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2012年度　第45巻　第2号

創立者・大倉喜八郎は、111年前、学生たちに、

社会で活躍するために守るべき四つのことを語っています。

（大倉商業学校演説集　明治35年）

第一に 正直でなければならぬということである。

第二には 進取の観念というのを頭脳に注入することが最も必要だ。

第三には 義務を果たす根性が強くなければならぬ。

第四は 辛抱すなわち忍耐ということである。

進 取 の 観 念 を も っ て、 Ｔ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ　 Ｔ Ｏ Ｐ ３ ０ 計 画。

四 つ を、 守 る。
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日本語の総合的な運用能力を

測る「日本語検定」。採用に

あたって、検定認定者を評価

する企業も多いこの検定試験

において、東京経済大学は

2012年度、団体優秀賞を受

賞した。主に1年生を対象に

した「文章表現基礎」を担当

し、本学学生の日本語運用能

力の向上に取り組む上野麻美

准教授に、「現代の若者と日

本語」についてインタビュー

した。

正
し
い
日
本
語
に

こ
だ
わ
る
場
を
与
え
る

　

日
本
語
検
定
合
格
を
一
つ
の
目
標
に
し
て
い
る
「
文
章

表
現
基
礎
」
は
、
私
を
含
め
て
６
名
の
教
員
が
担
当
し
、

17
ク
ラ
ス
を
開
講
し
て
い
ま
す
。
選
択
科
目
で
す
が
非
常

に
人
気
が
高
く
、
定
員
を
大
き
く
上
回
る
希
望
者
が
集
ま

り
ま
す
。

　

こ
の
科
目
が
人
気
を
集
め
る
理
由
に
、
学
生
の
「
自
分

の
日
本
語
に
対
す
る
不
安
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
授
業

で
は
、
最
初
に
自
己
紹
介
文
を
書
き
ま
す
が
、「
文
章
を

書
く
の
が
苦
手
」「
こ
の
授
業
を
通
し
て
自
分
の
日
本
語

力
を
高
め
た
い
」
と
書
く
学
生
が
と
て
も
多
い
で
す
。
正

確
な
日
本
語
表
現
が
苦
手
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
言
葉
に
よ
る
表
現
に
関
心
が
あ
る
学

生
が
本
学
に
は
多
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
語
検
定
に
は
語
彙
や
漢
字
、
敬
語
な
ど
の
６
つ
の

出
題
分
野
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、
敬
語
や
文
法
は
短
期

間
で
も
し
っ
か
り
学
ぶ
こ
と
で
、
日
本
語
検
定
の
点
数
が

飛
躍
的
に
伸
び
る
分
野
で
す
。
授
業
を
受
け
る
前
と
後
と

で
、
学
生
に
変
化
が
一
番
あ
る
の
は
、
敬
語
、
文
法
な
の

で
す
。

　

最
近
は
若
者
の
言
葉
の
乱
れ
が
よ
く
話
題
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、「
正
し
い
日
本
語
」「
美
し
い
日
本
語
」
に
接
す

る
機
会
が
非
常
に
少
な
い
環
境
に
い
ま
の
若
者
た
ち
は
生

継
ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

 

「
大
学
で
働
く
私
た
ち
は
、
被
災
地
の
高
校

生
の
困
難
な
境
遇
を
い
つ
も
想
像
し
ま
す
。

東
北
で
は
、
い
ま
も
多
く
の
高
校
生
が
仮
設

住
宅
か
ら
長
時
間
か
け
て
学
校
に
通
っ
て
い

ま
す
。
当
然
、
勉
強
に
充
て
る
時
間
も
少
な

く
な
り
、
大
学
入
試
で
も
不
利
で
す
。
入
学

料
や
授
業
料
を
軽
減
す
る
な
ど
の
支
援
は
と

て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
だ
け

で
高
校
生
が
不
利
益
を
被
っ
て
い
な
い
と
考

え
る
の
は
早
計
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
は
な
に
か
、
も
っ
と
被
災
者
の

