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り
、
聞
い
た
り
、
試
し
た
り
の
三
つ
の
知
恵
で
ま

と
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
切
な

の
は
試
し
た
り
で
あ
る
」と
は
、
自
動
車
メ
ー
カ

ー
・
ホ
ン
ダ
の
創
業
者
・
本
田
宗
一
郎
の
言
葉
だ

（『
本
田
宗
一
郎　

夢
を
追
い
続
け
た
知
的
バ
ー
バ

リ
ア
ン
』Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）▼
松
下
電
器（
現
パ
ナ

ソ
ニ
ッ
ク
）の
創
業
者
・
松
下
幸
之
助
は「
と
に
か

く
考
え
て
み
る
こ
と
、
く
ふ
う
し
て
み
る
こ
と
、

そ
し
て
や
っ
て
み
る
こ
と
。失
敗
す
れ
ば
や
り
な

お
せ
ば
い
い
」（『
道
を
ひ
ら
く
』同
）と
の
言
葉
を

残
す
。少
年
期
か
ら
実
践
を
重
ね
、日
本
の
も
の
づ

く
り
の
礎
を
作
っ
た
２
人
。そ
の
言
葉
は
重
い
▼

指
先
一
つ
で
答
え
が
容
易
に
見
つ
か
り
、何
事
も

「
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
」と
逃
げ
た
く
な
る
時
代
だ

が
、実
践
を
伴
わ
な
い
成
長
は
な
い
。松
下
は
続
け

る
。「
失
敗
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
よ
り
も
、
生
活
に

く
ふ
う
の
な
い
こ
と
を
恐
れ
た
方
が
い
い
」
と
。

　

今
年
は「
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

」の
年
。
諸
説
あ
る
が「
壬
寅
」

は
、
芽
吹
き
始
め
や
新
し
い
成
長
の
礎
を
意
味
す

る
と
か
。
そ
う
し
た
１
年
を
期
待
す
る
人
も
多
い

だ
ろ
う
▼
人
へ
の
投
資
―
。
こ
う
し
た
言
葉
が
昨

年
末
か
ら
政
治
経
済
の
話
題
で
目
に
付
く
。
具
体

的
に
は
賃
上
げ
や
成
長
分
野
へ
の
労
働
移
動
の
円

滑
化
、
人
材
育
成
な
ど
が
挙
が
る
よ
う
だ
▼
国
や

企
業
が
、
い
か
に
良
い
制
度
を
作
ろ
う
と
も
、
人

に
新
た
な
成
長
を
求
め
る
力
が
な
け
れ
ば
成
果
は

上
が
ら
な
い
。
中
国
の
書
物
『
管
子
』
に
は「
終
身

の
計
は
人
を
樹う

う
る
に
如
く
は
な
し
」と
あ
る
。

国
家
が
い
か
に
人
を
育
て
る
か
、
人
は
い
か
に
良

く
生
き
る
か
。
そ
の
最
適
解
を
見
つ
け
る
ヒ
ン
ト

を
先
人
の
言
葉
か
ら
探
り
た
い
▼「
人
生
は
見
た

屋
の
上
は
、
霜
ふ
か
ゝ
ら
む
。

　
　

會
津
の
山　

思
ひ
た
へ
居
り
。

　
　
　
　
　
　
　

夜
は
の
湯
槽
に

（「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」）

釈　

迢
空

「
蒜
の
葉
」

４・５面に関連記事

　

令
和
４
年
が
幕
を
開
け
た
。
オ

ミ
ク
ロ
ン
株
の
急
速
な
拡
大
で
、

出
口
が
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
。
影

響
が
長
引
く
一
方
、
足
元
を
見
つ

め
直
し
、
新
た
な
道
を
模
索
す
る

動
き
も
続
く
。

　

国
学
院
大
学
の
卒
業
生
（
院

友
）
で
、
昨
年
４
月
に
奈
良
国
立

博
物
館
（
奈
良
博
）
館
長
に
就
任

し
た
井
上
洋
一
さ
ん
（
昭
60
修
・

93
期
博
後
史
、
昭
57
修
・
90
期
博

前
史
、
昭
54
卒
・
87
期
史
）。
２

年
以
上
に
及
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
に
「
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
人
と
人
と

の
ふ
れ
あ
い
の
機
会
を
奪
い
、
隣

人
や
家
族
、
大
切
な
人
の
存
在
を

思
い
出
さ
せ
た
」
と
語
っ
た
。

　

