
く
グ
ル
ー
プ
、
片
や
京
大
人

文
科
学
研
究
所
の
桑
原
武
夫
や
政
治
学
の
高
坂
正
堯
な
ど
に
代

表
さ
れ
る
バ
ラ
色
の
日
本
像
を
描
く
グ
ル
ー
プ
、
こ
の
両
者
は

有
効
な
議
論
を
す
る
こ
と
も
な
く
平
行
線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
日

本
の
現
実
を
正
確
に
捉
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
近
代
化
論

も
停
滞
性
論
も
い
ず
れ
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
刃
の
両
面
で
あ
り
、

地
域
研
究
を
足
が
か
り
と
し
た
基
底
の
歴
史
学
、
基
底
の
視
角

で
も
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
全
体
の
方
法
を
根
本
の
足
場
か
ら
検
討

し
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
主
張
す
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
下
で
の
多
摩
・
東
京
地
域
の
総
合
的
研
究

は
、
た
ん
に
こ
の
地
域
が
現
在
抱
え
て
い
る
諸
問
題
を
解
決
す

る
糸
口
を
つ
か
む
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
多
く
の
国
々
と
地
域

が
い
ま
直
面
し
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
困
難
を
打
破
す

る
ヒ
ン
ト
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
本
学

は
「
多
摩
地
域
を
代
表
す
る
大
学
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の

人
々
が
注
目
す
る
「
存
在
感
の
あ
る
大
学
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
時
代
の
課
題
」
に
対
し
て
真
摯
に
取
り
組
む
教
師
の

後
ろ
姿
を
見
て
、
本
学
の
学
生
の
大
学
に
対
す
る
誇
り
は
大
い

に
高
ま
り
、
勉
学
意
欲
も
大
い
に
刺
激
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く
な

か
で
、「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
学
の
大
学
」
と

し
て
の
社
会
的
評
価
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
た
い
と
私
は
考

え
て
い
る
。

　

多
摩
は
戦
時
中
に
多
く
の
軍
需
工
場
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う

歴
史
が
あ
り
、
そ
の
た
め
戦
後
も
製
造
業
が
強
い
地
域
で
あ
っ

た
。
高
度
成
長
期
の
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
は
多
摩
で
働
く

人
や
東
京
都
心
に
通
勤
す
る
人
が
多
く
集
ま
る
ベ
ッ
ト
タ
ウ
ン

と
し
て
発
展
し
、
多
く
の
中
間
層
が
安
定
し
た
暮
ら
し
を
送
っ

て
き
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
の
ま
れ
、

製
造
業
大
手
の
工
場
閉
鎖
や
移
転
が
相
次
い
で
い
る
。

　

元
世
界
銀
行
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
ブ
ラ
ン
コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ

ッ
チ
は
『
大
不
平
等
：
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
カ
ー
ブ
が
予
測
す
る
未

来
』
の
な
か
で
、
多
く
の
論
議
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た

「
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
カ
ー
ブ
」
の
グ
ラ
フ
を
描
い
た
。
世
界
で
最
も

所
得
が
少
な
い
人
か
ら
多
い
人
ま
で
を
ず
ら
り
と
横
軸
に
並
べ
、

一
九
八
八
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
そ
れ
ら
の

人
々
の
実
質
所
得
が
ど
れ
ほ
ど
伸
び
た
か
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で

あ
る
。
鼻
を
高
く
上
げ
た
象
の
よ
う
な
形
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
象
グ
ラ
フ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

そ
の
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
先
進
国
の
富
裕
層
に
当
た
る
最
も

豊
か
な
一
％
と
中
国
を
は
じ
め
と
し
て
ア
ジ
ア
の
新
興
経
済
諸

国
の
多
く
の
人
が
該
当
す
る
所
得
が
上
か
ら
三
〇
～
六
〇
％
の

人
々
は
、こ
の
間
に
六
割
以
上
も
所
得
を
増
や
し
た
。そ
れ
に
対

し
て
、ア
メ
リ
カ
、西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、日
本
な
ど
の
先
進
国
の
中