生
活
を
想
像
し
、
考
え
、
行
動
し
た
い
と
思

い
ま
す
」（
永
山
）

　

職
員
有
志
の
会
で
は
、
今
後
も
出
来
る
限

り
被
災
地
へ
の
支
援
を
継
続
さ
せ
た
い
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
被
災
地
の
現

状
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
活
動
を

積
極
的
に
展
開
し
た
い
と
言
う
。

 

「
被
災
地
の
現
状
と
そ
こ
で
私
た
ち
が
行
っ

て
い
る
活
動
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ

う
に
、
写
真
や
動
画
な
ど
を
活
用
し
て
広
く

伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
学

生
に
対
す
る
説
明
会
な
ど
で
は
写
真
や
動
画

を
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
が
、
言
葉
よ
り
も

よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
で
す
。
実
際
、
説
明

会
に
来
て
く
れ
た
学
生
の
多
く
は
自
分
に
何

が
で
き
る
の
か
が
わ
か
っ
て
不
安
も
な
く
な

り
、
毎
回
、
高
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
率
に

結
び
つ
い
て
い
ま
す
」（
永
山
）

　

３
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
写
真
は
、
永
山
た

ち
が
仙
台
市
若
林
区
で
２
０
１
２
年
９
月
に

片
付
け
た
土
地
が
、
２
か
月
後
に
は
早
く
も

農
地
と
し
て
再
生
し
た
様
子
だ
。
確
か
に
、

収
穫
量
も
わ
ず
か
で
あ
り
、
東
北
全
体
で
見

れ
ば
極
め
て
小
さ
な
成
果
だ
。
だ
が
、
離
農

者
が
増
加
す
る
東
北
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た

小
さ
な
変
化
の
積
み
重
ね
が
、
農
業
再
生
へ

の
希
望
に
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
と
永
山
は
期

待
す
る
。

 

「
現
状
を
甘
く
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、

希
望
を
失
っ
て
も
い
け
な
い
」。
そ
う
自
分

に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、
東
京
経
済
大
学
の

メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
抱

え
、
こ
れ
か
ら
も
被
災
地
に
赴
く
。

東京経済大学・
東日本大震災復興支援
職員有志の会会長
学生課
永山和彦

　南三陸町の壮大な地に見えるものは、瓦

礫の山、家の基礎部分、トラックや重機の

みで、１年前と何も変わっていないという

印象を受け、これが現実なのだなと思い知

らされました。土を掘れば掘るほどガラス

や生活用品などさまざまなものが出てきま

す。子どもたちが気軽に泥遊びできる日は、

いつになったらくるのだろうと思いました。

仙台市のボランティアセンターでは、地元

のおばあちゃんたちが作ったキーホルダー

が販売されていました。田畑を失い、仕事

を失った被災者の生きがいづくりも深刻な

問題だと感じました。（経営学部４年女子）

仕事を失った人
々の

生きがいづくり
も課題

　震災から１年半以上経ったいまでも、宮城県の南三陸町は人が住める状態ではありません。「被災」「復興」「ボランティア」といった言葉はすでに世間から遠のいてしまっているようですが、本当はいま、そしてこれからが大事なのだと思います。私も本当はもう少し早く行っていればと後悔の念もありますが、このタイミングで大学のボランティア活動に参加できて本当に良かったです。留学生とかかわりが持てたことも勉強にもなりました。次回は、もっと現地の方とたくさん交流したいと思っています。（経済学部４年男子）