人
類
の
記
憶
が
凝
縮
さ
れ
た
文

化
遺
産
を
守
り
、
後
世
へ
と
伝
え

る
役
目
を
担
う
博
物
館
は
、
私
た

ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。
歴
史
、
伝
統
、
文
化
だ

け
で
な
く
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
人

間
の
愚
か
さ
、
平
和
の
尊
さ
も

―
。
そ
し
て
、
訪
れ
る
人
々
の
感

性
を
豊
か
に
し
、
生
き
る
た
め
の

知
恵
や
、
力
強
く
生
き
続
け
る
勇

気
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

博
物
館
は
単
な
る
「
知
の
宝

庫
」
で
は
な
い
。
精
神
的
な
豊
か

さ
や
生
活
の
質
の
向
上
を
重
視
す

る
、
平
和
で
自
由
な
成
熟
社
会
を

根
底
か
ら
支
え
る
哲
学
を
創
造
す

る
原
動
力
に
な
る
。
コ
ロ
ナ
後
の

社
会
を
展
望
し
た
時
、
異
な
る
価

値
観
を
持
っ
た
人
た
ち
が
作
り
上

げ
る
歴
史
を
互
い
に
認
め
合
う
文

化
の
醸
成
に
、
博
物
館
が
果
た
す

役
割
は
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
、
多
様
性
を
認
め

合
い
、
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成

へ
と
繫
が
る
は
ず
だ
。
井
上
さ
ん

は
言
う
。「
私
た
ち
博
物
館
で
働

く
者
は
、
文
化
の
力
で
人
の
心
を

救
う
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

な
の
だ
」

　

新
し
い
年
の
訪
れ
を
祝
う
歳
旦
祭
（
斎
主

・
北
澤
薫
神
殿
奉
斎
員
〔
神
道
研
修
事
務
部

長
〕）が
１
月
１
日
、
国
学
院
大
学
渋
谷
キ
ャ

ン
パ
ス
神
殿
で
執
り
行
わ
れ
た
。
当
日
は
、

佐
栁
正
三
理
事
長
、
針
本
正
行
学
長
を
は
じ

め
、
法
人
諸
学
校
の
役
教
職
員
と
学
生
ら
が

参
列
し
た
。
昨
年
に
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
予
防
対
策
と
し
て
、
来
賓
ら

の
参
列
は
見
送
ら
れ
、
人
数
を
限
定
し
て
の

執
行
と
な
っ
た
。
祭
典
で
は
斎
主
が
祝
詞
を

奏
上
し
、
今
年
１
年
の
平
安
と
本
法
人
の
隆

昌
、
コ
ロ
ナ
禍
の
早
期
収
束
を
祈
念
し
た
。

　

祭
典
終
了
後
、
挨
拶
に
立
っ
た
佐
栁
理
事

長
は
「
私
立
学
校
は
大
変
な
危
機
に
直
面
し

て
い
る
。
18
歳
人
口
の
減
少
を
は
じ
め
と
す

る
諸
問
題
に
果
敢
に
挑
戦
し
、
積
極
的
な
改

革
を
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
何
事
に

お
い
て
も
教
職
員
一
人
一
人
の
力
が
大
き
な

力
と
な
る
。
一
致
団
結
し
て
『
オ
ー
ル
国
学

院
』
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
歩
ん
で
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。
続
い
て
、
針
本
学
長
は

「（
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
）
教
育
の
あ
り
方

が
問
わ
れ
た
２
年
間
だ
っ
た
。
今
年
は
創
立

1
4
0
周
年
を
迎
え
る
。
伝
統
に
寄
り
添
い

な
が
ら
新
た
な
大
学
像
を
目
指
し
た
い
」
と

挨
拶
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
経
験
を
糧
に

「
異
文
化
を
認
め
合
う
社
会
に
」

奈
良
国
立
博
物
館
館
長
井
上
洋
一
さ
ん

飛
躍
す
る
院
友

新
春
に

く聞

歳
旦
祭
を
斎
行
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「
張は

り

子こ

の
虎
」
と
い
う
民
具
は
、
古
く

か
ら
端
午
の
節
供
や
八
朔
祭
の
縁
起
物
と

さ
れ
、
香
川
県
三
豊
市
は
そ
の
生
産
地
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ピ
ン
と
張
っ
た
ヒ

ゲ
や
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
る
振
り
子
式
の
首

な
ど
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿
は
誰
も
が

見
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
張
子
の
虎
の
起
源
と
し
て
伝
え
ら

