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So What?と言われないために

読者アンケートを募集していま
す。左のバーコードを読み取り、
アンケートにお答えください。

者
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る

も
の
が
無
く
な
り
ま
す
。
少

子
化
と
並
ぶ
大
学
の
危
機
と

言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
単
位
互
換
の
た
め

の
基
準
作
り
、
英
語
能
力
向

上
な
ど
は
ど
の
大
学
に
も
共

通
す
る
テ
ー
マ
で
す
。
し
か

し
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

た
め
に
必
要
な
こ
と
の
す
べ

て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、
世
界
の
中
で
ど

う
い
う
存
在
を
目
指
し
、
世

界
に
ど
う
い
う
貢
献
を
す
る

か
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
同

じ
問
い
に
対
し
て
異
な
る
答

え
を
出
す
、
い
わ
ば
内
実
あ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
の
で
す
。

法
政
大
学
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン

《
持
続
可
能
な
地
球
社
会
の

構
築
》
は
、
法
政
大
学
の
長

い
あ
い
だ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
生

き
る
若
者
に
は
、
環
境
問
題

や
地
域
温
暖
化
へ
の
対
応
だ

け
で
な
く
、持
続
可
能
性
（
サ

ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
）
に
つ

い
て
の
意
識
を
高
め
て
ほ
し

い
の
で
す
。
す
で
に
法
政
大

学
に
お
い
て
は
複
数
の
学
部

で
何
十
年
も
こ
の
テ
ー
マ
を

追
い
続
け
て
き
て
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
工
学
部
で
は
水
辺

環
境
の
研
究
を
し
て
き
ま
し

た
。
1
9
9
0
年
に
は
、
日

本
で
最
初
に
こ
の
テ
ー
マ
を

本
格
的
に
取
り
扱
う
人
間
環

境
学
部
が
開
設
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
2
0
0
9
年
８
月

に
は
、サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

学
の
た
め
の
大
型
研
究
を
担

う
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研

究
教
育
機
構
が
、
2
0
1
3

年
に
は
そ
の
中
か
ら
サ
ス

テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
研
究
所

が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

2
0
0
8
年
に
開
設
さ
れ
た

生
命
科
学
部
で
は
、
環
境
応

用
化
学
科
に
よ
る
、
人
間
と

環
境
に
や
さ
し
く
持
続
可
能

な
社
会
を
目
指
す
化
学
、
グ

リ
ー
ン
ケ
ミ
ス
ト
リ
を
は
じ

め
、
最
近
で
は
応
用
植
物
科

学
科
に
グ
リ
ー
ン
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
や
植
物
医
科
学
な
ど
の

分
野
も
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
現
在
、
環
境
問
題

や
地
球
温
暖
化
、
あ
る
い
は

原
子
力
発
電
な
ど
に
関
し
て

は
様
々
な
見
解
、
意
見
も
あ

り
、
政
治
や
世
の
中
の
関
心

も
、
さ
ざ
波
の
よ
う
に
揺
れ

動
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
私

た
ち
は
、
温
暖
化
が
確
実
に

気
候
変
動
を
起
こ
し
て
い
る

こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す

し
、
多
く
の
自
治
体
が
、
地

域
の
原
子
力
の
受
け
入
れ
拒

否
に
対
応
し
て
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
に
力
を

入
れ
始
め
て
い
る
の
も
事
実

で
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
今
後

私
た
ち
は
、
起
き
て
い
る
こ

と
を
大
前
提
に
、
多
方
面
か

ら
の
知
識
を
結
集
し
て
持
続

可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
を

深
め
、
そ
の
上
で
い
く
つ
も

の
決
断
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

持
続
可
能
性
が
問
わ
れ

る
の
は
地
球
環
境
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
少
子
高
齢
化

で
バ
ラ
ン
ス
が
著
し
く
崩
れ

て
し
ま
っ
た
社
会
に
つ
い
て

も
同
様
で
す
。
今
、
日
本
が

経
験
し
て
い
る
こ
と
は
、
い

ず
れ
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
も

訪
れ
ま
す
。
時
期
が
ず
れ
る

た
め
迎
え
方
は
違
う
に
し
て

も
、
同
じ
課
題
に
ぶ
つ
か
る
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読者アンケート募集中