震災から１年半を経て
これからが大事と実感

　瓦礫の仕分けや草むしりなどやるべきこ
とは山ほどあり、全然時間が足りません。
地面を掘れば生活用品などが出てくる現状
に心が痛みました。このような作業を現地
の方々にさせるのは酷だとも思いました。
被災地に対する「一緒に頑張ろう！」とい
う思いは、震災直後より風化しつつありま
す。私たちができるのは小さなことかもし
れませんが、微力は無力ではありません。
東経大がボランティア活動をした場所が畑
になったと聞き、感動しました。小さなこ
としかできなくても、少しでも力になりた
い、と思います。（コミュニケーション学
部２年女子）

できることは小さくても

微力は無力ではない

　地震が少ないベトナムから留学してきた

私にとって、今回のボランティアは貴重な

経験でした。寒い時期のせいかボランティ

アは少なく、被災地のことが忘れられてい

る感じがしました。復興までは時間がかか

ると思いますが、一人でも多くの人が被災

地のことを忘れずにいることが大切だと思

います。私は、自分の目で見て、聞いて、

考えたことをたくさんのベトナム人留学生

や日本に住んでいるベトナム人に伝えて支

援の輪を広げ、東北でのボランティア活動

を計画的に行えるようにしたいです。（経

営学部４年男子留学生）

留学生に支援の輪を広げ

支援を計画的に続けたい

学生たちが
見たもの・
感じたこと

震災から
1年半

知の拠点として

正
し
い

日
本
語
で
す
か
？

現
代
若
者

「
日
本
語
」

事
情

大
学
が
手
を
掛
け
て

書
く
力
を
鍛
え
る
こ
と
で
、

就
業
力
、
そ
し
て

現
代
社
会
を
生
き
抜
く
力
を
育
む

「
食
べ
れ
る
」

「
読
ま
さ
せ
て

い
た
だ
く
」

「
行
け
れ
る
」

う
え
の　

あ
さ
み
◎
東
担
当
科
目
は
「
日
本
文
学
Ⅰ
」「
日
本
語
表
現
Ⅰ
」「
文
章
表
現
基
礎
」。

専
門
は
日
本
中
世
文
学
、
説
話
文
学
、
仏
教
文
学
。

上
野 

麻
美 

東
京
経
済
大
学
経
済
学
部 

准
教
授
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き
て
い
る
か
ら
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
い
ま
ど
き
の
中
・

高
生
は
、
学
校
の
先
生
に
対
し
て
も
「
タ
メ
口
」
が
珍
し

く
な
い
と
聞
き
ま
す
。
せ
い
ぜ
い
、「
で
す
」「
ま
す
」
で

結
ぶ
く
ら
い
で
す
。
こ
れ
で
は
、
敬
語
は
な
か
な
か
身
に

つ
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
テ
レ
ビ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」「
れ

足
す
言
葉
」
が
横
行
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
い
ま
の
学

生
は
、
本
を
読
む
と
い
っ
て
も
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ズ
や
ケ
ー

タ
イ
小
説
な
ど
、
話
し
言
葉
に
近
い
文
章
で
書
い
て
あ
る

も
の
ば
か
り
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し
、
な
ん

で
も
「
検
索
」
で
き
る
時
代
、
自
分
の
興
味
を
満
た
す
た

め
に
時
間
を
か
け
て
一
冊
の
本
を
読
む
必
要
性
も
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
学
生
の
み
な
ら
ず
現
代
人
の
日
常
に
、

じ
っ
く
り
と
書
物
に
向
き
合
う
時
間
、
知
的
な
ゆ
と
り
が

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
感
じ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
社
会
に
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
章
表
現

基
礎
の
授
業
で
、
正
し
い
日
本
語
を
指
導
す
る
こ
と
は
、

学
生
の
成
長
に
と
っ
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
授
業
で
学

ん
だ
敬
語
を
使
っ
て
、
目
上
の
人
に
あ
て
た
手
紙
文
を
書

く
練
習
を
す
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
経
験
は
就
職
活
動

に
も
生
か
せ
る
で
し
ょ
う
し
、
実
際
に
仕
事
を
し
て
い
く

う
え
で
も
役
立
つ
は
ず
で
す
。
過
去
に
文
章
表
現
基
礎
を

履
修
し
た
学
生
が
、
就
職
活
動
を
行
う
中
で
、「
あ
の
授

業
で
学
ん
だ
こ
と
が
役
立
っ
て
い
る
と
実
感
し
て
い
ま

す
」
と
私
に
話
を
し
て
く
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。手

を
掛
け
れ
ば

書
く
力
は
高
ま
っ
て
い
く

　