間
層
や
低
所
得
層
は
ほ
と
ん
ど
所
得
を
増
や
し
て
い
な
い
。
日

本
の
下
位
五
〇
％
の
実
質
所
得
は
こ
の
間
低
下
さ
え
し
て
い
る
。

　

以
上
の
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
研
究
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
多
摩
・
東
京
地
域
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進

行
と
と
も
に
全
体
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

経
済
、
人
口
、
産
業
構
造
、
企
業
、
教
育
、
交
通
、
財
政
、
地

方
自
治
、
政
治
、
民
主
主
義
、
情
報
と
メ
デ
ィ
ア
、
社
会
イ
ン

フ
ラ
、
社
会
的
関
係
資
本
、
社
会
福
祉
、
そ
の
他
多
様
な
観
点

か
ら
実
証
的
な
研
究
を
行
う
こ
と
は
多
摩
地
域
に
位
置
す
る
本

学
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

色
川
教
授
は
「
地
域
の
一
角
を
系
統
的
に
深
く
掘
り
下
げ
る

◯
参
考
文
献

新
井
勝
紘
『
五
日
市
憲
法
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
八
年
。

色
川
大
吉
編
『
民
衆
憲
法
の
創
造
』
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
。

色
川
大
吉
『
若
者
が
主
役
だ
っ
た
こ
ろ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

上
杉
正
一
郎
追
悼
文
集
刊
行
会
編
『
追
想　

上
杉
正
一
郎
』
産
業
統
計
研
究
社
、
一
九
九
一
年
。

下
山
三
郎
「
五
日
市
憲
法
草
案
の
起
草
者
卓
三
郎
発
掘
の
か
げ
に
」（
江
井
秀
雄
『
自
由
民
権

に
輝
い
た
青
春
』
草
の
根
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

中
央
教
育
審
議
会
「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
二
〇

〇
二
年
二
月
。

ブ
ラ
ン
コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
『
大
不
平
等
：
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
カ
ー
ブ
が
予
測
す
る
未
来
』
み

す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
。
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２
０
１
７
年
度
の

就
職
環
境
と
就
職
状
況

　
２
０
１
７
年
４
月
、
新
卒
者
の
就
職
動
向
を
予

測
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
大

卒
求
人
倍
率
に
つ
い
て
、
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス

研
究
所
は
次
の
よ
う
に
公
表
し
ま
し
た
。

　
「
２
０
１
８
年
３
月
卒
業
予
定
の
大
学
生
・
大

学
院
生
対
象
の
大
卒
求
人
倍
率
は
１
・
７
８
倍
と
、

前
年
の
１
・
７
４
倍
よ
り
０
・
０
４
ポ
イ
ン
ト
上

昇
。
全
国
の
民
間
企
業
の
求
人
総
数
は
、
前
年
の

73
・
４
万
人
か
ら
75
・
５
万
人
へ
と
２
・
１
万
人

増
加
し
た
（
対
前
年
増
減
率
は
＋
２
・
８
％
）。

一
方
、
学
生
の
民
間
企
業
就
職
希
望
者
数
は
、
前

年
の
42
・
２
万
人
と
ほ
ぼ
同
水
準
の
42
・
３
万
人

で
あ
っ
た
（
対
前
年
増
減
率
は
＋
０
・
３
％
）。」

　
改
善
傾
向
は
継
続
し
た
も
の
の
、
例
え
ば
、
従

業
員
規
模
が
１
０
０
０
名
以
上
の
企
業
の
求
人
倍

率
を
見
る
と
、
２
０
１
６
年
度
の
０
・
９
倍
か
ら

２
０
１
７
年
度
は
０
・
７
倍
と
０
・
２
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
て
お
り
（
特
に
従
業
員
数
５
０
０
０
名
以