れ
る
の
が
、
大
阪
市
中
央
区
道ど

修し
ょ
う

町
に

鎮
座
す
る
少

す
く
な

彦ひ
こ

名な

神
社
の
神
農
祭
で
あ

る
。
文
政
５
（
１
８
２
２
）
年
、
コ
レ
ラ

が
大
阪
で
流
行
し
た
際
に
、
薬
種
仲
間
が

病
除
け
の
薬
と
し
て
「
虎こ

頭と
う

殺さ
つ

鬼き

雄お

黄う

圓え
ん

」
と
い
う
丸
薬
を
作
っ
て
「
神
虎
」

（
張
子
の
虎
）
の
御
守
と
と
も
に
神
前
祈

願
の
後
に
奉
納
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と

い
わ
れ
る
。
安
政
５
（
１
８
５
８
）
年
に

も
コ
レ
ラ
が
流
行
し
、
そ
の
際
に
こ
の
薬

に
添
え
ら
れ
た
効
能
を
記
す
文
書
が
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
に
ち
な
む
少
彦
名

神
社
の
神
農
祭
に
は
、「
神
虎
笹
」
と
い

う
縁
起
物
が
授
与
さ
れ
る
。
五
葉
笹
に
、

張
子
の
虎
と
少
彦
名
神
社
の
お
札
を
つ
け

た
も
の
と
し
て
授
与
さ
れ
、
家
内
安
全
・

無
病
息
災
の
御
守
と
さ
れ
て
い
る
。
中

国
の
本
草
書
『
証
類
本
草
』
に
は
、「
虎

骨
」
が
去
風
湿
薬
と
し
て
リ
ウ
マ
チ
、
関

節
炎
、
痛
風
な
ど
に
応
用
さ
れ
、
筋
骨
を

強
壮
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
虎
は
日
本
に
は
棲
息
し
な

い
動
物
な
の
で
、
こ
の
中
国
の
伝
承
が
伝

来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
虎
頭
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、『
紫
式
部
日
記
』
に
新
生
児
を
産
湯

に
入
れ
る
際
に
「
虎
の
頭
」
が
用
意
さ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、

虎
は
古
く
か
ら
鬼
や
邪
気
を
退
け
、
風
を

支
配
す
る
瑞
獣
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の

で
、
そ
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

三
陸
沿
岸
、
と
り
わ
け
岩
手
県

石
市

・
大
槌
町
に
は
多
く
の
虎
舞
と
い
う
民
俗

芸
能
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
伝
統
的

な
芸
能
で
も
あ
る
が
、
近
年
、
青
年
層
の

人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
承
団
体
が
結
成
さ
れ

た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
地
域
で
は
青
壮
年
男
子
が
好
む
民
俗

芸
能
と
な
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
の

あ
と
、瓦が

礫れ
き

が
積
み
上
が
っ
た
被
災
地
で
、

復
興
を
願
う
人
々
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た

虎
舞
の
姿
が
世
界
中
に
発
信
さ
れ
、感
動

を
呼
ん
だ
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。

　

虎
は
人
々
の
災
厄
を
祓
い
、
人
々
を
勇

気
づ
け
る
瑞
獣
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
人

々
に
信
仰
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

少彦名神社（大阪市）で御守の張子の虎が付けられた
笹飾りを受け取る参拝者（共同通信提供）

岩手県大槌町の吉里吉里祭りでの吉里吉里虎舞
（和藤内の虎退治） ※筆者提供（平成25年撮影）

災
厄
を
払
う
虎
文
学
部
教
授
大
石
泰
夫

柔道男子日本代表・鈴木監督が来校  佐栁理事長らを表敬
　

２
０
０
４
年
の
ア
テ
ネ
五
輪
柔
道

男
子
１
０
０
㎏
超
級
の
金
メ
ダ
リ
ス

ト
で
、
昨
年
10
月
に
柔
道
男
子
日
本

代
表
監
督
に
就
任
し
た
鈴
木
桂
治
氏

（
国
士
舘
大
教
授
＝
写
真
前
列
中
央

＝
）
が
12
月
22
日
、
佐
栁
正
三
理
事

長
ら
役
員
を
表
敬
訪
問
し
た
。

　