文
章
表
現
基
礎
で
は
、
文
章
を
書
く
指
導
も
行
い
ま
す
。

日
本
語
検
定
試
験
の
勉
強
を
通
し
て
日
本
語
の
運
用
能
力

を
身
に
つ
け
た
ら
、
そ
の
能
力
を
使
っ
て
、
自
分
の
意
見

を
論
理
的
に
表
明
す
る
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
な
ろ
う
、

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

い
き
な
り
長
い
文
章
は
書
く
の
は
大
変
で
す
か
ら
、
最

初
は
６
０
０
字
の
小
論
文
か
ら
始
め
ま
す
。
最
初
の
う
ち

は
、
学
生
が
書
く
小
論
文
は
説
明
不
足
で
、
ひ
と
り
よ
が

り
な
も
の
が
目
立
ち
ま
す
。
書
い
て
い
る
本
人
に
は
わ
か

る
の
だ
ろ
う
が
、
第
三
者
が
読
む
と
何
が
言
い
た
い
の
か

が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
文
章
で
す
。
ま
た
、
意
見
を
述
べ

る
に
当
た
っ
て
は
そ
の
根
拠
を
示
す
よ
う
に
指
導
し
ま
す

が
、
根
拠
の
つ
も
り
で
示
し
た
も
の
が
実
は
根
拠
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
私
は
「
主
語
が
抜
け
て
い
る
か
ら
誰
の
行
動
か

が
わ
か
ら
な
い
」「
そ
う
考
え
る
根
拠
が
ど
こ
に
も
書
か

れ
て
い
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
学
生
の
書
い
た
文
章
を

細
か
く
添
削
し
ま
す
。
甘
い
目
で
見
れ
ば
「
き
っ
と
こ
う

い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
」
と
察
す
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
す
が
、
あ
え
て
意
地
悪
に
指
摘
す
る
わ
け
で
す
。

赤
ペ
ン
で
た
く
さ
ん
修
正
指
示
や
疑
問
を
書
き
込
ん
で
、

同
じ
文
章
を
合
格
す
る
ま
で
何
回
も
書
き
直
さ
せ
ま
す
。

最
初
に
書
く
と
き
は
授
業
時
間
内
に
書
く
よ
う
に
指
導
し

ま
す
が
、
書
き
直
し
は
宿
題
で
す
。
合
格
印
が
押
さ
れ
な

い
限
り
、
何
度
で
も
家
で
書
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ま
で
で
最
多
は
７
回
の
書
き
直
し
で
し
た
。

　

書
き
直
し
は
教
師
に
と
っ
て
も
学
生
に
と
っ
て
も
大
変

で
す
。
し
か
し
、
書
き
直
す
過
程
で
こ
そ
、
文
章
を
書
く

力
が
身
に
つ
い
て
い
き
ま
す
。
添
削
さ
れ
て
赤
だ
ら
け
に

な
っ
た
文
章
を
た
だ
眺
め
て
「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
か
」
と

理
解
す
る
だ
け
で
は
、
書
く
力
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
教

え
る
側
が
手
を
掛
け
て
、
学
生
自
身
に
自
分
の
文
章
が
ど

う
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
だ
か
ら
、
授
業
で
は
、
赤
が
入
っ
た
原
稿
の
上
に
書

き
直
し
た
原
稿
を
重
ね
て
い
き
、
ホ
チ
キ
ス
で
と
め
さ
せ

て
い
ま
す
。

　

