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【 特集 】リカレント教育によせて

2

「
国
公
立
大
学
振
興
議
員
連
盟

第
12
回
総
会
」の
開
催

　

5
月
22
日
に
衆
議
院
第
一
議
員

会
館
に
お
い
て
、丹
羽
秀
樹
文
部
科

学
副
大
臣
ほ
か
、
河
村
建
夫
会
長
、

斉
藤
鉄
夫
会
長
代
行
ら
の
出
席
の
も

と
国
公
立
大
学
振
興
議
員
連
盟
第

12
回
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
立
大
学
協
会
か
ら
は
、会
長
で

あ
る
山
極
壽
一
京
都
大
学
総
長
よ
り
、

「
国
立
大
学
の
研
究
力
の
現
状
を
打

破
す
る
た
め
に
」に
つ
い
て
説
明
し
、

こ
れ
を
踏
ま
え「
平
成
31
年
度
予
算

及
び
税
制
改
正
要
望
事
項
」に
つ
い

て
、そ
の
重
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。
次

に
、「
国
立
大
学
の
改
革
の
方
向
性
」

に
つ
い
て
、ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
改
革

及
び
人
事
給
与
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革

を
中
心
に
、副
会
長
の
永
田
恭
介
筑

波
大
学
学
長
、松
尾
清
一
名
古
屋
大

学
総
長
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
行
い

ま
し
た
。

　

河
村
会
長
か
ら
は
、国
公
立
大
学

が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
予
算
獲
得
に

向
け
て
努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
旨

の
発
言
が
あ
っ
た
ほ
か
、活
発
な
質

疑
・
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
立
大
学
と
し
て
は
今
後
も
改
革

を
推
進
し
、そ
の
こ
と
が
広
く
ご
理

解
い
た
だ
け
る
よ
う
様
々
な
場
で
情

報
発
信
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
と
も
に
、国
立
大
学
協
会
と

し
て
も
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
き

ま
す
。

　

な
お
、ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
改
革
に

関
連
し
た
取
組
と
し
て
、国
立
大
学

が
将
来
に
わ
た
り
、地
域
・
日
本
・
世

界
の
持
続
的
発
展
に
貢
献
し
続
け
る

た
め
に
、こ
れ
か
ら
国
立
大
学
を
牽

引
で
き
る
人
材
を
育
成
し
、そ
の
人

材
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る「
ユ

ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
」事
業
を
今
年
度
よ
り
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

国 大協 T O P I C S

　

２
０
１
７
年
９
月
、「
人
生
１
０
０
年
時
代
構
想
会
議
」

が
政
府
に
設
置
さ
れ
、人
生
１
０
０
年
時
代
を
見
据
え
た

経
済
・
社
会
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
た
め
の
議
論
が
始
ま

り
ま
し
た
。
同
会
議
で
は
、社
会
人
が
生
涯
学
び
続
け
る

「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
推
進
」に
向
け
た
提
言
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

他
方
、18
歳
人
口
の
減
少
に
伴
う
大
学
全
入
時
代
の
中
、

全
国
の
国
立
大
学
法
人
に
お
い
て
は
、社
会
人
学
生
の
受

け
入
れ
を
推
進
し
、企
業
に
必
要
と
さ
れ
る
高
度
人
材
を

育
成
す
る
た
め
の
取
組
が
意
欲
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

各
国
立
大
学
で
は
、開
講
形
態
を
工
夫
し
て
社
会
人
の
受

講
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の

も
の
の
改
善
や
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

今
号
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
で
は
、東
京
大
学
の
吉
見
俊
哉
教

授
か
ら
、「
新
た
な〈
知
〉の
創
造
に
向
け
て
」と
題
し
、「
な

ぜ
今
、リ
カ
レ
ン
ト
教
育
が
必
要
な
の
か
」に
つ
い
て
、未

来
社
会
を
見
据
え
た
主
体
的
か
つ
複
眼
的
な
学
び
直
し
の

コ
ン
セ
プ
ト
を
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

各
大
学
の
事
例
で
は
、「
食
品
安
全
・
品
質
管
理
専
門
家

の
養
成
」に
力
を
入
れ
て
い
る
東
京
海
洋
大
学
の
取
組
と
、

地
元
企
業
の
支
援
を
受
け「
土
日
集
中
型
経
営
学
教
育
」を

実
施
し
て
い
る
福
島
大
学
の
取
組
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

　

大
学
教
育
の
質
の
確
保
・
向
上
が
求
め
ら
れ
る
中
、国

立
大
学
法
人
と
い
た
し
ま
し
て
は
、社
会
人
が
学
び
や
す

い
環
境
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、地
域
・
社
会
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
様
々
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
、企
業

と
も
連
携
し
な
が
ら
、高
度
人
材

の
育
成
・
輩
出
に
努
め
て
い
く
所

存
で
す
。

愛
媛
大
学
長

大
橋 

裕
一

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
改
革
」

「
人
事
給
与
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
」

「
本
格
的
な
産
学
官
連
携
の
推
進
」

国
立
大
学
協
会
の
3
つ
の
取
組

　

国
立
大
学
協
会
で
は
、本
年
１
月

に
取
り
ま
と
め
た「
高
等
教
育
に
お

け
る
国
立
大
学
の
将
来
像
」に
基
づ

き
、様
々
な
改
革
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、今
後
の
さ
ら
な
る

改
革
の
方
策
や
制
度
の
在
り
方
に

つ
い
て
、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
改
革
」、

「
人
事
給
与
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
」及

び「
本
格
的
な
産
学
官
連
携
の
推
進
」

の
３
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を

設
け
て
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

6
月
12
日
の
平
成
30
年
度
第
1

回
通
常
総
会
で
は
、「
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
お
け
る
本
格
的
な
産
学
官
連
携

共
同
研
究
を
推
進
す
る
視
点
及
び
環

境
整
備（
中
間
ま
と
め
）」及
び「
国
立

大
学
の
機
能
強
化
を
促
進
さ
せ
る
組

織
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
そ
れ
に
資
す
る

法
・
制
度
改
正
等
の
在
り
方（
論
点
整

理
）」を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
ま
た
、

国
立
大
学
の
教
育
研
究
活
性
化
を
促

進
す
る
人
事
給
与
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改

革
の
在
り
方
に
つ
い
て
、引
き
続
き

検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
が
今
後
の
政
府
等
に
お
け

る
検
討
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

第一回通常総会で報告を行う山極会長

下記の内容については国大協ホームページ（http://www.janu.jp/）からもご覧いただけます。
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3

学び直しの意欲はあるものの、社会人がそれをためらう

要因は何だろうか。

各国の長時間労働の割合に関する2016年の調査で全就

業者のうち週49時間以上働く人の割合は、日本は20.1％

であり、アメリカ（16.4％）、イギリス（12.2％）、フランス

（10.5％）、ドイツ（9.3％）などと比べると非常に多い＊1。さ

らに、2017年度の調査（図3）から、社会人の自己啓発の阻

害要因となるものとして「仕事が忙しくて自己啓発の余裕

がない」との回答が57.5％あり、他の項目と比べて一段と

高いことが分かる。これら2つの結果から、長時間労働が学

び直しを阻害している大きな要因の1つであることが推察

される。政府の働き方改革実現会議をはじめ各所で労働時

間の縮減に向けた取組が行われているが、引き続き改善し

ていく必要がある。

他 に も、「 自己啓発 の 結果 が 社内 で 評価 さ れ な い 」

（16.3％）、「休暇取得・定時退社・早退・短時間勤務の選択等

が会社の都合でできない」（11.8％）など、大学の学び直しが

企業において評価されているとは言えないのが現状である。

企業から大学への要求については、2015年度の調査結

果から、「夜間、土日、休日等の社会人に配慮した時間帯で

の授業を開講していること」（44.2％）、「短期間で修了でき

るコースを充実させること」（36.1％）などの意見があるこ

とが分かる（図4）。もちろん、国立大学ではこのような課題

の解決に努力を続けており、履修証明プログラムを開設し

ている大学は2011年度の24校から2015年度の34校に増

加＊2するなど、改革を進めているところである。

社会人に配慮した時間帯での授業の開講による対応につ

いては、本号の事例を参照してもらいたい。

自己啓発の阻害要因（複数回答）図3

大学等に教育環境面で特に実施してほしいこと（上位5項目・複数回答）図4

社会人の学び直しの阻害要因

社会から大学への要求

＊1　労働政策研究・研修機構「国際労働比較 2018」調査は2016年実施　　
＊2　文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」（2015年度）

【特集】リカレント教育
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新
た
な〈
知
〉の
創
造
に
向
け
て

東京大学大学院情報学環 教授
ハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー客員教授

吉見 俊哉
日本の高等教育機関への25歳以上の入学者の割合は、海外
に比べて著しく低く、社会人の学び直しは一般的ではない。
政府は、人生100年時代構想会議において、「何歳になって
も学び直しができる」社会の実現のため、「リカレント教育」
をテーマに検討を行っている。　
なぜ今、リカレント教育が必要なのか？　
著書『「文系学部廃止」の衝撃』等で「人生で3回、大学に入る
べき」と主張する吉見俊哉教授に、その理由を伺った。
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大
学
に
お
け
る
リ
カ
レ
ン
ト
教
育

社
会
学
や
メ
デ
ィ
ア
論
の
視
点
か
ら
大
学

の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
様
々
な
提
言
を

行
っ
て
い
る
吉
見
俊
哉
教
授
。
リ
カ
レ
ン
ト

教
育
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
は
生
涯
学
習
と
混
同
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、生
涯
学
習
は
文

字
通
り
生
涯
を
通
じ
た
学
び
で
、太
い
直
線

の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の
ポ
ー
ル
・
ラ

ン
グ
ラ
ン
が
初
め
て
提
唱
し
た
考
え
方
と
さ

れ
、学
ぶ
者
を
主
体
と
し
て
学
校
以
外
の
場

で
の
学
び
を
捉
え
直
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

新
し
い
教
養
を
ど
う
社
会
全
体
で
形
成
す
る

か
と
い
う
問
い
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
は
、リ

カ
レ
ン
ト
が
循
環
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、仕

事
と
学
び
の
間
で
グ
ル
グ
ル
と
ら
せ
ん
を
描

き
な
が
ら
人
生
を
歩
む
イ
メ
ー
ジ
。
社
会
政

策
的
な
発
想
が
よ
り
強
い（
図
1
参
照
）」

の
未
来
を
展
望
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
は

成
熟
の
時
代
と
表
裏

人
生
1
0
0
年
時
代
構
想
会
議
が

２
０
１
７
年
12
月
に
ま
と
め
た
中
間
報
告
に

よ
る
と
、日
本
で
は
2
0
0
7
年
に
生
ま
れ

た
子
ど
も
の
半
数
が
1
0
7
歳
よ
り
長
く
生

き
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
22
世
紀
初
頭
ま

で
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
頃
、日
本
社
会
は
ど

の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
る
か
。
吉
見
教
授

は
、数
百
年
と
い
う
長
い
歴
史
を
俯
瞰
し
な

が
ら
、人
口
と
経
済
の
S
字
カ
ー
ブ
に
つ
い

て
解
説
す
る
。

「
近
代
国
家
が
目
指
し
た
経
済
成
長
は
、人

口
の
増
大
と
表
裏
を
な
し
て
い
ま
し
た
。
例

え
ば
19
世
紀
初
頭
ま
で
は
フ
ラ
ン
ス
が
、後

半
に
な
る
と
ド
イ
ツ
が
、人
口
増
を
背
景
に
国

力
を
伸
ば
し
ま
す
。
日
本
の
場
合
、江
戸
時
代

後
期
に
停
滞
し
て
い
た
人
口
が
明
治
に
入
っ

て
急
増
し
始
め
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
成
長
の

時
代
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
1
9
7
0
年
代

に
最
終
的
に
終
わ
る
の
で
す
。
も
う
近
代
化

が
頂
点
ま
で
達
し
、飽
和
点
に
達
し
た
の
で

す
。
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
S
字
カ
ー
ブ
の

上
の
平
ら
に
な
っ
た
部
分
で
す（
次
頁
図
2
参

照
）。
日
本
人
は
、成
長
の
時
代
が
1
9
9
0

年
代
半
ば
に
本
格
的
に
終
わ
っ
た
と
き
、よ

う
や
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
70
年
代
に
何
に
悩
ん

だ
か
気
付
き
始
め
ま
す
。
中
国
は
ま
だ
成
長

途
上
な
の
で
、今
の
日
本
の
苦
し
さ
を
理
解

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、21
世
紀
半
ば

す
。
伸
び
し
ろ
が
ま
だ
あ
っ
た
の
で
す
」

し
か
し
、1
9
9
0
年
代
半
ば
を
過
ぎ
る

と
日
本
の
経
済
成
長
に
も
限
界
が
訪
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
1
9
7
0
年
代
初
頭
に
経
験