つ
け
ず
、
人
々
は
輸
入
品
を

研
究
し
、
自
分
た
ち
で
も
の

を
作
る
技
術
に
磨
き
を
か
け

ま
し
た
。
多
く
の
職
人
を
生

み
出
し
た
時
代
だ
っ
た
の
で

す
。翻
っ
て
市
場
経
済
が
隅
々

に
ま
で
行
き
届
い
た
現
代
の

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
は
、
必

要
に
迫
ら
れ
て
個
性
が
生
み

出
さ
れ
た
江
戸
時
代
と
は
異

な
り
、
輸
入
し
た
も
の
を
そ

の
ま
ま
国
内
で
売
り
、
あ
る

い
は
加
工
し
て
広
く
世
界
へ

売
り
ま
す
。
放
っ
て
お
く
と

地
球
上
み
な
同
じ
よ
う
な
物

に
覆
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。今
、

私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
問

題
と
は
こ
の
こ
と
な
の
で
す
。

じ
つ
は
大
学
も
今
、
同
じ

危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

国
に
よ
る
大
学
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
政
策
の
中
で
、
全
て
の

大
学
に
同
じ
問
い
が
な
さ
れ

ま
す
か
ら
、
建
学
の
理
念
に

基
づ
い
て
個
性
あ
る
教
育
・

研
究
を
続
け
て
き
た
私
立

大
学
と
い
え
ど
も
、
対
応
の

仕
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
良
さ

を
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う

な
れ
ば
い
く
ら
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
唱
え
て
も
、
海
外
の
若

「自由と進歩」という建学の理念を掲げた東京法学社の開校から130有余年。
今や市ヶ谷、小金井、多摩の３キャンパスに27000人を超える学生が集い、
首都圏の一大総合大学として、揺るぎない地歩を固めつつある法政大学。
今春には、東京六大学としても初となる女性総長の誕生という新しい１ページを加えました。
グローバル社会を生き抜く上で欠かせない、語学力、異文化理解力の養成に加えて、
持続可能な地球社会の構築についての意識を高めることにも一層力を入れることとしています。
持続可能都市、江戸の研究でも著名な田中優子総長に、法政大学の使命、
輩出すべき人材像と将来構想、あわせて高校生へのメッセージをお聞きしました。
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1952年生まれ。神奈川県出身。1974年3月法政大学文学部卒業 1980年
3月法政大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。専攻は
江戸時代の文学・生活文化、アジア比較文化。1980年4月　法政大学第一
教養部専任講師、 1983年4月同助教授、 1991年4月同教授、 2003年4月
法政大学社会学部教授、 2012年4月同学部長（2014年3月まで）。2012年
4月学校法人法政大学評議員（2014年3月まで） 2014年4月から現職。行政
改革審議会委員、国土交通省審議会委員、日韓交流出版選定委員、外務省
ベトナム交流委員、放送文化基金審査委員、町田市文化財保護委員、文部科
学省学術審議会委員、朝日新聞書評委員、芸術選奨（文化庁）委員等を歴任。 

『週刊金曜日』編集委員、放送文化基金評議員 サントリー芸術財団理事。清
泉女学院中学高等学校出身。 

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の

大
学
の
生
き
方

み
な
さ
ん
の
中
に
は
す
で

に
読
ま
れ
た
方
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
近
著
、『
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中

の
江
戸
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新

書
）
で
一
番
伝
え
た
か
っ
た

の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は

地
球
全
体
が
同
じ
に
な
る
こ

と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
江
戸
時
代
成
立
の

背
景
に
は
、
広
い
意
味
で
の

06

13

16

07
地
球
社
会
の
構
築
の
た
め
に

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代

の
日
本
人
は
そ
れ
に
流
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
自
ら
独
自
の

生
き
方
を
確
立
し
ま
し
た
。

私
は
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
真

骨
頂
で
あ
り
、日
本
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
へ
の
対
応
の
あ
る
べ