課
題
を
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
、
学
生
が
書
き
直
す
回

数
は
確
実
に
減
り
、
添
削
に
か
か
る
教
師
の
手
間
も
だ
ん

だ
ん
減
っ
て
い
き
ま
す
。
１
回
で
合
格
す
る
学
生
も
出
て

き
ま
す
。
こ
ち
ら
が
手
を
か
け
れ
ば
、
学
生
の
書
く
力
は

確
実
に
高
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。

社
会
全
体
の
伝
え
る
力
が

低
下
し
て
い
る

　

文
章
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
苦
手
意
識
を
克
服
さ
せ
よ

う
と
、
い
ま
、
ど
の
大
学
で
も
レ
ポ
ー
ト
を
た
く
さ
ん
課

し
て
い
ま
す
。
レ
ポ
ー
ト
を
課
す
こ
と
は
確
か
に
大
切
な

こ
と
で
す
が
、
た
く
さ
ん
書
け
ば
そ
れ
だ
け
で
う
ま
く
な

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
学
生
が
い
つ
ま
で
も
う
ま
く
書
け

な
い
ま
ま
な
ら
、
教
師
は
「
最
近
の
学
生
に
は
や
は
り
文

章
力
が
な
い
」
と
嘆
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

学
生
も
、
自
分
の
文
章
が
よ
く
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
る
け
れ
ど
、
よ
く
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

が
わ
か
ら
ず
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
さ
ら
に
苦
手
意
識
を

持
っ
て
卒
業
し
て
し
ま
う
⋮
⋮
。
そ
ん
な
悪
循
環
を
早
期

に
断
ち
切
る
た
め
に
も
、
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
か
を
学
生

が
丁
寧
に
教
わ
り
、
正
し
い
書
き
方
の
練
習
を
積
む
機
会

を
大
学
が
意
図
的
に
設
け
る
必
要
が
、
い
ま
日
本
の
大
学

に
は
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

学
生
の
書
く
力
の
低
下
に
は
、
社
会
的
な
背
景
が
あ
る

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
普
段
か
ら
友
だ
ち
同
士
で
「
私

は
こ
う
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
⋮
⋮
」
と
意
見
を
交
わ
し
て

い
れ
ば
、
意
見
と
根
拠
を
セ
ッ
ト
で
述
べ
る
習
慣
が
自
然

と
身
に
つ
く
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
い
ま
の
学
生
は
友
だ
ち
と
の
間
で
議
論
す
る

こ
と
が
減
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
こ

と
に
対
し
て
意
見
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ

ど
、
友
だ
ち
と
熱
く
意
見
を
ぶ
つ
け
合
う
機
会
が
少
な
い

よ
う
で
す
。
い
ま
、
私
た
ち
の
社
会
は
原
発
の
問
題
な
ど
、

じ
っ
く
り
と
腰
を
据
え
て
話
し
合
う
べ
き
課
題
を
多
く
抱

え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
、

意
見
と
と
も
に
根
拠
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
若
者
を
育

て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
学
生
に
限
ら
ず
、
根
拠
を
述
べ
ず
に
意
見
だ
け

を
通
そ
う
と
す
る
人
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
強
い
言

検
定
問
題
に

挑
戦
！

日
本
語
検
定
に
は
、
小
学
校
低
学
年
か
ら
社
会
人
ま
で
を
対
象
に
、

１
～
７
級
の
試
験
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
高
校
生
・
大
学
生
・
社
会
人
を

主
な
対
象
と
す
る
３
級
︵
中
級
Ⅰ
︶
の
問
題
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
問
題
／
敬
語

【
　
　
　
】
の
よ
う
な
場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
（
　
　
）
部
分
は
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
最
も
適
切

な
も
の
を
選
ん
で
、
①
〜
③
の
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
問
一
　【
取
引
先
に
、
打
ち
合
わ
せ
を
要
望
す
る
】