し
た
の
と
よ
く
似
た
状
況
を
、日
本
も
よ
う

や
く
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
日
本
で
も
格
差
が
広
が
り
、失
業
も
増
え
、

経
済
も
頭
打
ち
状
態
を
突
破
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、産
業
の
根
本
的
な
構
造
転

換
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、誰
が
新

し
い
産
業
を
担
う
の
か
？
移
民
を
そ
う
入
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
少
子
化
で
若
者
は

減
っ
て
い
く
。
も
う
二
度
と
、新
し
い
大
き
な

労
働
市
場
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、

既
存
の
労
働
力
の
学
び
直
し
に
よ
り
、そ
の

構
成
を
変
化
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
高
年
を
再
び
自
ら
学
び
た
い
と
い
う

気
持
ち
に
さ
せ
、教
育
の
場
に
彼
ら
を
入
れ

直
し
、人
材
力
の
再
編
成
を
行
う
仕
組
み
が

必
要
と
政
府
や
産
業
界
が
考
え
始
め
た
の
で

す
。
こ
れ
が
、マ
ク
ロ
に
見
た
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
へ
の
関
心
増
大
の
背
景
だ
と
思
い
ま
す
」

日
本
の
社
会
は
90
年
代
半
ば
過
ぎ
頃
に
初

め
て
、リ
カ
レ
ン
ト
教
育
が
大
切
だ
と
い
う

こ
と
を
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
？

「
社
会
と
い
う
よ
り
政
府
や
産
業
界
で
す
ね
。

た
だ
、こ
の
よ
う
な
意
味
だ
け
な
ら
ば
、リ
カ

レ
ン
ト
教
育
は
実
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い

の
で
す
。
政
府
や
産
業
界
が
熱
心
な
だ
け
で
、

社
会
全
体
に
と
っ
て
は
外
在
的
な
も
の
で
し

か
な
い
。
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
が
大
切
な
本
当

の
理
由
は
、別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、こ
れ
か
ら
数
百
年

二
つ
の
考
え
方
が
生
ま
れ
た
1
9
7
0
年

前
後
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
不
況
に
入
っ
た
時
代
。

そ
れ
ま
で
の
主
流
産
業
が
そ
の
ま
ま
伸
び
ら

れ
な
く
な
り
、新
た
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
開
拓
の

た
め
、産
業
構
造
そ
の
も
の
が
変
容
し
始
め
、

重
厚
長
大
の
古
い
産
業
に
従
事
し
て
い
た
労

働
者
が
大
量
に
失
業
し
た
。

「
古
い
産
業
で
余
っ
た
労
働
力
を
新
た
な

産
業
で
有
効
な
人
材
に
転
換
し
よ
う
と
す
る

と
き
、弱
肉
強
食
の
ア
メ
リ
カ
と
違
い
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
新
し
い
知
識
や
能
力
を
身
に
付

け
る
学
び
を
政
府
が
サ
ポ
ー
ト
す
べ
き
だ
と

い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
リ
カ
レ
ン
ト

教
育
は
、産
業
の
構
造
転
換
の
中
で
生
じ
た

余
剰
労
働
力
を
生
産
性
の
高
い
人
材
に
変
化

さ
せ
て
い
く
た
め
に
、大
学
や
中
等
高
等
教

育
の
場
を
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
の
中
間
機
関

と
し
て
活
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
を
背
景

に
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
」

一
方
、停
滞
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ

リ
カ
を
尻
目
に
、日
本
は
社
会
シ
ス
テ
ム
を

変
え
る
こ
と
な
く
、な
ん
と
か
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
を
乗
り
切
り
、1
9
8
0
年
代
ま
で
経
済

発
展
を
続
け
た
。

「
80
年
代
、
日
本
経
済
は
表
面
上
う
ま
く

い
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
日
本
人
は
、自
分
た

ち
の
社
会
の
仕
組
み
は
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と

思
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
、大
き
な
間
違
い

で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、ア
メ
リ
カ
を
尻
目
に

成
長
を
続
け
て
い
ら
れ
た
の
は
、社
会
の
仕
組

み
が
良
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、む
し
ろ
戦
後
、

ゼ
ロ
か
ら
出
発
し
た
日
本
が
、ま
だ
キ
ャ
ッ

チ
ア
ッ
プ
型
の
発
展
途
上
に
あ
っ
た
か
ら
で

A’

A
B’

B

リカレント教育生涯学習

図1　生涯学習とリカレント教育
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に
は
、中
国
の
成
長
も
終
わ
り
ま
す
し
、ア
フ

リ
カ
も
含
め
全
世
界
で
成
長
の
時
代
が
い
ず

れ
終
わ
る
。
世
界
全
体
が
S
字
カ
ー
ブ
の
上

ま
で
達
し
、フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
も
う
無
い
飽

和
の
時
代
に
悩
み
始
め
る
の
で
す
」

世
界
全
体
が
い
ず
れ
成
長
の
終
わ
り
を
経

験
す
る
と
い
う
こ
と
が
、リ
カ
レ
ン
ト
教
育

と
ど
う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
？　

「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
は
、こ
の
S
字
カ
ー
ブ

が
右
肩
上
が
り
の
間
は
補
完
的
な
も
の
で
す

ね
。
人
口
は
ま
だ
増
加
中
だ
し
、
社
会
が
目

指
す
方
向
は
決
ま
っ
て
い
る
。『
豊
か
さ
』と

い
う
単
一
の
価
値
に
向
か
っ
て
み
ん
な
が
必

死
で
す
か
ら
、未
来
の
不
確
か
さ
に
悩
む
必

要
は
な
い
の
で
す
。
直
線
的
な
成
長
の
時
代

な
の
で
、社
会
も
個
人
も
方
向
転
換
の
た
め

に
学
び
直
す
必
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
S
字

カ
ー
ブ
が
頂
点
ま
で
達
し
、も
う
直
線
的
な

発
展
が
あ
り
え
な
い
、つ
ま
り
成
熟
型
の
社
会

し
た
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
推
進
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。「
生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策

の
推
進
体
制
等
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」を

制
定
し
、「
生
涯
学
習
審
議
会
」を
発
足
。
さ

ら
に
、2
0
0
1
年
に
は
重
点
課
題
と
し
て

「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
推
進
」を
挙
げ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
20
年
近
く
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、現
在
、日
本
で
は
、学
士
課
程
へ
の
入
学

者
の
う
ち
25
歳
以
上
は
2
・
5
％
に
と
ど
ま

り
、O
E
C
D
加
盟
国
の
25
カ
国
中
で
は
24

位
だ
。
つ
ま
り
、リ
カ
レ
ン
ト
教
育
が
広
く
普

及
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

吉
見
教
授
は
、日
本
の
学
校
教
育
と
大
学
、

社
会
の
制
度
的
な
構
造
の
問
題
を
挙
げ
る
。

「
日
本
で
は『
大
学
と
は
何
か
』と
い
う
概

念
が
と
て
も
狭
い
で
し
ょ
う
。
一
般
に
大
学

は
、高
校
、入
試
、大
学
、就
活
、社
会
人
と
い

う
直
線
的
な
人
生
経
路
の
入
試
と
就
活
の
間

に
あ
る
通
過
儀
礼
期
間
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、既
に
終
え
た
通
過
儀
礼
を
も
う
一

度
や
る
必
要
性
は
理
解
さ
れ
な
い
」

そ
れ
に
海
外
で
は
、社
会
人
が
大
学
で
学

び
直
し
て
学
位
や
資
格
を
取
れ
ば
、よ
り
良

い
給
与
や
職
位
に
つ
な
が
る
場
合
が
多
い
が
、

日
本
で
は
そ
の
よ
う
な
実
質
的
な
メ
リ
ッ
ト

が
見
え
な
い
。
人
生
1
0
0
年
時
代
構
想
会

議
の
中
間
報
告
の
中
で
も
、社
会
人
や
企
業

に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
の「
見
え
る
化
」が
課

題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

「
日
本
で
は
、修
士
や
博
士
の
学
位
を
得
た

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
外
か
ら
会
社
に
入
っ
て

き
て
も
、そ
れ
だ
け
で
評
価
し
て
給
料
を
上
げ
、

よ
り
高
い
地
位
を
与
え
よ
う
と
は
な
ら
な
い
。

今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
爆
発
は
、16
世
紀

の
人
口
と
経
済
の
拡
張
、知
識
の
爆
発
に
始

ま
る
。
し
か
し
、違
い
も
あ
る
と
い
う
。

「
16
世
紀
に
始
ま
る
大
量
複
製
に
よ
る
情

報
爆
発
は
20
世
紀
ま
で
続
き
ま
す
。
い
わ
ゆ

る『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
』
が
こ
れ

で
す
。
し
か
し
21
世
紀
、
同
じ
情
報
の
大
量

複
製
に
よ
る『
銀
河
系
』は
飽
和
し
、相
互
性

を
特
徴
と
す
る
ネ
ッ
ト
の
宇
宙
に
転
換
し
て

い
き
ま
す
。
宇
宙
の
次
元
が
い
わ
ば
一
つ
上

が
っ
た
の
で
す
ね
。
す
る
と
そ
こ
で
ま
た
、16

世
紀
と
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
。
つ
ま
り
、情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
も
ち

ろ
ん
、学
び
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
、大
学
と
い

う
具
体
的
な
場
所
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、出
版
が
大
発

展
す
る
16
、17
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学

は
重
要
性
を
失
い
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
大
発
展
す
る
21

世
紀
の
大
学
に
起
き
る
可
能
性
は
十
分
に
あ

る
と
思
い
ま
す
」

吉
見
教
授
は
、大
学
は
も
っ
と
危
機
感
を

持
っ
て
未
来
を
考
え
る
べ
き
だ
と
警
鐘
を
鳴

ら
す
。

人
生
で
３
回
大
学
に
入
る

日
本
で
は
、大
学
が
直
面
し
て
い
る
諸
問

題
に
対
し
て
、1
9
9
0
年
代
の
終
わ
り
に

は
様
々
な
改
革
の
メ
ニ
ュ
ー
が
出
て
い
た
。

1
9
9
2
年
の
生
涯
学
習
審
議
会
で
は
、答

申
の
重
点
課
題
と
し
て
、社
会
人
を
対
象
と

に
な
っ
て
く
る
と
、賢
く
方
向
転
換
を
し
て

い
く
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
未
来
が
ど
ち
ら
に
向
か
う
か
わ
か
ら
な

い
不
確
か
さ
の
中
で
、そ
の
都
度
、主
体
的
な

意
志
を
も
っ
て
未
来
を
選
び
直
し
て
い
く
必

要
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
ん
な
時
代
に
は
、

全
て
の
人
々
に
と
っ
て
学
び
直
し
が
当
た
り

前
に
な
る
」

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
必
要
性
が
大
き
く
な

る
中
で
、大
学
の
役
割
も
変
わ
っ
て
く
る
の

だ
ろ
う
。

「
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
す
が
、こ
の
右
肩
上

が
り
の
カ
ー
ブ
が
始
ま
っ
た
頃
と
、現
在
を
比

較
す
る
と
、両
者
に
い
ろ
い
ろ
な
共
通
点
が

あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
世
界
史
的
に
は

近
代
化
と
呼
ば
れ
る
こ
の
過
程
は
、16
世
紀

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
航

海
時
代
で
全
世
界
が
結
ば
れ
始
め
、15
世
紀

の
印
刷
技
術
の
誕
生
で
情
報
が
爆
発
的
に
増

大
し
た
時
代
で
す
。
印
刷
物
の
普
及
に
よ
り
、

知
識
を
得
る
の
に
有
名
な
先
生
の
い
る
町
ま

で
何
カ
月
も
旅
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
先
生
の
書
い
た
本
を
買
い
、ど
ん
ど