き
姿
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
衣
食
住
の
素
材
は

自
然
素
材
で
す
か
ら
、
輸
入

品
に
は
日
本
で
作
れ
な
い
も

の
も
多
く
、
ま
た
、
高
度
な

技
術
を
も
っ
て
い
る
中
国
や

イ
ン
ド
に
は
な
か
な
か
追
い

持
続
可
能
な

　法政大学総長

田中　優子 先生 

進路のヒント　目指せ！グローバル人材その１

元大使に聞く――ディベート力を身に
つけよう
日本英語交流連盟　沼田貞昭先生

平和と繁栄のために
クレアブ・ギャビン・アンダーソン（株）　土井正己副社長

EU発の先駆的世界大学ランキングが
始動／アドラーと教育／トピックス
ヨーロッパの多様性で学び、
日欧でダブル・ディグリーを取得
神戸大学日欧教育連携府長　萩原泰治先生

英語を体験する
佛教大学文学部英米学科　松本真治先生

Global×Local　実社会と連携した課
題解決型学習を通して、地域社会に貢
献できる人を育てたい
京都文教大学　総合社会学部　黒宮一太先生

デキル！学科　京都で日本文化の神
髄を学び、世界とつながろう
京都産業大学文化学部長　若松正志先生

AO入試合格者座談会／トピックス　
武川アイさんの東京・ジャパン、グローバル
ススメ理系　大栗博司先生の「超弦理
論が予言する驚異の宇宙」第2回

どうして数学を学ぶの
マジック×催眠術×認知科学最前線／
ビジネスが誕生するとき
イギリスの大学進学のための資格試
験制度 第2回／書評
世界の若者が、自分の一番輝ける場所
で働けるように
フォースバレー・コンシェルジュ（株）　柴崎洋平社長

デキル！キャンパス　立命館大学大阪
いばらきキャンパス（OIC）開設
立命館大学総長　川口清史先生
立命館大学政策科学部長　重森臣広先生

14



高校生へのメッセージ

大学ジャーナル 2vol.1102014年（平成26年）7月10日

を
中
心
に
、
環
境
、
社
会
、

文
化
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

持
続
可
能
性
を
き
ち
ん
と
問

い
か
け
る
。
先
生
方
の
力
も

借
り
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

成
果
を
、
教
育
の
現
場
に
出

し
て
い
く
。
人
間
環
境
学
部

や
社
会
学
部
、
そ
の
他
の
学

部
な
ど
に
は
、
す
で
に
持
続

可
能
性
に
つ
い
て
学
べ
る
科

目
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
精
査

し
て
「
環
境
教
科
群
」
と
し

て
公
開
す
る
。
全
学
生
が
何

ら
か
の
教
科
を
選
択
し
、
そ

れ
を
卒
論
作
成
や
専
攻
を
選

ぶ
際
の
参
考
に
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

自
由
と
進
歩

本
学
で
は
現
在
、
こ
れ
ま

含
め
て
ど
れ
だ
け
の
日
本
人

が
伝
統
文
化
に
つ
い
て
語
れ

る
の
か
は
問
題
で
す
。
伝
統

文
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

の
ほ
と
ん
ど
は
、
中
世
の
末

か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
作

ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
私
た

ち
は
そ
れ
を
学
生
に
き
ち
ん

と
伝
え
て
き
た
で
し
ょ
う

か
。
海
外
へ
出
た
学
生
が
日

本
の
こ
う
し
た
文
化
に
つ
い

て
堂
々
と
語
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
に
は
、
教
育

の
仕
方
そ
の
も
の
を
見
直
さ

ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
、
文
化
の

持
続
可
能
性
に
は
危
機
が

迫
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
大
学

と
し
て
黙
っ
て
見
過
ご
し
て

い
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
本
学
は
、
教
育
課
程

の
中
で
で
き
る
だ
け
多
く
の

学
生
が
持
続
可
能
性
（
サ
ス

テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
）
に
つ
い

て
学
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

を
、
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
一
つ
の
柱
に
据
え
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。
そ
れ
も
今
か