　
　
　
　
よ
ろ
し
け
れ
ば
来
週
中
に
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）。

　
　
　
　
①
　
お
目
に
か
か
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か

　
　
　
　
②
　
お
目
に
か
か
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か

　
　
　
　
③
　
お
会
い
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か

　
問
二
　【
医
者
が
、
患
者
に
指
示
す
る
】

　
　
　
　
あ
せ
ら
ず
ご
自
分
の
ペ
ー
ス
で
リ
ハ
ビ
リ
を
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）。

　
　
　
　
①
　
い
た
し
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
②
　
さ
れ
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
③
　
な
さ
ら
れ
て
く
だ
さ
い

■
問
題
／
文
法

　
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
、

│
部
分
の
言
い
方
は
適
切
で
し
ょ
う
か
。
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
○
、
適
切
で
な
い
場
合

に
は
×
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
問
一
　
旅
行
代
金
の
計
算
に
は
、
空
港
使
用
料
も
含
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
問
二
　
ふ
だ
ん
料
理
を
し
な
い
彼
に
、
釣
っ
た
魚
を
さ
ば
か
せ
た
の
は
、
間
違
い
だ
っ
た
。

　
問
三
　
三
浦
く
ん
に
交
渉
を
任
せ
れ
ば
、
相
手
方
を
ち
ゃ
ん
と
説
得
し
て
こ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 ※

各
問
の
正
解
は
、
10
ペ
ー
ジ
下
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
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葉
で
押
し
通
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
け
れ
ば
激

昂
し
、
最
後
に
は
「
ど
う
せ
あ
い
つ
に
は
わ
か
ら
な
い
」

と
断
絶
す
る
。
近
頃
の
社
会
は
ど
う
も
ぎ
す
ぎ
す
し
て
い

る
と
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
伝
え
る

力
の
低
下
と
社
会
の
あ
り
よ
う
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

大
人
た
ち
の
中
に
は
「
勉
強
し
な
い
学
生
が
ダ
メ
な
の

だ
」
と
、
問
題
を
学
生
個
人
の
問
題
に
し
て
し
ま
う
人
も

い
ま
す
。
し
か
し
い
ま
の
学
生
は
、
普
通
に
生
活
し
て
い

る
限
り
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
育
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
東
日
本
大
震
災
以
降
の
学
生
た
ち
の
行
動

を
見
て
も
、
学
生
た
ち
に
は
社
会
貢
献
の
意
識
は
あ
り
、

ま
た
、
も
っ
と
世
の
中
を
よ
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を

持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
意
見
は
あ
る
け
れ

ど
、
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
の
方
法
を
知
ら
な
い
、
そ
う
い

う
か
わ
い
そ
う
な
状
況
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

書
く
力
が
学
生
の
学
び
を

豊
か
に
す
る

　

１
年
次
に
論
理
的
な
文
章
を
書
く
訓
練
を
積
む
こ
と
で
、

就
職
後
に
必
要
な
社
会
人
基
礎
力
が
身
に
つ
く
だ
け
で
な

く
、
２
年
次
以
降
の
大
学
の
学
び
も
豊
か
に
な
り
ま
す
。

　

実
際
、
授
業
を
受
け
る
中
で
、
長
い
文
章
を
書
く
こ
と

に
対
す
る
抵
抗
が
学
生
た
ち
か
ら
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

長
い
文
章
が
書
け
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
と
、
学
生
に
自
信
が
生
ま
れ
ま
す
。
ほ
か
の
授
業
で

課
さ
れ
る
レ
ポ
ー
ト
に
も
自
信
を
持
っ
て
臨
め
る
は
ず
で

す
。

　

何
も
指
示
し
な
い
で
自
由
に
文
章
を
書
か
せ
る
と
、
段

落
を
分
け
な
い
で
延
々
と
書
く
学
生
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
学
生
の
文
章
は
、
た
だ
思
い
つ
い
た
こ
と