ん
読
め
ば
い
い
。
16
世
紀
は〈
知
〉へ
の
ハ
ー

ド
ル
が
劇
的
に
下
が
っ
た
時
代
で
す
」

吉
見
教
授
は
、規
模
こ
そ
異
な
る
が
、こ
れ

が
今
の
ネ
ッ
ト
社
会
と
状
況
が
似
て
い
る
と

言
う
。

「
印
刷
は
情
報
爆
発
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ

れ
ま
で
不
可
能
だ
っ
た
多
種
類
の
大
量
の
情

報
を
比
較
・
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
昨
今
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
解
析
の
登
場
と

よ
く
似
て
い
ま
す
ね
」

時間

経
済
・
社
会
の
成
長

図2　近代のロジスティック曲線
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ま
ず
組
織
の
中
に
入
れ
て
、し
ば
ら
く
も
ん

で
、ど
の
く
ら
い
や
れ
る
か
を
見
て
、だ
ん
だ

ん
地
位
が
上
が
る
。
そ
ん
な
社
会
で
は
、自
分

が
評
価
さ
れ
て
い
る
組
織
・
部
署
か
ら
離
れ

て
、努
力
し
て
大
学
で
学
び
直
し
て
、学
位
を

持
っ
て
会
社
に
戻
っ
て
も
、認
め
て
も
ら
え

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
が
あ
る
。
日
本
で

は
外
部
の
専
門
的
な
立
場
か
ら
の
評
価
よ
り
、

組
織
の
中
で
の
互
い
の
評
価
を
信
用
し
て
い

る
の
で
す
ね
。
こ
れ
で
は
、ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

が
異
な
る
組
織
を
循
環
し
て
い
く
リ
カ
レ
ン

ト
型
の
社
会
は
育
ち
ま
せ
ん
」

吉
見
教
授
は
、日
本
の
組
織
が
お
互
い
の

人
的
関
係
を
尊
重
し
、内
部
で
の
評
価
を
重

視
す
る
慣
行
に
一
定
の
理
由
が
あ
る
こ
と
は

理
解
し
つ
つ
も
、社
会
人
が
大
学
で
の
学
び

直
し
を
躊
躇
す
る
最
大
の
理
由
も
こ
こ
に
あ

り
、結
局
、社
会
全
体
に
と
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト

の
ほ
う
が
大
き
い
と
指
摘
す
る
。

「
あ
る
程
度
働
い
た
ら
大
学
や
大
学
院
に
入

り
直
す
、キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
の
可
能
性
が

常
に
開
か
れ
て
い
る
社
会
で
な
い
と
、そ
の

社
会
は
硬
直
化
し
て
、フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
世

界
に
対
応
で
き
な
く
な
り
ま
す
」

吉
見
教
授
は
、大
学
の
概
念
を
見
直
し
、人

は
人
生
で
3
回
大
学
に
入
る
べ
き
と
提
言
し

て
い
る
。

「
大
学
に
入
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
、1

回
目
が
18
歳
か
ら
20
歳
前
後
、2
回
目
は
30

代
、
3
回
目
は
50
代
後
半
か
ら
60
代
前
半
。

30
代
は
大
学
を
出
て
10
年
ほ
ど
働
い
た
時
期

で
す
。
ど
ん
な
現
場
で
も
10
年
や
れ
ば
、自
分

は
そ
こ
で
何
が
で
き
、将
来
は
ど
の
く
ら
い
ま

現
在
の
多
く
の
大
学
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

高
校
と
同
様
に
学
年
で
区
切
ら
れ
、学
年
ご

と
に
何
を
学
ぶ
か
決
め
て
い
く
仕
組
み
だ
。

「
こ
れ
は
、同
質
的
な
集
団
に
は
効
率
的
な

仕
組
み
だ
け
れ
ど
も
、多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
持
つ
社
会
人
学
生
に
は
対
応
し
て
い

ま
せ
ん
ね
。
日
本
の
大
学
で
は
、教
育
の
基
本

単
位
が
学
科
や
学
年
。
国
際
的
に
は
こ
れ
は

か
な
り
例
外
的
で
、む
し
ろ
教
育
の
基
本
単

位
は
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
、そ
れ
ら
の
科
目
が

組
み
合
わ
さ
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
つ
ま

り
学
生
は
そ
の
外
形
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
集
団

へ
の
帰
属
で
く
く
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、そ

れ
ぞ
れ
が
習
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
専
門
的

な
学
び
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
ま
す
」

加
え
て
、日
本
の
大
学
に
お
け
る
各
学
生

の
履
修
科
目
数
の
多
さ
も
指
摘
す
る
。

「
日
本
の
大
学
で
学
生
が
履
修
す
る
科
目

数
は
、海
外
の
大
学
の
平
均
の
倍
以
上
で
す
。

度
の
大
幅
拡
充
を
図
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、

教
育
を
受
け
る
人
た
ち
が
社
会
で
活
躍
す
る

た
め
に
は
、企
業
の
人
材
採
用
の
一
層
の
多

様
化
が
進
む
必
要
が
あ
り
、中
途
採
用
に
積

極
的
な
上
場
企
業
を
集
め
た
協
議
会
の
設
置

と
い
っ
た
ア
イ
デ
ア
も
あ
る
と
紹
介
。
中
途

採
用
の
拡
大
に
向
け
て
、関
係
省
庁
で
具
体

策
を
考
え
、こ
の
夏
に
取
り
ま
と
め
る
基
本

構
想
に
向
け
て
、教
育
機
関
、産
業
界
、行
政

が
連
携
し
て
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
を
進
め
て
い

く
決
意
を
示
し
て
い
る
。

教
育
の
根
本
は
授
業
科
目
。

学
年
で
は
な
い

吉
見
教
授
は
、
大
学
は
明
確
な
期
待
を

持
っ
て
入
っ
て
く
る
社
会
人
学
生
が
満
足
で

き
る
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

で
い
く
か
、そ
の
職
種
の
中
で
の
自
分
の
将

来
像
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

段
階
で
、そ
の
職
種
に
と
ど
ま
り
続
け
る
の

か
、キ
ャ
リ
ア
チ
ャ
ン
ジ
す
る
の
か
を
判
断

す
る
。
定
年
間
際
は
、子
育
て
が
終
わ
り
、引

退
し
て
過
ご
す
の
か
、最
後
ま
で
走
り
き
る

の
か
を
決
め
る
時
期
。
比
較
的
豊
か
な
層
な

ら
、大
学
に
も
う
一
度
投
資
し
て
も
い
い
だ

ろ
う
し
、う
ま
く
す
れ
ば
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

の
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
と
な
る
。
教
養
の
た

め
で
は
な
く
、未
来
へ
の
欲
を
持
っ
て
大
学

に
行
く
の
が
リ
カ
レ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
」

そ
の
中
で
、特
に
30
代
に
対
し
て
は
、社
会

全
体
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
を
説
く
。

「
30
代
で
会
社
を
辞
め
て
大
学
に
入
り
直

す
の
は
一
大
決
心
で
す
。
一
生
を
懸
け
た
重

い
選
択
を
し
た
人
に
は
社
会
が
サ
ポ
ー
ト
す

る
、そ
ん
な
後
押
し
が
あ
る
べ
き
で
す
。
個
人

の
リ
ス
ク
は
社
会
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

を
、私
た
ち
は
認
識
す
べ
き
で

す
ね
。
30
代
は
、そ
の
キ
ャ
リ
ア

チ
ェ
ン
ジ
が
社
会
全
体
を
活
性

化
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
な
り

得
る
世
代
だ
か
ら
、社
会
全
体

が
支
援
す
べ
き
で
す
」

2
0
1
8
年
3
月
に
開
か
れ

た
第
6
回
人
生
1
0
0
年
時
代

構
想
会
議
に
お
い
て
、安
倍
首

相
は
社
会
人
の
学
び
直
し
を
促

進
す
る
た
め
、労
働
者
の
時
間

的
余
裕
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

教
育
訓
練
給
付
制
度
の
拡
充
な

ど
、受
講
の
際
の
負
担
軽
減
制
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多
く
の
学
生
が
1
学
期
に
10
科
目
前
後
を
履

修
し
ま
す
が
、欧
米
の
大
学
で
は
せ
い
ぜ
い

4
科
目
か
5
科
目
。
逆
に
1
科
目
当
た
り
の

単
位
数
が
日
本
の
倍
で
、日
本
よ
り
も
ず
っ

と
重
い
。
日
本
で
は
科
目
数
が
多
す
ぎ
て
、学

生
の
学
び
は
ど
う
し
て
も
薄
く
な
る
し
、教

員
は
一
つ
の
科
目
に
そ
ん
な
に
労
力
を
か
け

て
は
い
ら
れ
な
い
。
教
育
の
質
を
向
上
さ
せ

る
に
は
、一
つ
一
つ
の
授
業
の
作
り
込
み
や

成
績
評
価
が
と
て
も
重
要
で
す
が
、こ
ん
な

に
履
修
科
目
が
多
く
て
は
、教
師
も
学
生
も

余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
は
、シ
ラ
バ
ス
作
成
の

段
階
か
ら
科
目
の
作
り
込
み
に
膨
大
な
労
力

を
か
け
、毎
回
の
授
業
の
内
容
や
、読
ん
で
お

く
べ
き
論
文
な
ど
を
全
部
決
め
る
ほ
か
、中

間
・
最
終
レ
ポ
ー
ト
な
ど
、評
価
の
基
準
も
最

初
に
全
て
開
示
す
る
。
科
目
へ
の
学
生
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
も
強
い
と
い
う
。

「
そ
れ
だ
け
一
つ
一
つ
の
科
目
が
重
い
の
で

す
。
日
本
で
も
、
各
科
目
の
平
均
単
位
数
を

倍
に
し
て
、結
果
的
に
学
生
の
履
修
科
目
数

を
半
減
さ
せ
る
の
が
改
革
の
第
一
歩
で
し
ょ

う
ね
。
教
育
の
根
本
は
授
業
科
目
で
あ
る
こ

と
を
、理
念
で
唱
え
る
だ
け
で
な
く
制
度
的

構
造
と
し
て
再
構
築
す
べ
き
で
す
。
そ
の
上

で
、科
目
間
の
構
造
的
な
関
係
を
可
視
化
し

て
、ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
学
生

に
選
ば
せ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、

一
つ
の
専
門
分
野
だ
け
に
学
生
を
閉
じ
込
め

る
の
で
は
な
い
、か
と
い
っ
て
何
で
も
自
由

に
選
ば
せ
る
の
で
も
な
い
、複
数
の
専
門
分

野
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
学
ば
せ
て
い
く

「
18
、19
歳
の
高
校
を
出
た
ば
か
り
の
子
た

ち
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
今
の
構
造
で
は
、

明
ら
か
に
学
生
が
同
質
的
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
な
お
か
つ
、外
か
ら
学
び
直
し
で
入
る

社
会
人
は
、頑
張
ろ
う
と
思
っ
て
も
、自
分
は

少
数
派
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、社
会

人
学
生
が
増
え
れ
ば
、高
校
か
ら
入
学
し
た

学
生
の
認
識
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

高
校
ま
で
は
年
齢
、生
活
な
ど
が
同
質
的
な

集
団
で
す
が
、大
学
は
異
質
な
人
た
ち
が
集

ま
る
場
所
で
す
。
社
会
人
学
生
が
、
高
校
を

卒
業
し
て
入
学
し
た
学
生
に
と
っ
て
社
会
と

の
接
点
に
な
り
、大
学
で
学
ぶ
こ
と
へ
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
や
キ
ャ
リ
ア
観
を
変
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
社
会
人
学
生
は
、大
学
の
雰
囲