上
の
企
業
は
、
０
・
５
９
倍
か
ら
０
・
３
９
倍
に

低
下
）、
ま
た
、
金
融
業
界
の
求
人
倍
率
は
２
年

連
続
で
０
・
１
９
倍
で
あ
る
な
ど
、
企
業
規
模
や

業
種
を
個
々
に
見
る
と
必
ず
し
も
楽
観
視
は
で
き

な
い
状
況
と
の
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

　
ま
た
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
（
以
下
、「
経

団
連
」）
加
盟
企
業
の
「
広
報
活
動
」
開
始
時
期

が
３
月
１
日
、「
採
用
選
考
活
動
」
開
始
時
期
が

６
月
１
日
と
、
２
年
連
続
で
同
じ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
な
っ
た
こ
と
で
、
学
生
に
と
っ
て
は
大
き
な
混

乱
も
な
く
、
就
職
活
動
を
行
え
る
と
の
見
方
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
事
前
の
企
業
担
当
者
と
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
し
て
、
各
企
業
の
「
採
用
選
考

活
動
」
開
始
時
期
は
、
前
年
よ
り
も
平
均
で
半
月

か
ら
１
カ
月
程
度
早
ま
る
と
の
予
想
も
あ
り
、
キ

ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、
企
業
の
「
広
報
活
動
」

開
始
日
と
さ
れ
る
３
月
１
日
が
、
事
実
上
、
多
く

の
企
業
の
「
採
用
選
考
開
始
日
」
と
な
る
こ
と
を

視
野
に
入
れ
、
学
生
に
も
伝
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
年
間
約
８
０
０
コ
マ
の
就
職
支
援
行
事
、

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
支
援
、
企
業
と
の
関
係
強
化

な
ど
を
行
う
と
共
に
、
個
々
の
学
生
と
の
関
わ
り

を
強
化
（
学
生
と
の
関
わ
り
件
数
は
年
間
２
万
６

９
７
０
件
）
す
る
な
ど
の
就
職
支
援
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
支
援
の
結
果
、
２
０
１
８
年
３
月
卒

業
生
の
就
職
希
望
者
就
職
率
（
就
職
希
望
者
の
み

を
分
母
と
し
た
就
職
率
）
は
96
・
１
％
で
、
前
年

度
（
94
・
２
％
）
比
１
・
９
ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
と

な
り
、
１
９
９
４
年
以
降
で
最
も
高
い
数
字
と
な

り
ま
し
た
。
本
学
卒
業
生
就
職
率
（
卒
業
生
全
員

を
分
母
と
し
た
就
職
率
）
に
つ
い
て
は
、「
進
学
」

「
資
格
取
得
等
の
た
め
の
専
門
学
校
通
学
」「
公
務

員
を
目
指
す
」
等
の
理
由
で
、
卒
業
時
点
で
の
就

職
を
希
望
し
な
い
（
在
学
中
に
就
職
活
動
を
行
わ

な
い
）
学
生
が
増
え
た
こ
と
も
あ
り
87
・
２
％
と
、

前
年
度
（
87
・
８
％
）
比
０
・
６
ポ
イ
ン
ト
の
マ

イ
ナ
ス
と
な
っ
た
も
の
の
、
前
年
度
並
み
の
就
職

率
を
維
持
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。【
資
料
１
】

　
ま
た
、
２
０
１
７
年
度
の
本
学
の
「
正
社
員
」

就
職
率
は
86・２
％
、「
非
正
規
社
員
（
派
遣
社
員・

契
約
社
員
）」
就
職
率
は
１
・
０
％
で
す
（
い
ず

れ
も
卒
業
生
全
員
を
分
母
と
し
た
率
）。
２
０
１

７
年
度
の
全
国
大
学
卒
就
職
率
は
ま
だ
公
表
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
が
（
毎
年
８
月
頃
の
公
表
）、
全