ら
新
た
な
も
の
を
作
る
の
で

は
な
く
、
自
分
た
ち
が
こ
れ

ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
、
そ

れ
を
担
う
教
員
の
い
る
分
野

で
に
ど
ん
な
学
生
が
育
っ
て

き
た
の
か
、
学
生
は
本
学
を

ど
う
見
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
、
建
学
の
理
念
で
あ
る
「
自

由
と
進
歩
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、
そ
の
検
証
作
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
現
在
、
社
会
の
第
一
線
で

活
躍
し
て
い
る
方
々
に
、
自
ら

の
学
生
時
代
を
振
り
返
り
そ

の
感
想
を
お
聞
き
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
多

の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
く
に
、
そ
れ
が
す
で
に
始

ま
っ
て
い
る
中
国
の
場
合
は
、

巨
大
な
人
口
の
少
子
高
齢
化

で
す
か
ら
、
今
か
ら
対
応
が

求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

文
化
の
持
続
可
能
性
も
大

き
な
課
題
で
す
。
日
頃
、
私

は
着
物
を
愛
用
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
珍
し
い
目
で
見

ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
1
9
6
0
年
代

の
化
学
繊
維
の
発
達
に
よ
っ

て
木
綿
や
絹
の
生
産
が
減

り
、
様
々
な
分
野
で
も
技
術

革
新
が
起
こ
り
、
瞬
く
間
に

衣
食
住
の
在
り
方
は
変
わ
り

ま
し
た
。
こ
の
流
れ
は
今
も

加
速
し
、
世
界
は
同
じ
方
向

を
目
指
し
て
進
ん
で
い
ま
す

か
ら
、
文
化
の
多
様
性
は
損

な
わ
れ
る
一
方
で
す
。
と
く

に
多
様
な
民
族
が
多
様
な
文

化
を
育
ん
で
き
た
ア
ジ
ア
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
の
平

準
化
に
続
き
、
世
界
レ
ベ
ル

で
の
平
準
化
に
晒
さ
れ
、
危

機
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。

大
学
、
教
育
機
関
に
と
っ

て
の
現
実
的
な
課
題
も
あ
り

ま
す
。
最
近
和
食
が
世
界
遺

産
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
和
食
も

　現代の高校生は、日常生活の中で本を読む

ことが少なくなったと言われていますが、大学で

は本を読まないわけにはいきません。しかもいき

なりでは負担も大きいですから、高校時代の少

しでも早い時期から本を読むのに慣れておいて

ほしいと思います。それには学校で決めて、国語

の時間などにみんなで読むのも一つの方法で

す。その際、後で感想を語り合ったり、書いてみ

たり言葉にしてみることです。読みっぱなしでは

書かれた内容を忘れやすいですが、このように

能動的に取り組むとそれが自分のものになりや

すい。しかも国語の勉強で最も大事な、自分の

中から湧き出てくるものを言葉にするという経験

にもなります。

　人前で発言するにしろ、書いたものを先生に

直してもらうにしろ、それを第三者に認めてもらう

ことで、みなさんの表現に対する意識は確実に

変わってくると思います。

　そもそも≪ものを書く≫ということは、きれいな

文章を書くことではありません。自分の表現した

ことが他人に共感してもらえなければなりませ

ん。これは予め共有されている言葉で友だち同

士やりとりしたり、ツイッターに書いたりするのと

は違います。不特定多数に向け、誰が読むかわ

からないという想定の下で、自分の考えをきちん

と言葉で表明すること。もちろんきちんと発信し

ても、批判は受けます。しかしそれを受け止め、自

分の言葉に責任を取りながら、より多くの人に

共有してもらう努力を積み重ねていくことが大事

なのです。

　こういう経験を高校時代にしておけば、大学

ではその力をさらに高めることができますし、グ

ローバルコミュニケ―ションのためにはそれが

英語でできるように訓練すればいいのです。も

ちろんこの時は、日本人同志で話すのと違い、

“了解済みのこと”を前提にできませんから、ツ

イッターに書くことから≪ものを書く≫ことに踏み

出す時と同じぐらいの力が必要です。今や英語

を使うのは英語母語話者だけではありませんか

ら、英語で発信するということは、われわれと共

有できるものをほとんど有しない人も対象にする

ということだからです。

　この時必要なのは、百科事典的説明でもな

ければ理路整然とした論理的な説明でもありま

せん。むしろ簡潔で印象的なエピソード、と言え

るようなものです。理屈でわかっていることを、誰

もが理解できるものに仕組み、仕上げる、これ

こそがグローバルコミュニケーションの根底であ

り、それを訓練することは、高校だけでなく、大学

にとっても大きな課題ではないでしょうか。
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み
な
さ
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由
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場
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、
ゼ
ミ
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ず
、
そ
こ
で
様
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友
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え
た
こ
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だ
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と
の
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て
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。