気
を
変
え
、高
校
か
ら
入
学
し
た
学
生
の『
な

ぜ
大
学
で
学
ぶ
の
か
？
』と
か
、『
社
会
に
出

た
ら
、今
学
ん
だ
こ
と
が
ど
う
役
に
立
つ
の

か
？
』と
い
っ
た
疑
問
に
身
を
も
っ
て
答
え
ま

す
。
単
な
る
教
養
の
た
め
で
は
な
く
、『
大
学

で
学
ぶ
こ
と
が
次
の
人
生
に
つ
な
が
る
』こ

と
を
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
社
会

人
学
生
に
と
っ
て
も
、高
校
を
卒
業
し
て
入

学
し
た
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
学
生
と
の
出
会
い
が
、

人
生
観
を
変
え
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
ま
す
」

多
様
性
と
実
践
が
生
み
出
す

新
た
な〈
知
〉

印
刷
革
命
に
よ
っ
て
中
世
以
来
の
大
学
が

瀕
死
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
16
世
紀
。

デ
ジ
タ
ル
革
命
が
社
会
を
根
本
か
ら
変
え
つ

つ
あ
る
21
世
紀
、大
学
は
再
び
旧
時
代
の
遺

が
な
ぜ
大
学
に
入
り
直
し
た
の
か
、自
分
が

得
意
と
す
る
社
会
的
実
践
と
、ど
う
研
究
や

教
育
と
結
べ
る
か
を
考
え
ま
す
か
ら
プ
ラ
ス

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
大
学
の
形

は
、今
、世
界
の
大
学
が
向
か
お
う
と
し
て
い

る
未
来
形
で
も
あ
る
の
で
す
」

各
国
立
大
学
で
も
、す
で
に
様
々
な
取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、東
京
大

学
が
推
進
し
て
い
る「
産
学
協
創
」も
そ
の
一

つ
だ
。
教
員
、学
生
、社
会
人
が
世
代
を
超
え
、

産
学
が
深
く
混
ざ
り
合
っ
て
協
働
す
る「
知

の
協
創
の
世
界
拠
点
」と
し
て
の
環
境
を
整

備
し
た
い
と
い
う
。

「
18
歳
人
口
が
減
少
し
、留
学
生
や
社
会
人

学
生
を
増
や
さ
な
い
と
、日
本
の
国
立
大
学

も
2
0
4
0
年
ま
で
維
持
で
き
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、全
て
の
大
学
が
留
学
生

を
呼
び
込
む
の
は
難
し
い
の
で
、リ
カ
レ
ン

ト
教
育
で
社
会
人
を
増
や
す
べ
き
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、現
実
的
な
定
員
問
題

へ
の
対
応
策
で
す
が
、私
は
本
質
的
な
こ
と

で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
ま
す
か
ら
、何
か
対
策
が
立
て
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。
で
も
本
当
に
問
題
な
の
は
、ど

こ
に
向
け
て
、ど
ん
な
対
策
を
練
っ
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
既
存
の
教
育
体
制
を

温
存
さ
せ
た
ま
ま
、た
だ
足
し
算
で
リ
カ
レ

ン
ト
教
育
や
国
際
化
を
や
っ
て
も
、長
期
的

に
は
決
し
て
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
」

も
し
、社
会
人
の
学
び
直
し
が
浸
透
し
て
、

社
会
人
学
生
の
比
率
が
3
割
程
度
に
な
れ
ば
、

大
学
全
体
の
雰
囲
気
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ

る
と
吉
見
教
授
は
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

仕
組
み
が
大
切
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の

メ
ジ
ャ
ー
・
マ
イ
ナ
ー（
主
専
攻
・
副
専
攻
）制
、

あ
る
い
は
ダ
ブ
ル
メ
ジ
ャ
ー（
二
重
専
攻
）制

の
仕
組
み
で
す
ね
」

吉
見
教
授
の
提
案
は
、欧
米
の
大
学
の
後

追
い
だ
け
で
は
な
い
、そ
の
先
の
日
本
な
ら

で
は
の
可
能
性
に
も
及
ん
だ
。

「
16
世
紀
か
ら
18
世
紀
ま
で
、
大
学
は
ど

ん
ど
ん
そ
の
存
在
感
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
時
代
は
出
版
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
時
代
で
、

大
学
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

を
逆
転
さ
せ
る
の
が
19
世
紀
の
ベ
ル
リ
ン
大

学
で
、そ
の
根
本
は
フ
ン
ボ
ル
ト
理
念
の
い
う

研
究
と
教
育
の
一
致
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、そ
の
19
世
紀
以
来
の
大
学
が
衰
退
の
危

機
に
あ
る
の
が
現
在
。
こ
こ
で
決
定
的
に
重

要
な
の
が
、研
究
と
教
育
の
一
致
に
、さ
ら
に

社
会
的
実
践
を
加
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
、日
本
の
多
く
の
大
学
生
た
ち
は
、何
の
た

め
に
学
ぶ
の
か
、何
を
な
ぜ
研
究
す
る
の
か

が
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
世
界
は
こ
ん
な
に
大
き
く
激
動
し
て
い

る
の
に
ね
。
だ
か
ら
、大
学
の
教
育
の
現
場
に

創
造
的
な
仕
方
で
世
界
を
埋
め
込
み
、社
会

的
な
実
践
と
研
究
と
教
育
を
一
致
さ
せ
る
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
を
き
ち
ん
と
作
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、欧
米
の
大
学
も
今
、サ
マ
ー

プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
で
盛
ん
に
実
験
し
て
い
ま

す
が
、本
格
的
に
は
確
立
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
に
よ
っ
て
新
た
に
入
っ
て

く
る
社
会
人
学
生
は
、こ
の
社
会
的
実
践
の

面
で
は
専
門
家
に
近
い
で
す
か
ら
非
常
に
プ

ラ
ス
で
す
。
社
会
人
学
生
に
と
っ
て
も
、自
分
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物
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
大
学
が
単
に
入
試
で
学
生
を
選
別
す
る

機
関
、あ
る
い
は
専
門
知
識
を
提
供
す
る
機

関
、学
位
を
授
与
す
る
機
関
に
と
ど
ま
る
な

ら
、そ
ん
な
こ
と
は
ネ
ッ
ト
で
も
や
れ
る
と
な

る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、新
し
い〈
知
〉を
生

み
出
す
に
は
、様
々
な
異
質
な
人
た
ち
が
一

緒
に
考
え
な
が
ら
知
識
を
動
員
し
て
議
論
し
、

飲
み
食
い
し
、現
場
を
経
験
し
、実
践
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
場
は
ネ
ッ
ト
上

に
は
作
れ
ま
せ
ん
。
大
学
と
は
根
本
的
に
は
、

そ
う
い
う
異
な
る〈
知
〉が
出
会
う
場
所
な
の

で
す
。
21
世
紀
に
は
、様
々
な
社
会
的
な
実
践

の
場
面
で
、文
系
も
理
系
も
一
緒
に
な
っ
て

問
題
発
見
、問
題
解
決
に
取
り
組
む
必
要
が

増
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
新
し
い〈
知
〉を

生
み
出
し
て
い
く
。
こ
れ
が
21
世
紀
の
大
学

の
概
念
で
す
。
教
授
、ポ
ス
ド
ク（
Ｔ
Ａ
）、社

会
人
学
生
、フ
レ
ッ
シ
ュ
な
学
生
、こ
の
4
種

の
多
様
な
構
成
の
人
た
ち
が
一
つ
の
課
題
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
動
員
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
、解
決
策
を
き
ち
ん
と
出
し
て

い
く
。
そ
う
い
う
場
に
大
学
は
な
り
得
る
し
、

な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」

例
え
ば
東
京
大
学
や
岡
山
大
学
で
は
、国

連
で
採
択
さ
れ
た
S
D
G
s（
持
続
可
能
な

開
発
目
標
）を
課
題
に
、地
方
の
現
場
に
行
き
、

社
会
人
学
生
も
一
緒
に
最
善
策
を
導
き
出
す

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
。

「
国
立
大
学
は
全
国
都
道
府
県
に
あ
る
た

め
、地
域
と
密
着
し
た
社
会
実
践
を
容
易
に

行
え
る
し
、地
域
か
ら
も
そ
の
役
割
を
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
状
況
は
、リ
カ
レ
ン
ト

で
き
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
克
服
す

る
に
は
、リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
充
実
に
よ
っ

て
も
っ
と
多
数
の
、多
様
な
社
会
人
が
当
た

り
前
の
よ
う
に
大
学
で
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て

い
く
こ
と
、複
眼
的
な
教
育
制
度
の
導
入
に

よ
っ
て
学
生
た
ち
が
複
数
の
専
門
を
有
機
的

に
結
び
つ
け
て
学
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、

ロ
ー
カ
ル
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
も
流
動
性
を

拡
大
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
自
分

の
大
学
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
状
況
を
終
わ

ら
せ
る
こ
と
、そ
れ
に
大
学
の
学
び
を
社
会

的
な
課
題
や
実
践
と
結
び
直
し
て
い
く
こ
と
、

そ
の
全
て
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、こ
れ
ら
の

多
様
な
課
題
の
結
び
目
が
、実
は
一
つ
一
つ

の
授
業
科
目
自
体
な
の
で
す
」

吉
見
教
授
は
、最
後
に
そ
う
断
言
し
た
。

サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
取
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

確
実
に
3
年
か
ら
5
年
に
一
度
、先
生
た
ち

が
経
済
的
な
マ
イ
ナ
ス
な
し
に
異
な
る
地
方

の
大
学
で
教
え
て
い
く
よ
う
に
な
れ
ば
、そ
の

地
方
の
学
生
に
と
っ
て
も
先
生
た
ち
に
と
っ

て
も
プ
ラ
ス
だ
と
思
い
ま
す
」

吉
見
教
授
は
、『「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝

撃
』の
中
で
、日
本
の
大
学
は「
甲
殻
類
」か

ら「
脊
椎
動
物
」に
進
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

「
近
代
社
会
が
直
線
の
時
代
だ
と
す
れ
ば
、

ポ
ス
ト
近
代
は
多
重
ら
せ
ん
的
な
時
代
で
す

ね
。
社
会
は
も
う
同
じ
一
方
向
に
進
ん
で
は

い
な
い
。
複
雑
化
し
、流
動
化
し
、多
方
向
化

し
て
い
き
ま
す
。
現
在
の
日
本
の
最
大
の
弱

点
は
、こ
の
21
世
紀
世
界
の
多
元
化
に
対
応

教
育
と
創
造
的
に
結
べ
ま
す
」

加
え
て
、日
本
の
大
学
は
複
眼
的
な
学
び

を
基
盤
的
体
制
と
し
て
整
備
す
る
必
要
が
あ

る
と
説
く
。

「
学
生
を
一
つ
の
学
部
、
学
科
に
閉
じ
込

め
て
学
ば
せ
る
時
代
は
も
う
終
わ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
メ
ジ
ャ
ー
・
マ

イ
ナ
ー
制
や
ダ
ブ
ル
メ
ジ
ャ
ー
制
の
よ
う
に
、

日
本
で
も
工
学
部
で
情
報
工
学
を
学
ぶ
学
生

が
、同
時
に
法
学
部
で
知
的
財
産
権
を
勉
強

す
る
と
し
た
ら
、す
ご
く
有
益
な
人
材
が
次
々

に
生
ま
れ
ま
す
。
国
立
大
学
レ
ベ
ル
の
大
学

で
あ
れ
ば
、学
生
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、学
部

を
超
え
た
複
眼
的
な
学
び
の
仕
組
み
を
整
え

る
こ
と
で
上
が
り
ま
す
。
学
部
や
学
科
の
壁

に
大
学
は
し
っ
か
り
孔
を
穿
ち
、分
野
を
超

え
た
知
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
創
発
し
て
い

く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」

吉
見
教
授
は
、大
学
や
地
域
を
超
え
た
流

動
性
に
も
将
来
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

「
地
方
と
東
京
の
間
の
流
動
性
も
、国
立
大

学
シ
ス
テ
ム
と
い
う
考
え
方
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
仕
組
み
を
整
備
し
て
い
く
べ
き
で