国
で
の
「
非
正
規
社
員
」
就
職
率
は
こ
こ
数
年
３

就
職
率
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

求
人
倍
率
（
棒
グ
ラ
フ
）

差※5
（ポイント）

（年度）

（％） （倍）

1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

7.3 6.4 9.8 12.4 11.5 12.7 13.4 8.5 7.1 4.8 6.1 8.2 8.5 10.9 11.7

大卒求人倍率※4

全国大学卒就職率※3

本学卒業生就職率※2

本学就職希望者就職率※1
91.8

89.0
85.8

80.281.6
83.7

92.3
93.8

91.590.3

86.9

81.3 81.1

78.073.4

68.768.769.3

81.882.6
79.1

76.1

69.5

62.2

74.4

69.8
67.3

63.9
61.660.8

68.4
69.9

67.6

63.7

59.7
55.8

67.1

1.73 1.74 1.78
1.61

1.281.271.231.28

1.62

2.142.14

1.89

1.60

1.37

0.99

1.20

93.6

85.6

72.6
74.7

87.8

94.2

76.1

87.2

96.1

【資料1】大卒求人倍率・全国大学卒就職率等推移

※１ 本学就職希望者就職率：該当年度３月卒業生、3月31日現在の数値、就職決定者数/（進路判明者数−就職を希望しない者の数）
※２ 本学卒業生就職率　　：該当年度３月卒業生、3月31日現在の数値、就職決定者数/卒業生数
※３ 全国大学卒就職率　　：文部科学省　学校基本統計（学校基本調査報告書）、該当年度の就職者総数/全国の大学学部卒業生数
※４ 大卒求人倍率　　　　：リクルートワークス研究所調査、求人総数÷民間企業就職希望者数
※５ 本学卒業生就職率−全国大学卒就職率

2 0 1 7 年 度

就職活動状況
川口 誠一
キャリアセンター長

２ ０ １ ８ 年 ３ 月 卒 業 生

2016年度比
+1.9ポイント

2011～2017年度の回復
+15.9ポイント

2016年度比
−0.6ポイント

2011～2017年度の回復
+18.5ポイント

2015年度比
+1.4ポイント

2011～2016年度の回復
+12.2ポイント
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％
台
で
推
移
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
学
の
「
正

社
員
」
へ
の
就
職
に
重
点
を
置
い
た
支
援
を
裏
付

け
る
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
８
年
度
の

就
職
戦
線
の
見
通
し

　
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
は
、「
２
０
１

９
年
３
月
卒
業
予
定
者
の
大
卒
求
人
倍
率
は
１
・

８
８
倍
と
、
前
年
の
１
・
７
８
倍
よ
り
０
・
１
０

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
」
と
公
表
し
ま
し
た
。
同
研

究
所
が
実
施
し
た
「
２
０
１
９
年
卒　
大
卒
求
人

倍
率
調
査
」
に
よ
る
と
、
求
人
倍
率
を
従
業
員
規

模
別
に
見
る
と
、
３
０
０
人
未
満
企
業
で
は
９
・

９
１
倍
と
、
前
年
よ
り
＋
３
・
４
６
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
過
去
最
高
と
な
っ
た
一
方
、
５
０
０
０
人
以

上
企
業
で
は
０
・
３
７
倍
と
過
去
最
低
と
な
り
、

学
生
に
と
っ
て
は
従
業
員
規
模
が
大
き
い
企
業
ほ

ど
内
定
を
得
る
こ
と
が
厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
求
人
倍
率
が
１
・
０
倍

を
下
回
る
業
種
も
散
見
さ
れ
る
な
ど
、
業
種
に
よ

っ
て
も
内
定
を
得
る
こ
と
が
厳
し
い
企
業
も
あ
り
、

２
０
１
８
年
度
も
決
し
て
楽
観
で
き
る
環
境
で
は

な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
経
団
連
は
現
４
年
生
の
採
用
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
、
前
年
と
同
様
、『
企
業
の
広
報
活
動
は

３
月
１
日
、
採
用
選
考
活
動
は
６
月
１
日
以
降
開

始
』
と
定
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
状
で
は
先
述

し
た
昨
年
度
の
状
況
と
同
様
に
、
６
月
１
日
を
待

た
ず
に
、
既
に
多
く
の
企
業
で
採
用
選
考
が
ス
タ

ー
ト
し
て
い
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、

４
年
生
対
象
の
就
職
支
援
行
事
や
個
別
相
談
を
通

し
て
、
就
職
活
動
中
の
学
生
を
継
続
的
に
支
援
し

て
ま
い
り
ま
す
。

新
卒
採
用
選
考
時
に

企
業
が
重
視
す
る
要
素

　
経
団
連
の
「
新
卒
採
用
（
２
０
１
８
年
４
月
入

社
対
象
）
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
２
０

１
７
年
11
月
公
表
、
回
答
社
数
５
５
３
社
）
に
よ

る
と
、
採
用
選
考
時
に
重
視
す
る
要
素
は
14
年
連

続
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」（
82
・
０
％
、

前
年
度
83
・
０
％
）
が
第
１
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
２
位
は
「
主
体
性
」（
60
・
７
％
、
前
年
度
61
・