を
そ
の
ま
ま
書
き
連
ね
て
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
学
生

の
思
考
の
中
に
「
段
落
」
が
必
要
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
授
業
を
通
し
て
段
落
と
い
う
も
の
の
存
在
を

強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ど
う
い
う
順
序
で
考
え

を
述
べ
る
と
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
か
が
わ
か
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
頭
の
中
で
も
、
序
論
、
本
論
、
結
論
と
い
っ

た
よ
う
に
論
理
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

学
生
は
、
本
学
で
の
４
年
間
で
授
業
や
サ
ー
ク
ル
な
ど

で
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
、
多
く
を
学
ぶ
は
ず
で
す
。
就

職
試
験
で
は
面
接
や
論
文
を
通
し
て
そ
れ
を
他
者
に
伝
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
せ
っ
か
く
よ
い
経
験
を
し
、
素

晴
ら
し
い
気
づ
き
を
得
た
の
に
、
そ
れ
を
相
手
に
う
ま
く

伝
え
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で

す
。

　

私
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お

い
て
も
、
日
本
語
の
文
章
を
し
っ
か
り
書
け
る
力
は
重
要

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。「
国
語
力
の
あ
る
人
は
英

語
力
も
高
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
学
の
英
語
の
先
生
と

お
話
し
し
て
も
意
見
が
一
致
し
ま
す
。
日
本
語
の
文
章
を

し
っ
か
り
書
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
考
え
た
こ
と

を
言
葉
で
説
明
す
る
訓
練
が
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
が
使
う
言
語
が
日
本
語
か
ら
英
語
に
な
る
だ
け
の
話

だ
か
ら
で
す
。

　

数
学
者
の
藤
原
正
彦
氏
が
著
書
﹃
祖
国
と
は
国
語
﹄（
新

潮
社
）
の
中
で
「
英
語
が
話
せ
る
日
本
人
は
確
か
に
増
え

た
が
、
内
容
の
な
い
浅
薄
な
会
話
を
た
だ
英
語
で
す
る
よ

う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い
ま
す
。
流
暢
な
英
語
だ
け
れ
ど
、
内
容
の
浅
い
こ
と

を
話
さ
れ
る
よ
り
も
、
た
と
え
拙
い
英
語
で
あ
っ
て
も
、

考
え
抜
い
た
し
っ
か
り
し
た
意
見
を
述
べ
る
人
の
話
に
耳

を
傾
け
た
い
⋮
⋮
ど
ん
な
国
の
人
で
あ
っ
て
も
、
知
的
な

人
ほ
ど
き
っ
と
そ
う
考
え
る
は
ず
で
す
。

　

し
っ
か
り
考
え
抜
い
た
意
見
を
、
相
手
に
わ
か
る
よ
う

な
言
葉
で
伝
え
ら
れ
る
力
を
学
生
に
養
う
こ
と
で
、
グ
ロ

ー
バ
ル
社
会
を
生
き
る
た
め
の
自
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
思

考
の
根
幹
を
育
て
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

■
正
解
■　

【
敬
語
】
問
一
…
①　

問
二
…
②　
　
【
文
法
】
問
一
…
×　

問
二
…
○　

問
三
…
○

農
業
の
視
点
か
ら

国
分
寺
の
魅
力
を
発
信
！

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
学
を
学
ぶ
福
士
ゼ
ミ

は
２
０
１
２
年
度
、
二
つ
の
学
内
Ｇ
Ｐ
（
グ

ッ
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
を
地
域
・
社
会
貢

献
領
域
に
お
い
て
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
の
一
つ
が
、
昨
年
11
月
18
日
に
開
催
さ
れ