す
ね
。
例
え
ば
、
国
立
大
学
の
任
期
付
き
で

は
な
い
専
任
教
員
に
採
用
さ
れ
た
ら
、3
年

か
ら
5
年
間
は
自
分
の
大
学
で
仕
事
を
し
て
、

次
の
1
年
間
は
異
な
る
地
方
の
大
学
で
の
教

育
に
従
事
す
る
こ
と
を
制
度
化
す
る
。
た
だ

し
、そ
の
1
年
は
教
育
以
外
の
責
任
は
す
べ

て
免
除
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
住
居
や
生
活
に

伴
う
諸
負
担
は
国
が
カ
バ
ー
す
る
。
国
立
大

学
で
は
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
が
ち
ょ
っ
と
形
骸
化

し
て
い
て
、私
な
ど
は
今
回
ま
で
23
年
間
も



Episode 1

【特集】リカレント教育
社会的実践を学ぶ
ケースメソッド授業で
食のリスク管理の
プロフェッショナルを養成する。

東京
海洋大学

食
品
安
全
管
理
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た

国
内
初
の
大
学
院
専
攻

食
品
産
業
界
で
は
、
2
0
0
0
年
代
に
入
っ
て

B
S
E
な
ど
食
品
の
安
全
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
・

事
件
が
立
て
続
け
に
起
き
、世
間
の
耳
目
を
集
め
た
。

そ
う
し
た
中
、
東
京
海
洋
大
学
は
2
0
0
7
年
に

食
品
流
通
安
全
管
理
専
攻
を
開
設
。
同
専
攻
の
濱
田

奈
保
子
教
授
は
、そ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
食
品
安
全
を
総
合
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
る
人

材
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、食
の
安
全
に
特
化

し
た
国
内
初
の
大
学
院
専
攻
と
し
て
開
設
し
ま
し
た
。

当
時
は
他
に
類
が
な
く
、『
食
に
特
化
し
た
M
B
A
』

と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

同
大
学
は
、2
0
0
3
年
に
東
京
商
船
大
学
と
東

京
水
産
大
学
が
統
合
し
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

両
大
学
で
伝
統
の
あ
る
、船
舶
に
よ
る
流
通
を
学
ぶ

学
科
、
食
品
の
製
造
・
加
工
の
研
究
を
行
う
学
科
を

融
合
さ
せ
食
品
流
通
の
全
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始
ま
っ

た
経
緯
が
あ
り
、
同
専
攻
の
専
門
性
は
そ
の
知
見
に

裏
付
け
さ
れ
て
い
る
。

開
設
1
年
目
は
、食
品
製
造
、流
通
、コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
な
ど
幅
広
い
業
界
に
呼
び
か
け
、定
員
を
満
た

す
8
人
の
社
会
人
学
生
が
入
学
し
た
。
そ
の
後
、
一

度
も
定
員
割
れ
せ
ず
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

「
50
代
後
半
の
方
も
い
ま
す
が
、 

学
ぼ
う
と
い
う

気
持
ち
の
あ
る
方
に
は
柔
軟
性
が
あ
り
ま
す
。
中
に

は
食
品
で
は
な
い
分
野
の
博
士
号
を
持
っ
て
い
る
け

ど
、将
来
は
食
関
連
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
や
り

た
い
と
い
う
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
入
学
し
た
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、鹿
児
島
、和
歌
山
、

岐
阜
か
ら
、飛
行
機
や
新
幹
線
で
講
義
に
通
う
方
も

い
て
驚
き
ま
し
た
」
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東京海洋大学
食品流通安全管理専攻

•ケースメソッドによる議論

•少人数で丁寧な指導

修了者のネットワーク

市場

情報交換

省庁

食品関連コンサルタント業食品メーカー

◯
◯
株
式
会
社

製造・加工

講師派遣

食品流通業

流通
生産

食の安全に特化した専攻



【特集】リカレント教育── 東 京 海 洋 大 学

食
品
安
全
の
流
れ
を
作
る
場
に

同
専
攻
で
は
、学
生
が
食
品
業
界
の
情
報
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、開
設
3
年
目
ま
で
は
学
長
裁

量
経
費
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
、第
一
線
で
働
く
実
務

家
教
員
4
人
を
任
期
付
き
で
雇
用
し
て
い
た
。
し
か

し
、国
立
大
学
の
運
営
費
交
付
金
の
減
額
に
伴
う
定

員
削
減
の
影
響
で
確
保
し
に
く
く
な
り
、今
は
専
攻

修
了
生
を
非
常
勤
講
師
と
し
て
雇
用
し
、サ
ポ
ー
ト

し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
濱
田
教
授
は
、
実
務
家
教
員

の
継
続
的
な
雇
用
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。

「
今
後
、国
立
大
学
が
こ
の
分
野
を
先
導
で
き
る
よ

う
、実
務
家
教
員
し
か
知
り
え
な
い
最
新
の
情
報
を

授
業
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
」

ま
た
、
行
政
官
も
民
間
の
会
社
の
人
間
も
、
一
人

の
学
生
と
し
て
一
つ
の
場
で
学
ぶ
同
専
攻
の
意
義
と

こ
れ
か
ら
を
濱
田
教
授
は
こ
う
語
る
。

「
大
学
院
で
社
会
人
が
学
べ
る
場
所
を
提
供
す
る

こ
と
に
、私
た
ち
の
存
在
意
義
が
あ
り
ま
す
。
1
0
0

人
を
超
え
る
修
了
生
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、“
食
品
業

界
で
一
大
勢
力
に
な
っ
て
い
る
”と
言
っ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
も
あ
り
、こ
の
10
年
の
成
果
に
手
応
え
を

感
じ
ま
す
。
お
こ
が
ま
し
い
で
す
が
、
こ
の
専
攻
が
、

日
本
に
お
け
る
食
品
安
全
の
大
き
な
流
れ
を
作
れ
る

場
所
に
な
れ
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
」

濱
田
教
授
は
、
次
世
代
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る

教
員
と
し
て
、
情
熱
を
持
っ
て
臨
ん
で
い
る
。

「
学
生
た
ち
に
は
常
々
、国
を
引
っ
張
っ
て
い
く
存

在
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
食
の
安
全

は
、社
会
全
体
で
考
え
て
い
く
べ
き
で
す
か
ら
、ま
ず

は
国
立
大
学
が
協
働
し
、私
立
大
学
を
含
め
た
他
大

学
も
巻
き
込
ん
で
、食
の
安
全
を
守
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
」

学
の
経
緯
や
在
学
中
に
得
た
も
の
を
こ
う
振
り
返
る
。

「
食
品
の
安
全
管
理
の
仕
事
を
長
く
続
け
て
い
く

た
め
、
勉
強
を
し
て
お
こ
う
と
思
い
入
学
を
決
め
ま

し
た
。
専
攻
で
学
ぶ
こ
と
は
業
務
に
関
係
す
る
内
容

の
た
め
、
会
社
か
ら
は
大
学
院
に
通
う
こ
と
に
つ
い

て
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。
会
議
の
時

間
が
授
業
と
重
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
も
ら
っ

た
り
、
協
力
を
い
た
だ
い
て
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま

す
。
在
学
中
は
特
に
、ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
で
の
仮
想

体
験
が
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。
社
会
人
学
生
に

と
っ
て
は
、
自
分
の
会
社
に
置
き
換
え
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
少
人
数
で
の
教
育
の
お
か
げ

で
、
学
位
論
文
が
行
き
詰
ま
っ
た
時
も
、
先
生
方
が

個
別
に
1
時
間
以
上
の
議
論
に
付
き
合
っ
て
く
れ
、

出
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
博
士
号
を

取
っ
て
私
の
勉
強
が
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
在
学
時

代
に
参
加
し
た
学
会
に
今
後
も
出
る
な
ど
し
て
研

究
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
学
会
で
得
た
最
先
端
の
情

報
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
会
社
に
も
役
立
て
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
」

三
浦
さ
ん
の
得
た
も
の
は
、先
生
方
と
の
関
わ
り

だ
け
で
は
な
い
。

「
年
1
回
、修
了
生
・
現
役
生
が
集
ま
る
会
合
が
あ

り
、
近
況
報
告
や
情
報
交
換
を
し
て
い
ま
す
。
専
門

的
な
情
報
を
共
有
で
き
る
関
係
は
、こ
こ
に
通
わ
な

か
っ
た
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」

濱
田
教
授
も
大
き
く
頷
き
、こ
う
付
け
加
え
る
。

「
入
学
希
望
者
の
中
に
は
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

自
体
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
方
も
い
ま
す
。
省
庁
に

勤
め
る
学
生
は
、仕
事
で
企
業
の
方
と
知
り
合
う
機

会
が
少
な
い
の
で
、大
学
院
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広

が
っ
て
良
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
」

週
2
回
か
ら
3
回
行
わ
れ
る
平
日
の
授
業
は
、仕

事
を
終
え
て
か
ら
来
ら
れ
る
よ
う
18
時
か
ら
の
開
始

と
し
、
土
日
に
も
授
業
を
実
施
し
て
い
る
。
基
本
は

2
年
で
修
士
号
を
取
る
コ
ー
ス
だ
が
、仕
事
の
都
合

等
の
理
由
が
あ
れ
ば
、同
じ
学
費
で
4
年
間
の
長
期

履
修
も
選
択
で
き
、社
会
人
学
生
が
学
び
や
す
い
環

境
と
な
っ
て
い
る
。

大
学
院
で
の
学
び
直
し
で
得
ら
れ
た
も
の

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、深
く
学
び
た
い
社
会
人

学
生
に
と
っ
て
、国
立
大
学
は
最
適
な
場
所
だ
と
濱

田
教
授
は
説
明
す
る
。

「
私
立
大
学
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
授
業
を
受

け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、学
生
が
大
勢
い
て
な
か

な
か
発
言
で
き
ず
、教
員
と
話
す
機
会
も
滅
多
に
な

い
。
一
方
、国
立
大
学
で
は
、少
人
数
の
学
生
に
き
め

細
か
く
指
導
で
き
、一
人
一
人
に
手
厚
い
教
育
が
で

き
る
と
思
い
ま
し
た
」

こ
の
少
人
数
教
育
の
良
さ
が
活
か
さ
れ
て
い
る
授

業
が
、実
際
に
起
き
た
食
品
に
関
す
る
事
故
・
事
件
を

テ
ー
マ
に
議
論
す
る
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
だ
。
自
分
が

担
当
者
だ
っ
た
ら
ど
う
対
応
し
て
問
題
の
収
束
を
図

る
か
、ど
の
よ
う
に
社
会
に
説
明
す
る
か
な
ど
、自
由

に
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
う
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
な
発
見

が
あ
る
と
濱
田
教
授
は
言
う
。

「
学
部
か
ら
進
学
し
た
学
生
を
含
め
、
多
く
の
人

と
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で
、こ
れ
ま
で
自
分
に
な

か
っ
た
新
し
い
視
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
す
」

穀
物
を
輸
入
す
る
外
資
系
商
社
に
勤
務
す
る
三
浦

千
明
さ
ん
は
、職
場
の
理
解
を
得
て
2
0
1
2
年
に

入
学
。
2
年
の
修
士
課
程
を
経
て
、
博
士
課
程
へ
進

学
、2
0
1
8
年
3
月
に
博
士
号
を
取
得
し
た
。
入
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濱田 奈保子（はまだ なおこ）

（東京海洋大学海洋科学技術研究科食品流通安全管理 
専攻教授、博士（工学））
北海道大学大学院修士課程を修了後、総合化学会社研究員、
東京水産大学（現東京海洋大学）助手、東京海洋大学准教授
を経て現職。専門は食品科学（水産物の鮮度管理、安全安心
なフードシステムの構築、発酵生産技術による海藻の高付加
価値化等）。主な著書に「基礎から学ぶ食品科学」、「ビジュア
ルでわかる魚の鮮度―おいしさと安全へのこだわり―」等。

三浦 千明（みうら ちあき）

（（株）カーギルジャパン フードセーフティー部 
スーパーバイザー）
社会人学生として東京海洋大学大学院食品流通
安全管理専攻博士前期課程修了後、同大学院応
用生命科学専攻博士後期課程修了。仕事では、輸
入食品の品質管理、海外食品工場の監査等を担当。
大学院では、輸入業者の視点から輸入食品の衛生
管理について研究した。
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【特集】リカレント教育