８
％
）、
第
３
位
は
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
」（
51
・

７
％
、前
年
度
51・６
％
）、第
４
位
は
「
協
調
性
」

（
47・０
％
、前
年
度
49・５
％
）と
続
き
ま
す
。【
資

料
２
】

　
な
お
、「
学
業
成
績
」
や
「
語
学
力
」、「
一
般

常
識
」
な
ど
が
下
位
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

基
盤
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
他
の
能
力
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
決
し
て
疎
か
に
し
て
良

い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
激
化
す
る
企
業
間
競
争
や

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
企
業
の

採
用
方
針
は
「
労
働
力
の
確
保
」
か
ら
「
質
の
確

保
」
へ
移
行
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
企
業
は
厳
選

し
て
採
用
す
る
こ
と
か
ら
、
即
戦
力
と
な
る
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」、「
主
体
性
」、「
チ
ャ

レ
ン
ジ
精
神
」、「
協
調
性
」
に
長
け
た
人
材
を
重

視
し
、
そ
の
結
果
、
複
数
の
企
業
か
ら
内
定
を
得

る
学
生
と
そ
う
で
な
い
学
生
が
い
る
と
い
う
二
極

化
が
起
き
て
い
ま
す
。
厳
選
採
用
の
傾
向
は
就
職

環
境
が
良
い
と
い
わ
れ
る
こ
こ
数
年
に
お
い
て
も

顕
著
に
見
ら
れ
ま
す
。

　
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、
年
々
変
わ
り
行
く

企
業
の
採
用
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
学
生
に
対
し

て
は
全
員
面
談
や
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
は
じ
め
と

す
る
年
間
約
８
０
０
コ
マ
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
行
事

等
を
通
じ
て
、「
就
職
に
向
け
て
今
や
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
」
を
強
く
伝
え
て
い
く
と
共
に
、

学
生
一
人
一
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
個
別
相
談
を

一
層
強
化
す
る
こ
と
で
、
学
生
が
ス
ム
ー
ズ
な
就

職
活
動
を
行
え
る
よ
う
、
引
き
続
き
支
援
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

【資料2】選考にあたって特に重視した点

コミュニケーション
能力

82.0%
83.0%

主体性 60.7%
61.8%

チャレンジ精神 51.7%
51.6%

協調性 47.0%
49.5%

誠実性 44.2%
44.8%

ストレス耐性 34.5%
33.3%

責任感 23.3%
24.5%

論理性 22.4%
22.7%

課題解決能力 20.6%
19.2%

リーダーシップ 15.4%
14.6%

専門性 13.6%
12.1%

信頼性 12.8%
12.8%

柔軟性 12.7%
13.3%

創造性 12.1%
11.5%

潜在的可能性
（ポテンシャル）

11.6%
11.0%

一般常識 6.6%
5.9%

語学力 6.6%
5.9%

履修履歴・
学業成績

4.2%
4.4%

留学経験 1.1%
1.1%

その他 4.0%
3.5%

2018年4月入社対象
2017年4月入社対象
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平成29年度収支決算

資金収支計算書　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで （単位：円）
科目 予算 決算 差異