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そ
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あ
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こ
れ
か
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、
大
学
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卒
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業
へ
入
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て
も
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親

方
日
の
丸
で
は
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ま
ら
な
い

時
代
で
す
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何
を
任
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れ
る

か
、
世
界
の
ど
こ
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行
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さ
れ

る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状

況
の
中
で
、
集
団
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中
の
一
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で
は
な
く
、
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が

リ
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ド
し
、
決
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し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
面
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て

く
る
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従
う
力
で
は
な
く
、
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く
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フ

ロ
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ま

で
に
も
ま
し
て
数
多
く
求
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ら
れ
る
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間
違
い
あ
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ま

せ
ん
。

そ
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た
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た
ち

は
、
自
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と
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律
、
そ
し
て

進
歩
か
ら
イ
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ー
ジ
さ
れ
る

人
間
像
を
、
も
っ
と
き
ち
ん

と
言
葉
に
し
て
、
社
会
や
受

験
生
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
し
、
入
学
し
て
き
た

学
生
が
将
来
、
世
界
の
ど
こ
へ

行
っ
て
も
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
、
ど
ん
な
環
境
に
あ
っ
て

も
自
ら
学
び
自
ら
考
え
、
決

断
で
き
る
よ
う
に
、
教
職
員
一

体
と
な
っ
て
育
て
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

読むこと、書くこと、
グローバルコミュニケーションを中心に

　学生の中には教科以外で得意な分野をもっている者

も少なくないことから、それを学生同士、お互いに教え合っ

てはどうかということで始まった。講座の企画から運営まで

担当する学生がすべて行うため、学生の参加意欲が高ま

り、講座数も年々増えている。

　一昨年、グローバル人材育成事業の一環として３キャ

ンパスで始まったグローバルラウンジもその一つ。常駐す

るネイティブスピーカーに対しても、教えてもらう人ではな

く、一緒に話しをする人として接している。「私も先生に教

えてもらうのは嫌だった」と田中総長。「もちろんアドバイス

はしてもらうし、定期的にレポートを出したり、試験を受けた

りはするが、手取り足取りしてもらうのではない」、「自分で

切り拓いていくという感覚を大切にしたい」と。そしてこの

活動が広がっていることについては、「自分がやりたいこと

に意欲を注げるというこの大学の自由感がその原動力」

と分析する。「自由によって促される自律は自立であっても

けして孤独な自立ではない。これも理想としてではなく、す

でに現実としてあるもの。それに場を与え、学生に保証す

ることが大学として大事」とも付け加えられる。

　東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の

国内高校出身者で、法政大学への入学を強

く希望する成績優秀な受験生を対象とした給

付型奨学金。採用予定数は200人で、すべて

の教科、科目の評定平均が4.1以上、保護者

の年収合計が600万円以下であることなどが

申請の要件となる。申請期間は11月７日から

29日。一般入試（T日程、A方式）、または大

学入試センター試験利用入試（B方式、C方

式）を受験することが条件。詳細は法政大学

webサイトで確認して下さい。

ピア・ネットGラウンジ

チャレンジ法政奨学金
（入試出願前予約採用型給付奨学金）

新
開
設
！