ビジネスキャリア・プログラムで
地域の学び直しの需要に応える。 福島大学

社
会
人
向
け
土
日
集
中
経
営
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

全
国
的
に
社
会
人
の
学
び
直
し
へ
の
ニ
ー
ズ
が
一

定
数
あ
る
一
方
で
、地
方
都
市
で
は
そ
の
受
け
皿
が

多
く
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
、
福
島
大
学
大
学
院
経

済
学
研
究
科
で
は
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
な
ど
の
経
営
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
べ
る「
ビ
ジ
ネ

ス
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム（
B
C
P
）」
を
開
講
し

て
い
る
。
同
研
究
科
の
遠
藤
明
子
准
教
授
は
、
開
講

ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
も
と
も
と
社
会
人
や
留
学
生
を
対
象
に
し
た
経

営
学
の
講
義
を
20
年
以
上
前
か
ら
行
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、平
日
夜
間
の
講
義
だ
っ
た
た
め
、社
会
人
か

ら
は
通
う
の
が
難
し
い
と
い
う
声
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
仕
事
と
の
両
立
が
可
能
な
土
日
の
み

の
通
学
で
修
士
号
を
取
得
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

り
、2
0
1
5
年
4
月
に
開
講
し
ま
し
た
」

土
日
に
は
、学
会
や
各
自
の
調
査
研
究
活
動
も
あ

る
中
、遠
藤
准
教
授
を
中
心
に
経
営
学
分
野
の
教
員

に
よ
っ
て
開
講
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

教
員
の
努
力
が
実
っ
て
、開
講
1
年
目
は
30
代
か

ら
50
代
の
幅
広
い
学
生
8
人
が
入
学
、こ
れ
ま
で
10

人
に
学
位
を
出
し
た
。

講
義
科
目
は
、
経
営
戦
略
や
組
織
論
な
ど
の
経
営

リ
テ
ラ
シ
ー
全
般
の
ほ
か
、統
計
分
析
な
ど
多
岐
に

わ
た
る
。
週
末
2
日
間
、
各
5
時
間
半
の
履
修
で
1

単
位
が
得
ら
れ
、ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
る
多
様
な
ト
ピ
ッ

ク
ス
を
集
中
的
に
学
べ
る
。
ま
た
演
習
科
目
で
は
、社

会
人
が
働
き
な
が
ら
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
、修
士

論
文
で
は
な
く
、仕
事
へ
の
応
用
が
可
能
な
テ
ー
マ

で
の
レ
ポ
ー
ト（
リ
サ
ー
チ
ペ
ー
パ
ー
）を
修
了
要
件

と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
2
0
1
８
年
4
月
か
ら
は
、経
営
学
に
加

13

福島県・仙台都市圏の
リカレント教育需要の掘り起こし！

地元企業の寄附で
実務家教員を招へい

土日のみの
経営学の授業
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4 April

国立大学の
“ブランド”訴求

福島大学 ビジネスキャリア・プログラム（BCP）



【特集】リカレント教育──福島大学

ち
ろ
ん
、講
義
が
土
日
だ
け
と
い
う
こ
と
も
と
て
も

魅
力
的
で
し
た
。
交
通
の
便
が
良
く
、
多
く
の
選
択

肢
が
あ
る
首
都
圏
と
は
違
っ
て
、地
方
で
平
日
の
夜
、

大
学
に
通
う
の
は
難
し
い
で
す
か
ら
」

私
立
大
学
、専
門
職
大
学
、ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
な

ど
、
学
び
直
す
場
に
は
様
々
な
選
択
肢
が
あ
る
。
そ

の
中
か
ら
地
方
の
国
立
大
学
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い

て
、須
藤
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

「
私
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
福
島
県
で
、ど
こ
で
学
び

直
す
か
と
考
え
た
と
き
、真
っ
先
に
福
島
大
学
が
頭

に
浮
か
び
ま
し
た
。
地
元
の
人
間
に
と
っ
て
、
福
島

大
学
な
ら
し
っ
か
り
し
た
教
育
を
し
て
く
れ
る
と
い

う
信
頼
感
が
あ
り
、そ
の
ブ
ラ
ン
ド
の
力
は
大
き
い

と
思
い
ま
す
」

遠
藤
准
教
授
は
、福
島
大
学
を
最
初
に
思
い
浮
か

べ
て
も
ら
え
る
と
い
う
大
き
な
強
み
を
も
っ
と
生

か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

「
今
は
情
報
発
信
が
十
分
に
で
き
て
お
ら
ず
、
ま

だ
ま
だ
潜
在
層
を
掘
り
起
こ
せ
て
い
な
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
特
に
社
会
人
が
抱
く
大
学
院
と
仕
事
の

両
立
へ
の
不
安
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
り
ま
す
」

地
方
で
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
を
運
営
す
る
の
は
難

し
い
と
い
う
声
も
あ
る
中
、B
C
P
の
ス
タ
ッ
フ
は

努
力
を
続
け
て
き
た
。
修
了
生
の
満
足
度
は
非
常
に

高
く
、
遠
藤
准
教
授
は
、
社
会
人
向
け
に
講
義
を
提

供
す
る
意
義
と
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

「
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
を
け
ん
引
す
る
リ
ー
ダ
ー
を

育
て
、地
域
経
済
を
盛
り
立
て
て
い
く
こ
と
が
私
た

ち
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
を
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
源
と
し
て
、挑
戦
を
続
け
て
い
き

ま
す
」

※
農
業
や
水
産
業
な
ど
の
第
一
次
産
業
が
食
品
加
工
・
流
通

販
売
に
も
業
務
展
開
し
て
い
る
経
営
形
態
を
表
す

の
人
材
育
成
機
能
の
一
端
も
担
っ
て
い
る
。
東
邦

銀
行
内
で
の
評
判
も
い
い
と
い
う
。

B
C
P
の
教
壇
に
立
っ
た
実
務
家
の
一
人
、（
株
）

ト
ッ
パ
ン
マ
イ
ン
ド
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
岩
崎
玲
子
代

表
取
締
役
社
長
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

「
B
C
P
の
社
会
人
学
生
は
、
地
元
に
根
付
い
た

組
織
に
属
す
る
方
が
多
く
、地
元
の
た
め
、業
界
の
た

め
と
い
う
、広
い
使
命
感
で
講
義
を
受
け
て
い
ま
す
。

震
災
後
の
福
島
県
を
取
り
巻
く
環
境
は
楽
観
視
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、そ
の
よ
う
な
状
況
が
地
域
の
た

め
に
力
に
な
り
た
い
と
い
う
高
次
元
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

地
方
国
立
大
学
で
学
び
直
す

一
期
生
の
一
人
で
、仙
台
で
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
を
営
み
、こ
の
春
に
修
士
号
を
取
得
し
た
阿
部

裕
一
さ
ん
は
、B
C
P
に
入
学
し
た
理
由
を
こ
う
語

る
。「

前
々
か
ら
自
分
の
実
務
に
直
結
す
る
よ
う
な
人
的

資
源
管
理
や
組
織
論
・
組
織
行
動
論
を
学
ん
で
、
企

業
へ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
生
か
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
独
学
で
は
得
ら
れ
る
情
報

が
偏
る
。
限
界
を
感
じ
て
い
た
時
、B
C
P
の
こ
と

を
知
り
ま
し
た
」

同
じ
く
修
了
生
の
須
藤
鉄
也
さ
ん
は
、福
島
県
内

の
税
務
署
で
酒
類
行
政
を
担
当
し
て
い
る
。

「
酒
造
業
の
方
々
と
こ
れ
か
ら
の
日
本
酒
産
業
を

考
え
よ
う
と
思
っ
た
と
き
、経
営
に
つ
い
て
の
知
識

不
足
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
が
入
学
を
決
め
た
大
き

な
理
由
で
す
。
加
え
て
、
色
々
な
業
種
の
方
と
一
緒

に
考
え
る
こ
と
で
、今
ま
で
な
か
っ
た
視
点
を
得
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
も
あ
り
ま
し
た
。
も

え
て
地
域
経
済
に
関
す
る
科
目
も
B
C
P
で
学
べ

る
よ
う
に
し
た
。

「
普
通
、オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
経
営
学
と
地
域
経
済

学
は
研
究
分
野
的
に
離
れ
て
い
ま
す
。
で
も
う
ち
で

は
、両
方
と
も
学
び
た
い
と
い
う
人
が
多
い
ん
で
す
」

併
せ
て
、地
域
の
農
業
、リ
サ
イ
ク
ル
、6
次
化
産

業
※
な
ど
様
々
な
現
場
を
訪
問
し
て
学
ぶ
フ
ィ
ー
ル

ド
学
習
も
始
ま
り
、座
学
と
は
ひ
と
味
違
う
実
践
的

な
教
育
も
行
わ
れ
て
い
る
。

地
域
や
学
生
の
特
性
に
合
わ
せ
て
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
柔
軟
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
、
結
果
的
に

B
C
P
の
独
自
性
を
強
め
て
い
る
。

地
元
企
業
の
寄
附
に
よ
り

経
験
豊
富
な
外
部
講
師
陣
を
招
へ
い

同
大
学
は
、
車
の
場
合
、
Ｊ
Ｒ
福
島
駅
か
ら
約
30

分
、
郡
山
駅
か
ら
約
50
分
か
か
る
。
各
駅
か
ら
最
寄

り
駅
ま
で
の
電
車
は
１
時
間
に
１
本
程
度
。
こ
の
よ

う
な
条
件
の
も
と
で
も
社
会
人
に
魅
力
を
感
じ
て

も
ら
え
る
よ
う
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
充
実
に
力
を
入
れ

て
い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
界
の
最
前
線
で
活

躍
す
る
実
務
家
の
講
義
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
大
学
教

員
の
講
義
に
加
え
、
現
在
、
３
人
の
実
務
家
が
最
新

の
ビ
ジ
ネ
ス
事
情
を
踏
ま
え
た
実
践
的
な
講
義
を

行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、こ
う
し
た
外
部
講
師
を
招
へ
い
す
る
費

用
は
、
大
学
の
予
算
だ
け
で
は
賄
え
な
い
。
同
研
究

科
で
は
、
福
島
を
地
盤
と
す
る
東
邦
銀
行
に
支
援
を

依
頼
し
、
寄
附
講
義
を
設
け
る
こ
と
で
、
優
れ
た
講

師
を
招
く
こ
と
が
で
き
た
。
支
援
を
受
け
た
東
邦
銀

行
か
ら
も
、
行
員
数
名
が
無
料
の
特
別
聴
講
生
と
し

て
B
C
P
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
B
C
P
が
企
業
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須藤 鉄也（すとう てつや）

（福島税務署 酒税担当 上席
国税調査官、修士（経済学））
中央大学経済学部卒業後、
仙台国税局管轄の税務署で
主に酒税事務に従事。社会
人院生として福島大学大学
院経済学研究科を修了。

阿部 裕一（あべ ゆういち）

（社会保険労務士、修士（経済学））
社会人院生として、福島大学
大学院経済学研究科で経営
学を専攻し今年3月に修了。
仕事は社会保険労務士事務
所を経営、主に中小企業の人
事労務管理に関するコンサ
ルティングを行う。

遠藤 明子（えんどう あきこ）

（福島大学経済経営学類・大
学院経済学研究科准教授（ビ
ジネスキャリア・プログラム
統括）、修士（商学））
神戸大学大学院経営学研究科
博士後期課程単位取得後退学。
静岡英和学院大学専任講師、
福島大学助教授を経て現職。
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学生の自主的な発案にもとづくアントレプレ