収入の部
学生生徒等納付金収入 6,975,686,000 6,965,044,500 10,641,500
手数料収入 292,449,000 370,904,696 △ 78,455,696
寄付金収入 444,935,000 142,364,920 302,570,080
補助金収入 467,920,000 488,991,408 △ 21,071,408
資産売却収入 1,556,272,000 2,860,460,892 △ 1,304,188,892
付随事業・収益事業収入 62,217,000 59,829,600 2,387,400
受取利息・配当金収入 252,000,000 248,395,766 3,604,234
雑収入 238,284,000 305,396,907 △ 67,112,907
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 2,552,718,000 2,654,068,620 △ 101,350,620
その他の収入 490,984,000 578,425,438 △ 87,441,438
資金収入調整勘定 △ 2,791,221,000 △ 2,856,804,712 65,583,712
前年度繰越支払資金 6,905,286,000 6,905,286,412 ─
収入の部合計 17,447,530,000 18,722,364,447 △ 1,274,834,447

　 　 　 　　

支出の部
人件費支出 4,379,840,000 4,436,227,123 △ 56,387,123
教育研究経費支出 2,213,950,000 2,132,263,835 81,686,165
管理経費支出 446,375,000 434,192,339 12,182,661
借入金等利息支出 17,784,000 17,783,005 995
借入金等返済支出 462,490,000 462,490,000 0
施設関係支出 160,620,000 162,159,260 △ 1,539,260
設備関係支出 190,245,000 196,537,842 △ 6,292,842
資産運用支出 4,763,672,000 3,303,101,998 1,460,570,002
その他の支出 91,172,000 112,014,287 △ 20,842,287

[予備費] (16,000,000) ─0 0
資金支出調整勘定 △ 46,804,000 △ 445,970,391 399,166,391
翌年度繰越支払資金 4,768,186,000 7,911,565,149 △ 3,143,379,149
支出の部合計 17,447,530,000 18,722,364,447 △ 1,274,834,447

　学校法人東京経済大学の2017年度（平成29年度）の事業報告と決算が5月24日開催の評議員会・理事会において承認され、確定いた
しました。また、2018年度（平成30年度）の事業計画と予算がすでに3月22日開催の評議員会・理事会において決定しています。
　2017年度決算書概要および2018年度予算書概要を掲載いたしますのでご覧下さい。なお、2017年度事業報告書および2018年度事業
計画書は東京経済大学ホームページに掲載しておりますのでそちらをご覧下さい。

活動区分資金収支計算書　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで （単位：円）
科目 金額

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

学生生徒等納付金収入 6,965,044,500 
手数料収入 370,904,696 
特別寄付金収入 68,833,354 
経常費等補助金収入 448,608,408 
付随事業収入 59,829,600 
雑収入 299,756,907 
教育活動資金収入計 8,212,977,465 

支
出

人件費支出 4,436,227,123 
教育研究経費支出 2,132,263,835 
管理経費支出 434,192,339 
教育活動資金支出計 7,002,683,297 

　　　差引 1,210,294,168 
　　調整勘定等 311,143,128 
　教育活動資金収支差額 1,521,437,296 

　 　

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る

資
金
収
支

収
入

施設設備寄付金収入 73,531,566 
施設設備補助金収入 40,383,000 
施設整備等活動資金収入計 113,914,566 

支
出

施設関係支出 162,159,260 
設備関係支出 196,537,842 
第２号基本金引当特定資産繰入支出 400,000,000 
施設整備等活動資金支出計 758,697,102 

　　　差引 △ 644,782,536 
　　調整勘定等 18,358,122 
　施設整備等活動資金収支差額 △ 626,424,414 

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） 895,012,882 

科目 金額
　 　

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

有価証券売却収入 2,860,460,892 
退職給与引当特定資産取崩収入 382,783,106 
大倉学芸振興会引当特定資産取崩収入 3,404,813 
為替差益 5,640,000 
　小計 3,252,288,811
受取利息・配当金収入 248,395,766 
その他の活動資金収入計 3,500,684,577 

支
出

借入金等返済支出 462,490,000 
有価証券購入支出 2,482,900,271 
第３号基本金引当特定資産繰入支出 101,174,343 
退職給与引当特定資産繰入支出 314,947,384 
大倉学芸振興会引当特定資産繰入支出 4,080,000 
預り金支払支出 3,828,281 
立替金支払支出 2,215,438 
　小計 3,371,635,717 
借入金等利息支出 17,783,005 
その他の活動資金支出計 3,389,418,722 