た
「
Ｎ-

１
グ
ラ
ン
プ
リ
～
国
分
寺
野
菜
を

使
っ
た
レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
」
で
す
。
Ｎ-

１
の
Ｎ
は
「
農
業
」。
地
元
・
国
分
寺
産
の

野
菜
を
生
か
し
た
レ
シ
ピ
（
調
理
法
）
を
市

民
か
ら
募
り
、
最
優
秀
賞
（
商
品
券
３
万
円

分
）
１
作
と
、
優
秀
作
（
同
１
万
円
分
）
２

作
を
決
め
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

国
分
寺
は
中
央
線
が
止
ま
る
利
便
性
を
持

ち
な
が
ら
、
農
家
の
軒
先
で
地
場
野
菜
が
売

ら
れ
て
い
る
風
景
も
目
に
で
き
る
自
然
豊
か

な
町
で
す
。
し
か
し
近
年
、
農
業
従
事
者
の

高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、
宅
地
化
な
ど
を
背

景
に
、
国
分
寺
の
農
業
は
年
々
衰
退
し
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
中
、
国
分
寺
産
の
野
菜
を
使

っ
た
レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
を
行
う
こ
と
で
、

地
元
野
菜
の
魅
力
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
お

う
と
福
士
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
は
考
え
ま
し
た
。

 

「
福
士
ゼ
ミ
で
は
、
行
政
と
市
民
と
の
討
論

会
﹃
ぶ
ん
じ
と
ー
く
﹄
の
企
画
運
営
も
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
場
で
ゼ
ミ
生
が
﹃
立
川
の

う
ど
、
小
平
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
、
国

分
寺
を
代
表
す
る
野
菜
を
発
掘
し
、
地
域
資

源
と
し
て
確
立
し
た
い
﹄
と
構
想
を
語
っ
た

と
こ
ろ
、
国
分
寺
市
経
済
課
の
か
た
が
興
味

を
も
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
」
と
、「
Ｎ-

１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
の
責
任
者
で
あ
る
石
川
貴

明
さ
ん
（
経
済
学
部
３
年
）
は
、
イ
ベ
ン
ト

誕
生
の
経
緯
を
説
明
し
ま
す
。

　

グ
ラ
ン
プ
リ
会
場
は
Ｊ
Ａ
東
京
む
さ
し
・

国
分
寺
支
店
。
地
域
で
飲
食
店
を
営
む
方
や

料
理
教
室
の
主
宰
者
、
野
菜
ソ
ム
リ
エ
な
ど

「
食
の
プ
ロ
」
を
審
査
員
に
招
き
、
観
覧
者

東経大の
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学
生
目
線
の
ま
ち
お
こ
し
で

﹁
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
﹂
か
ら
﹁
地
域
を
つ
く
る
大
学
﹂
へ

⋮
⋮
東
京
経
済
大
学
で
も
国
分
寺
市
民
と
と
も
に
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
学
生
ら
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
と
軽
や
か
な
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
﹁
学
生
の
地
域
貢
献
﹂
を
考
え
、
実
行
す
る
福
士
正

博
・
経
済
学
部
教
授
の
ゼ
ミ
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

も
っ
と元
気

地元の主婦や学生などから応募されたレシピは
書類審査を経て、本戦へ。福士ゼミの学生は企
画から運営までをすべて取り仕切りました。

最優秀賞は「ごちそう野菜
椀」。多種類の国分寺産の
野菜が使われ、しかも素材
が味が活かされていると審
査員、一般参加者から大好
評でした。

「学外の人とかかわり、社
会で求められるコミュニケ
ーション能力がなにかがわ
かった気がします」経済学
部３年　石川貴明さん

N-1グランプリ

地元の主婦や学生などから応募されたレシピは
書類審査を経て、本戦へ。福士ゼミの学生は企
画から運営までをすべて取り仕切りました。

最優秀賞は「ごちそう野菜
椀」。多種類の国分寺産の
野菜が使われ、しかも素材

査員、一般参加者から大好
評でした。

国
分
寺
を

に
！