ナー養成型の「課題解決型学習（project-based 

learning：PBL）」が各大学で盛んに行われてい

るが、日本の国立大学の卒業生がすぐに起業家

となる例は稀なため、就業後に必要となる課題を

的確に解決する能力の養成も必要となっている。

秋田大学理工学部創造生産工学コースでは、

ニーズ指向型のPBLである「プロジェクト実践

研究」を通じ、プロジェクト遂行能力を養成する

と共に、創造的なものづくりを担う技術者を養成

している。カリキュラムは、協力企業から課題提

供を受けた学生が、課題解決に資する内容を前

半に履修し、後半は企業の現場を訪問して解決

策を探るという内容。解決策は学生の自主的発

案によるものなのでPBLだが、課題は協力企業

から与えられるため企業業務の模擬体験という

側面もあり、2つの学びを両立することで学生を

育成している。

また、この取組では協力企業を秋田県内に

限っており、大学の「地（知）の拠点大学による地

方創生推進事業（COC+）」としての役割を意識

したものにもなっている。

群馬大学では、公的組織や企業に勤める社会人

を主な対象として、問題解決のためのデータ解析

の基礎的な能力を養うことを目的とする履修証明

プログラム「社会人のためのデータ解析」を2017

年度10月より開講している。

10月から3月は、土曜日の集中講義を通じて、

まず適切な方法でデータを収集・分析するために

必要となる統計学や社会調査法の知識を初歩か

ら学習するとともに、統計解析ソフトRを用いた

データ解析の実践的スキル獲得を目指す。

さらに4月から8月は、群馬大学社会情報学部

「選抜制データ解析プログラム」の学生と合同

で「課題解決型学習（project-based learning：

PBL）」を行い、データ解析を通して現実の問題

解決に取り組む。2018年度は、企業が分析対象

として実際に自社のデータを持ち込み、「群馬県

の高校生の動向」、「自社データによる顧客行動分

析」、「群馬県内企業の財務分析」などのテーマで

演習が実施される予定となっている。

室蘭工業大学

市
内
の
企
業
が
選
ぶ
研
究
を
も
と
に
テ
ー
マ
を
設
定
す
る

「
最
先
端
高
度
技
術
講
座
」

東京学芸大学

2018年3月27日、東京学芸大学教職大学院

を中心とした、国立・私立9大学による教員養成

高度化のための連携協定が締結された。参加大

学は「教員養成高度化連携協議会」を組織し、各

大学の学生を対象に学部段階から教職大学院進

学のための準備プログラムを実施するほか、東京

学芸大学教職大学院の運営にも参画する。

同協定は、（a)学部レベルと大学院レベルの連

携を通じた教員養成の高度化、(b)開放制を基礎

とした教職課程、教員養成を主眼とする学士課程、

高度専門職業人の育成を担う専門職学位課程の

協働、(c)国立・私立大学が設置法人の枠組みを

超えて大学院レベルの教育プログラムの共有化

を進める動きとして、教員養成において大きな意

義を有すると言える。

国
立・私
立
９
大
学
に
よ
る
教
員
養
成

高
度
化
の
た
め
の
連
携
協
定

「プロジェクト実践研究」協力企業におけるディスカッション。教員養成高度化連携協定締結式の様子（KKRホテル東京にて）。

群
馬
大
学

公
務
員
、企
業
人
を
対
象
と
し
た

基
礎
か
ら
の
デ
ー
タ
解
析
プ
ロ
グ
ラ
ム

秋
田
大
学

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
践
研
究
」で

創
造
的
な
も
の
づ
く
り
を
育
む

「
振
動
計
測
に
よ
る
構
造
物
の

状
態
評
価
」
講
演
の
様
子
。

講
義
を
行
う
新
井
学
長
特
別
補
佐

兼
社
会
情
報
学
部
准
教
授
。

教員養成高度化連携協議会への参加大学
（2018年3月27日現在）

学習院大学、国立音楽大学、上智大学、中央大学、東京外国語大学、
東京学芸大学、東京理科大学、明星大学、立教大学

室蘭工業大学では、地元企業等の要請に応じ、

地域活性化の拠点として「最先端高度技術講座」

を2016年度より開講している。同講座は、企業

で活躍する技術者・研究者に向けた最新の科学

技術に関する高度な専門講座であり、同大学に

おける最先端の知識及び研究成果を地域に還元

することを目的としている。

同講座では「耐熱・耐摩耗材料の開発及び応

用」、「産業副産物・産業廃棄物のコンクリート利

用」、「振動計測による構造物の状態評価」といっ

た同大学の持つ研究シーズと、室蘭市内の企業か

ら選ばれた研究をもとにテーマを設定している。

講座終了後には担当した講師と参加者が活発

な意見交換をすることができるため、参加者か

らも好評であり、企業の新たな研究・開発へのイ

ンスピレーションが生まれることが期待される。



16

愛媛大学では、地元の紙産業界からの要請を受け、2010

年より社会人の学び直しが可能な大学院としてバイオマス

資源学コース（旧：紙産業特別コース）を、紙製品出荷高が日

本一の四国中央市に設置している。同コースは、社会人への

大学院教育から企業との共同研究まで幅広い対応を行って

いる国内で唯一の紙産業教育・研究機関である。

同コースの教育目標は、①紙産業界の幹部候補生の育成、

②紙産業界の持続的発展の担い手の育成であり、この教育

目標を達成するために、「高度専門教育」と「現場密着型実践

教育」を併行して実施している。

同コースを設置してから9年目に入るが、修了生の企業と

の共同研究実積は大幅に増加している。同コースは社会人

の教育と研究の相乗効果を生む“ゆりかご”として機能して

おり、国内外の紙産業界において、期待と注目を集めている。

福
岡
教
育
大
学

福岡教育大学は2018年3月3日、「平成29年度福岡教育

大学いじめ防止研修会」を開催。教職員、学生、福岡県内外

学校関係者や地域の方ら138人が参加した。

まず、同大学の大坪靖直教授より「いじめ根絶をめざすア

クションプログラム」の取組状況、附属福岡小学校の齋藤淳

教諭より「いじめを生まない授業づくり」について事業報告

があった。続いて大坪教授と附属福岡小学校の平井教頭、二

串教諭、齋藤教諭が登壇し「いじめを生まない授業づくり～

このような授業を行うと、なぜいじめ防止に寄与できるの

か～」について議論がなされた。実践研究発表では、同大学

教職大学院生徒指導・教育相談リーダーコース2年（北九州

市立菅生中学校教諭）の木村敏久教諭より「中学校における

いじめ防止のための心理教育プログラム実践～いじめを深

刻化させないための取組～」についての報告があった。最後

に、鳴門教育大学いじめ防止支援機構長の阿形恒秀教授よ

り「いじめ防止対策の要点～いじめ認知の難しさと大切さ

～」について講演が行われた。

取組の現状報告とともに、いじめを生まない授業づくり

などについての提案ができ、参加者にとって大変有意義な

研修会となった。

大阪大学で15年目を迎えた「ナノサイエンス・ナノテク

ノロジー高度学際教育研究訓練プログラム（社会人教育）」

では、企業や社会のニーズを反映した高度社会人教育を

産学連携の一環で推進している。2017年度は33社から

77人が受講し、これまでに1,000人以上が修了した。

受講生は主に、社会で活躍中の研究者や技術者。ライブ

遠隔授業を含む一年間の夜間講義と短期実習により、ナ

ノサイエンス・ナノテクノロジーの現状を理解し、次世代

産業やイノベーションに役立つ学際的知識と、分野横断

的な視野、実践力を身に付ける。

同プログラムには「ナノ機能化学」などの7コースがあ

り、2017年度からは、所属企業からの推薦を条件に仕事

と両立させながら博士号取得を目指せるプログラムも新

設した。社会人の学び直しと学位取得を組み合わせた先

進的でユニークな社会人博士人材養成課程で、一般学生

との討論、対話を通じたシナジー効果も期待される。

愛媛大学

大
阪
大
学

平
成
29
年
度
福
岡
教
育
大
学

い
じ
め
防
止
研
修
会
の
様
子
。

製
紙
業
界
の
発
展
を
担
う

社
会
人
を
愛
媛
か
ら
！

「
次
世
代
の
高
度
社
会
人
教
育
」

を
共
創

実
習
中
の
様
子
。

平
成
29
年
度
福
岡
教
育
大
学

い
じ
め
防
止
研
修
会
を
開
催

紙
を
製
造
す
る
抄
紙
機
を

使
っ
た
実
習
の
様
子
。

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)では、2003年

度から社会人向け大学院教育を東京サテライトで提供し

ており、これまで300人を超える修了生を送り出してき

た。現在、「技術経営」、「サービス経営」、「先端知識科学」、

「先端情報科学」などのプログラムがあり、学生は最先端

の情報技術と技術・サービス経営を学んでいる。

近年、IoTや人工知能がイノベーションの源泉となり、

情報技術と経営の両方を理解し、イノベーティブな製品・

サービスを事業化できる人材の育成が急務となっており、

同大学でも、2019年度から『IoTイノベーションプログ

ラム』を新設する。

同大学では、IoT時代の革命的変化への適応力が求めら

れる現在、社会人教育においても修士論文・博士論文を重

視している。教員と徹底的に議論し、悩み考えながらの研

究論文作成を通じて、変化の本質を理解し、変化に適応で

きるIoT時代のイノベーション人材を育成している。

北
陸
先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学

IoT時代の社会人教育「研究」
で磨かれる変化への適応力

年２回開催される在学生・修了生交流会は
ネットワークづくりの場となっている。

詳細はバイオマス資源コースHPを参照
http://web.agr.ehime-u.ac.jp/~kami_sangyou/

本取り組みの詳細や、受講生の声を「阪大StoryZ」に掲載中
http://osku.jp/c0276
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ここでは学業や課外活動に
真剣に取り組む学生、
グループの活動を紹介します。

北
海
道
教
育
大
学
で
2
0
1
2
年
よ

り
実
施
し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

「
あ
ぐ
り
ち
ゃ
れ
ん
じ
」で
は
、自
ら
の

手
で
育
て
た
農
作
物
を
食
べ
る
食
農
体

験
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
同
活
動
は
、

釧
路
市
に
住
む
親
子
を
対
象
に
実
施
さ

れ
、行
政
・
教
育
・
市
民
の
連
携
及
び
教

員
を
目
指
す
学
生
の
人
材
育
成
を
目
的

と
し
て
い
る
。

大
学
、学
生
、参
加
す
る
親
の
3
者
に

よ
る
実
行
委
員
会
が
運
営
す
る
同
活
動

は
、同
大
学
農
場
に
お
い
て
、大
豆
や
野

菜
の
栽
培
体
験
、味
噌
や
甜
菜
シ
ロ
ッ

プ
の
加
工
体
験
な
ど
を
通
じ
、親
子
で

育
て
る
楽
し
み
や
食
べ
る
喜
び
を
体
感

で
き
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

活
動
は
、教
員
を
目
指
す
学
生
に
と
っ

て
も
、食
育
・
食
農
教
育
実
践
を
通
年
で

展
開
で
き
る
能
力
の
育
成
に
資
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
、野
外
散
策
、