　　　差引 111,265,855 
　　調整勘定等 0 
　その他の活動資金収支差額 111,265,855 

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 1,006,278,737 
前年度繰越支払資金 6,905,286,412 
翌年度繰越支払資金 7,911,565,149 
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貸借対照表　平成30年3月31日	 （単位：円）
科目 本年度末 前年度末 増減

資産の部
固定資産 34,863,860,134 35,281,256,288 △ 417,396,154
　（有形固定資産） （20,222,080,487） （20,691,191,428） （△ 469,110,941）
　（特定資産） （8,013,221,393） （7,579,207,585） （434,013,808）
　（その他の固定資産） （6,628,558,254） （7,010,857,275） （△ 382,299,021）
流動資産 8,153,298,860 7,110,498,012 1,042,800,848
資産の部合計 43,017,158,994 42,391,754,300 625,404,694

　 　 　 　　

負債の部
固定負債 3,592,190,057 4,122,332,876 △ 530,142,819
流動負債 3,825,492,494 3,465,695,755 359,796,739
負債の部合計 7,417,682,551 7,588,028,631 △ 170,346,080
純資産の部
基本金 37,303,390,945 36,234,319,400 1,069,071,545
　第１号基本金 31,716,592,352 31,148,695,150 567,897,202
　第２号基本金 430,000,000 30,000,000 400,000,000
　第３号基本金 4,630,798,593 4,529,624,250 101,174,343
　第４号基本金 526,000,000 526,000,000 0
繰越収支差額 △ 1,703,914,502 △ 1,430,593,731 △ 273,320,771
純資産の部合計 35,599,476,443 34,803,725,669 795,750,774
　 　 　 　

負債及び純資産の部合計 43,017,158,994 42,391,754,300 625,404,694

事業活動収支計算書　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（単位：円）

科目 予算 決算 差異

教
育
活
動
収
支

事業活動
収入の部

学生生徒等納付金 6,975,686,000 6,965,044,500 10,641,500
手数料 292,449,000 370,904,696 △ 78,455,696
寄付金 44,935,000 68,833,354 △ 23,898,354
経常費等補助金 427,537,000 448,608,408 △ 21,071,408
付随事業収入 62,217,000 59,829,600 2,387,400
雑収入 232,644,000 299,756,907 △ 67,112,907
教育活動収入計 8,035,468,000 8,212,977,465 △ 177,509,465

事業活動
支出の部

人件費 4,344,766,000 4,368,391,401 △ 23,625,401
教育研究経費 3,025,436,000 2,943,748,994 81,687,006
管理経費 463,773,000 451,515,865 12,257,135
徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 7,833,975,000 7,763,656,260 70,318,740

教育活動収支差額 201,493,000 449,321,205 △ 247,828,205
　 　 　 　

教
育
活
動
外
収
支

事業活動
収入の部

受取利息・配当金 252,000,000 248,395,766 3,604,234
その他の教育活動外収入 5,640,000 5,640,000 0
教育活動外収入計 257,640,000 254,035,766 3,604,234

事業活動
支出の部

借入金等利息 17,784,000 17,783,005 995
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 17,784,000 17,783,005 995

教育活動外収支差額 239,856,000 236,252,761 3,603,239
 経常収支差額 441,349,000 685,573,966 △ 244,224,966

　 　 　 　

特
別
収
支

事業活動
収入の部

資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 443,383,000 118,119,551 325,263,449
特別収入計 443,383,000 118,119,551 325,263,449

事業活動
支出の部

資産処分差額 11,373,000 7,942,743 3,430,257
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 11,373,000 7,942,743 3,430,257

特別収支差額 432,010,000 110,176,808 321,833,192
　 　 　 　

[予備費］ (16,000,000)
─0 0

基本金組入前当年度収支差額 873,359,000 795,750,774 77,608,226
基本金組入額合計 △ 1,074,413,000 △ 1,069,071,545 △ 5,341,455
当年度収支差額 △ 201,054,000 △ 273,320,771 72,266,771
前年度繰越収支差額 △ 1,430,594,000 △ 1,430,593,731 △ 269
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △ 1,631,648,000 △ 1,703,914,502 72,266,502