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
や
発
達
障
が
い
、ア
ン

ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
※
）に
関
す
る
学

習
会
な
ど
の
様
々
な
活
動
を
3
者
が
連

携
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。

実
行
委
員
会
の
学
生
理
事
を
務
め
る

同
大
学
釧
路
校
地
域
・
環
境
教
育
専
攻

4
年
の
藤
野
千
明
さ
ん
は
、「
農
作
物
を

栽
培
し
た
り
、実
際
に
食
べ
る
こ
と
を

通
じ
て
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
し

て
く
る
。
そ
の
様
子
を
み
て
、こ
の
活
動

に
し
っ
か
り
関
わ
り
た
い
と
い
う
思
い

が
強
く
な
り
、積
極
的
に
企
画
運
営
に

参
画
し
て
い
る
。
活
動
中
は
安
全
面
に

配
慮
し
な
が
ら
も
、子
ど
も
た
ち
が
伸

び
伸
び
と
活
動
し
、成
長
で
き
る
よ
う

に
内
容
を
工
夫
し
て
い
る
。
今
後
は
、保

護
者
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
し
な
が

ら
、将
来
、教
員
の
仕
事
に
就
く
た
め
に

力
を
蓄
え
た
い
」と
力
強
く
語
る
。

活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
て
6
年
目
を
迎

え
た
2
0
1
7
年
度
に
は
、同
活
動
の

新
規
性
・
持
続
性
が
高
く
評
価
さ
れ
、農

林
水
産
省
が
主
催
す
る「
第
1
回
食
育

活
動
表
彰
」ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
門
に
お

い
て
、消
費
・
安
全
局
長
賞
を
受
賞
し
た
。

2
0
1
8
年
度
は
、
参
加
家
族
が
大
幅

に
増
え
、28
家
族
97
人（
内 

子
ど
も
56

人
）に
な
り
、更
な
る
活
動
の
高
ま
り
が

期
待
さ
れ
る
。

※ 

怒
り
の
感
情
と
上
手
に
付
き
合
う
た

め
の
心
理
教
育

親子の食農体験を通じた
人材育成「あぐりちゃれんじ」
北海道教育大学／
あぐりちゃれんじ

見
事
、総
務
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
出
澤
さ
ん（
中
央
）。

あぐりちゃれんじ農体験の様子。

大学発ベンチャー
話題の独自AIで躍進

岩手大学／
出澤 純一さん

岩
手
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
電
気

電
子
・
情
報
シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻
２
年

の
出
澤
純
一
さ
ん
が
社
長
を
務
め
る
岩

手
大
学
発
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
、株
式
会
社

エ
イ
シ
ン
グ（A

ISing Ltd.
）が
、総
務

省
・N

IC
T

主
催
「Entrepreneur's 

C
hallenge 2D

ays

」
起
業
家
甲
子

園
＆
起
業
家
万
博
の
東
北
地
区
代
表
と

し
て
出
場
し
、起
業
家
万
博
の
大
賞
に

あ
た
る「
総
務
大
臣
賞
」を
受
賞
し
た
。

早
稲
田
大
学
で
ロ
ボ
ッ
ト
制
御
、独

自
Ａ
Ｉ
理
論
を
研
究
し
て
き
た
出

澤
さ
ん
。
２
０
１
６
年
に
は
岩
手
大

学
の
金
天
海
准
教
授
が
開
発
し
た 

Ａ
Ｉ（D

eepB
inaryTree

）
の
世
界 

的
な
技
術
優
位
性
に
大
き
な
可
能
性
を

感
じ
、
工
学
研
究
科
に
入
学
。Deep 

B
inaryTree

を
主
軸
に
す
る
た
め
に

人
工
知
能
研
究
開
発
事
業
を
ス
ピ
ン

ア
ウ
ト
さ
せ
、株
式
会
社
エ
イ
シ
ン
グ

を
同
年
12
月
に
設
立
し
た
。
各
分
野
の

大
手
企
業
と
共
同
開
発
を
進
め
、セ
ン

サ
ー
、
車
載E

C
U

な
ど
の
導
入
分
野

で
着
実
に
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

２
０
１
７
年
３
月
に
は
株
式
会
社
日

本
総
合
研
究
所「
未
来
２
０
１
７
」
に

て
日
本
総
研
賞
を
受
賞
、さ
ら
に
同
年

10
月
に
は「Start up W

orld C
up 

2017

」Ｔ
Ｏ
Ｐ
10
に
選
出
、マ
イ
ク
ロ

ソ
フ
ト
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、注
目
さ

れ
て
い
る
。

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
出
澤
さ
ん
は

「
株
式
会
社
エ
イ
シ
ン
グ
は
、『
も
の
づ
く

り
』×『
Ａ
Ｉ
』分
野
のIoT

エ
ッ
ジ
デ

バ
イ
ス
に
実
装
さ
れ
る
軽
量
リ
ア
ル
タ

イ
ム
Ａ
Ｉ
と
し
て
、世
界
市
場
の
寡
占

を
目
指
し
て
い
る
。
ま
ず
は
向
こ
う
５

年
以
内
に
時
価
総
額
１
、０
０
０
億
円

の
ユ
ニ
コ
ー
ン
企
業（
※
）に
な
る
こ
と

を
目
標
と
す
る
」と
意
気
込
み
を
語
っ

た
。ま

た
、岩
手
大
学
に
お
け
る
研
究
活

動
と
し
て
は
、オ
ン
ラ
イ
ン
型
学
習
器
と

オ
フ
ラ
イ
ン
型
学
習
器
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
研
究
開
発
な
ど
を
目

標
に
据
え
、「
事
業
と
研
究
を
両
立
し
、

世
界
を
よ
り
良
く
、よ
り
早
く
変
え
る
Ａ

Ｉ
技
術
の
開
発
と
事
業
展
開
を
し
て
い

き
た
い
」と
、さ
ら
な
る
飛
躍
を
目
指
す
。

※ 

企
業
と
し
て
の
評
価
額
が
10
億
ド
ル

以
上
で
、非
上
場
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
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２
０
１
７
年
12
月
４
日
～
22
日
、東

京
外
国
語
大
学
国
際
社
会
学
部
ア
フ
リ

カ
地
域
専
攻
の
学
生
有
志
及
び
同
大
学

公
認
学
生
サ
ー
ク
ルFem

m
eC

afé

（
フ
ァ
ム
カ
フ
ェ
）が
、主
体
と
な
り
企

画
し
た「
ア
フ
リ
カ
ン
ウ
ィ
ー
ク
ス

２
０
１
７
」を
開
催
し
た
。
同
企
画
は
、

日
本
で
は
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
ア
フ
リ
カ
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と

で
人
々
の
関
心
を
高
め
、ア
フ
リ
カ
へ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

に
、「
ア
フ
リ
カ
の
、ふ
つ
う
の
ひ
と
の
、

ふ
つ
う
の
暮
ら
し
」に
焦
点
を
あ
て
た

様
々
な
企
画
が
実
施
さ
れ
た
。

「
ア
フ
リ
カ
絵
本
展
」で
は
、ア
フ
リ
カ

の
各
地
域
の
絵
本
約
60
冊（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ア
フ

リ
カ
子
ど
も
の
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
所
蔵
）

の
展
示
と
読
み
聞
か
せ
が
行
わ
れ
た
。 

「
ル
ワ
ン
ダ
コ
ー
ヒ
ー
＆
ア
フ
リ
カ
ン

グ
ッ
ズ
販
売
」で
は
、高
品
質
の
ル
ワ
ン

ダ
コ
ー
ヒ
ー
や
、学
生
や
教
員
が
現
地

で
調
達
し
た
日
本
で
は
手
に
入
り
に
く

い
民
芸
品
・
食
品
が
提
供
さ
れ
た
。 

「
ア
フ
リ
カ
ン
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
写
真

展
」は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
フ
リ
ッ
ク
・
ア

フ
リ
カ
の
協
力
の
も
と
、ア
フ
リ
カ
の
日

常
に
息
づ
く
様
々
な
器
用
仕
事（
ブ
リ

コ
ラ
ー
ジ
ュ
）や
同
大
学
の
学
生
・
教
員

が
ア
フ
リ
カ
暮
ら
し
の
中
で
出
会
っ
た

様
々
な
人
や
も
の
を
捉
え
た
作
品
を
展

示
。
高
崎
経
済
大
学
の
黒
崎
龍
吾
准
教

授
に
よ
る
関
連
講
演
会
も
行
わ
れ
、活

発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
。 

そ
の
他
、「TU

FS C
inem

a

エ
チ
オ

ピ
ア
映
画
上
映
会
」で
は
、上
映
の
ほ
か
、

上
智
大
学
の
眞
城
百
華
准
教
授
の
映
画

解
説
も
行
わ
れ
た
。「
ア
フ
リ
カ
音
楽
イ

ベ
ン
ト
＆
留
学
生
交
流
会
」で
は
、多
摩

美
術
大
学
ジ
ャ
ン
ベ
民
族
音
楽
部
に
よ

る
ア
フ
リ
カ
伝
統
楽
器
ジ
ャ
ン
ベ
の
演
奏

会
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ほ
か
、食
事

会
で
の
留
学
生
と
の
交
流
も
図
ら
れ
た
。

学
内
外
か
ら
約
３
０
０
人
の
来
場
が

あ
っ
た
同
企
画
に
つ
い
て
実
行
委
員
長

の
井
出
有
紀
さ
ん
は
、「
ア
フ
リ
カ
大
陸

に
は
豊
か
な
文
化
や
自
然
、人
々
の
生

活
が
息
づ
い
て
お
り
、私
た
ち
日
本
人

も
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
き
っ
か
け
に
、ア
フ

リ
カ
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
方
が
少

し
で
も
増
え
た
ら
嬉
し
い
」と
語
っ
た
。

現代アフリカの
多様な魅力を紹介

東京外国語大学／
ＦｅｍｍｅＣａｆé

２
０
１
７
年
12
月
９
日
、「C

FA
 

Institute R
esearch C

hallenge 

2017

」
国
内
大
会
に
お
い
て
筑
波
大

学
大
学
院
チ
ー
ム
が
優
勝
し
た
。

C
FA

 

リ
サ
ー
チ
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、

C
FA

 

（
米
国
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
）協
会

が
主
催
す
る
大
学
対
抗
の
イ
ベ
ン
ト

で
、学
生
が
企
業
分
析
を
行
い
調
査
・
分

析
の
優
劣
を
競
う
国
際
大
会
。
国
内
大

会
、ア
ジ
ア
太
平
洋
地
区
大
会
を
勝
ち

上
が
っ
た
大
学
が
、世
界
３
地
区
の
代

表
に
よ
り
争
わ
れ
る
世
界
大
会
に
進
出

す
る
こ
と
と
な
る
。

毎
年
、世
界
中
か
ら
１
、０
０
０
余
り

の
大
学
が
参
加
し
、英
語
に
よ
る
企
業

調
査
レ
ポ
ー
ト
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
及
び
質
疑
の
対
応
力
に
よ
り
審
査
さ

れ
る
た
め
、会
計
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
学

ぶ
学
生
に
と
っ
て
は
、学
ん
だ
理
論
を

企
業
調
査
と
い
う
実
践
の
場
で
試
す
良

い
機
会
と
な
る
。
加
え
て
各
チ
ー
ム
は
、

実
際
に
企
業
分
析
を
業
務
と
し
て
い
る

ア
ナ
リ
ス
ト
や
そ
の
分
析
を
基
に
投
資

判
断
を
行
っ
て
い
る
株
式
フ
ァ
ン
ド
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
指
導
の
も
と
企
業
分
析
を

行
う
た
め
、金
融
を
志
望
す
る
者
に
は

貴
重
な
財
産
と
な
る
。

社
会
人
大
学
院
に
在
籍
す
る
外
国
人

と
日
本
人
で
構
成
さ
れ
る
筑
波
大
チ
ー

ム
は
、国
内
有
力
校
18
チ
ー
ム
で
行
わ

れ
た
４
カ
月
に
わ
た
る
長
丁
場
の
国
内

大
会
を
見
事
勝
ち
抜
い
た
。
こ
の
優
勝

に
よ
り
、同
大
チ
ー
ム
は
専
門
職
大
学

院
と
し
て
の
実
践
的
な
教
育
成
果
を
金

融
実
務
界
や
他
大
学
に
示
す
こ
と
が
で

き
た
。

優
勝
メ
ン
バ
ー
は
、「
我
々
は
全
員
社

会
人
で
あ
り
、集
ま
っ
て
議
論
で
き
る

時
間
が
限
ら
れ
て
い
た
。
ア
ナ
リ
ス
ト

分
野
も
未
経
験
だ
っ
た
。
大
学
院
で
の

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
授
業
を
契
機
に
参
加

し
た
が
、優
勝
で
き
た
の
は
、メ
ン
タ
ー

と
教
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
お
か
げ
で
あ

り
、ま
た
、メ
ン
バ
ー
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

の
賜
物
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
・
世
界
大
会
で

は
、日
本
代
表
の
名
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、悔

い
の
な
い
戦
い
を
し
た
い
」と
述
べ
、ア

ジ
ア
大
会
並
び
に
世
界
大
会
へ
気
持
ち

を
新
た
に
し
た
。

今
後
は
培
っ
た
知
識
や
経
験
を
社
会

で
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

筑波大チーム、大学対抗
企業分析コンペで優勝！
筑波大学／筑波大チーム

筑波大チームの優勝記念写真、左よりメンターの古木氏、チームメンバー
5人（足立、隅山、川田、Lin、山本）、指導教員大野教授。

アフリカの絵本読み聞かせ会。
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