（参考）    
事業活動収入計 8,736,491,000 8,585,132,782 151,358,218
事業活動支出計 7,863,132,000 7,789,382,008 73,749,992
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資金収支予算書　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
（単位：千円）

科目 30年度予算 29年度予算 増減（△）

収入の部
学生生徒等納付金収入 6,938,560 6,975,686 △ 37,126
手数料収入 307,561 292,449 15,112
寄付金収入 288,900 444,935 △ 156,035
補助金収入 506,633 467,920 38,713
資産売却収入 800,000 1,556,272 △ 756,272
付随事業・収益事業収入 69,010 62,217 6,793
受取利息・配当金収入 252,000 252,000 0
雑収入 79,634 238,284 △ 158,650
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 2,534,757 2,552,718 △ 17,961
その他の収入 169,364 490,984 △ 321,620
資金収入調整勘定 △ 2,554,565 △ 2,791,221 236,656
前年度繰越支払資金 4,768,186 6,905,286 ─
収入の部合計 14,160,040 17,447,530 △ 3,287,490

　 　 　 　　

支出の部
人件費支出 4,082,450 4,363,840 △ 281,390
教育研究経費支出 2,214,499 2,213,950 549
管理経費支出 448,553 446,375 2,178
借入金等利息支出 11,944 17,784 △ 5,840
借入金等返済支出 462,490 462,490 0
施設関係支出 57,594 160,620 △ 103,026
設備関係支出 175,009 190,245 △ 15,236
資産運用支出 4,443,016 4,763,672 △ 320,656
その他の支出 35,000 91,172 △ 56,172
[予備費] 10,000 16,000 △ 6,000
資金支出調整勘定 △ 35,000 △ 46,804 11,804
翌年度繰越支払資金 2,254,485 4,768,186 △ 2,513,701
支出の部合計 14,160,040 17,447,530 △ 3,287,490

事業活動収支予算書　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
（単位：千円）

科目 30年度予算 29年度予算 増減（△）

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

学生生徒等納付金 6,938,560 6,975,686 △ 37,126
手数料 307,561 292,449 15,112
寄付金 38,900 44,935 △ 6,035
経常費等補助金 500,540 427,537 73,003
付随事業収入 69,010 62,217 6,793
雑収入 79,634 232,644 △ 153,010
教育活動収入計 7,934,205 8,035,468 △ 101,263

事
業
活
動

支
出
の
部

人件費 4,163,868 4,328,766 △ 164,898
教育研究経費 2,999,977 3,025,436 △ 25,459
管理経費 466,530 463,773 2,757
徴収不能額等 0 0 0
教育活動支出計 7,630,375 7,817,975 △ 187,600

　教育活動収支差額 303,830 217,493 86,337
　 　 　 　　

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

受取利息・配当金 252,000 250,000 0
その他の教育活動外収入 0 5,640 △ 5,640
教育活動外収入計 252,000 257,640 △ 5,640

事
業
活
動

支
出
の
部

借入金等利息 11,944 17,784 △ 5,840
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 11,944 17,784 △ 5,840

　教育活動外収支差額 240,056 239,856 200
経常収支差額 543,886 457,349 86,537

　 　 　 　　

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 258,093 443,383 △ 185,290
特別収入計 258,093 443,383 △ 185,290

事
業
活
動

支
出
の
部

資産処分差額 2,000 11,373 △ 9,373
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 2,000 11,373 △ 9,373

　特別収支差額 256,093 432,010 △ 175,917
[予備費］ 10,000 16,000 △ 6,000
基本金組入前当年度収支差額 789,979 873,359 △ 83,380
基本金組入額合計 △ 936,843 △ 1,074,413 137,570
当年度収支差額 △ 146,864 △ 201,054 54,190
前年度繰越収支差額 △ 1,631,648 △ 1,430,594 △ 201,054
基本金取崩額 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △ 1,778,512 △ 1,631,648 △ 146,864

（参考）    
事業活動収入計 8,444,298 8,736,491 △ 292,193
事業活動支出計 7,654,319 7,863,132 △ 208,813

平成30年度予算