２
年
後
に
迫
る
パ
リ
五
輪
に
向
け

て
選
手
強
化
を
進
め
る
柔
道
の
男
子

日
本
代
表
に
は
、
国
学
院
大
学
柔
道

部
の
川
上
智
弘
コ
ー
チ
が
ジ
ュ
ニ
ア

コ
ー
チ
と
し
て
新
た
に
加
わ
っ
て
い

る
。
鈴
木
監
督
は
出
迎
え
た
佐
栁
理

事
長
、
針
本
正
行
学
長
、
大
村
秀
司

常
務
理
事
に
「
東
京
五
輪
で
は
（
日

本
代
表
チ
ー
ム
の
練
習
会
場
と
し
て

た
ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
柔
道
場

の
提
供
な
ど
）
た
く
さ
ん
の
協
力
を

い
た
だ
い
た
。
今
回
、
川
上
コ
ー
チ

に
は
ジ
ュ
ニ
ア
の
コ
ー
チ
と
し
て
選

手
の
育
成
に
力
を
貸
し
て
も
ら
い
た

い
」
と
挨
拶
。
佐
栁
理
事
長
は
「
要

請
が
あ
れ
ば
今
後
も
協
力
し
て
い

く
。（
川
上
コ
ー
チ
の
起
用
は
）
願

っ
て
も
な
い
機
会
で
あ
り
が
た
い
お

話
だ
」と
応
じ
た
。

　

表
敬
訪
問
を
終
え
た
鈴
木
監
督
は

「
川
上
コ
ー
チ
は
技
術
面
、
柔
道
が

好
き
だ
と
い
う
根
本
、
精
神
面
で
指

導
力
が
あ
る
。
シ
ニ
ア
の
強
化
選

手
、
日
本
代
表
の
候
補
に
一
人
で
も

多
く
挙
げ
る
た
め
に
ジ
ュ
ニ
ア
の
指

導
は
一
番
大
事
だ
。
多
く
の
学
び
を

受
け
止
め
て
ジ
ュ
ニ
ア
の
育
成
だ
け

で
な
く
シ
ニ
ア
代
表
ク
ラ
ス
の
選
手

に
も
指
導
が
で
き
る
よ
う
成
長
し
て

も
ら
い
た
い
」
と
話
し
た
。

　

新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
御
祝
詞
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、
皇
典
講
究
所
の
創
立
か

ら
１
４
０
周
年
と
な
る
、
節
目
の
年

に
当
た
り
ま
す
。
い
ま
だ
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
が
続
い
て
お
り

ま
す
が
、
本
法
人
は
「
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
経
済
的
困
窮
を
起
因
と
す
る
退

学
者
は
一
人
も
出
さ
な
い
」
と
い
う

強
い
決
意
の
も
と
、
引
き
続
き
学
生

生
徒
園
児
ら
が
安
心
し
て
学
べ
る
学

園
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

も
、
昨
年
は
本
法
人
に
と
っ
て
う
れ

し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
い
く
つ
も
続
き
ま

し
た
。
ま
ず
１
つ
目
は
、
人
文
・
社

会
科
学
系
学
部
中
心
で
あ
っ
た
大
学

に
、
文
理
融
合
型
の
「
観
光
ま
ち
づ

く
り
学
部
」
の
設
置
が
認
可
さ
れ
、

４
月
か
ら
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す

こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
建
学
の

精
神
で
あ
る
「
本も

と

ヲ
立
ツ
ル
」
に
立

ち
還
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
通
し
て
、

日
本
の
再
生
、
発
展
に
寄
与
で
き
る

も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

２
つ
目
は
、
本
法
人
参
与
で
、
日

本
を
代
表
す
る
歌
人
の
お
一
人
で
あ

る
、
本
学
名
誉
教
授
の
岡
野
弘
彦
先

生
が
、
令
和
３
年
度
文
化
勲
章
を
受

章
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
本
学
卒
業
生

初
の
受
章
で
あ
り
、
前
年
度
の
本
法

人
顧
問
・
澄
川
喜
一
先
生
に
続
き
、

２
年
連
続
で
本
法
人
関
係
者
の
受
章

と
な
り
ま
し
た
。

　

３
つ
目
は
、
課
外
活
動
で
目
覚
ま

し
い
活
躍
が
続
き
、
国
学
院
の
名
が

全
国
に
広
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
大
学

の
陸
上
競
技
部
が
出
雲
駅
伝
と
全
日

本
大
学
駅
伝
で
４
位
、
硬
式
野
球
部

が
東
都
リ
ー
グ
春
・
秋
連
覇
に
加
え

明
治
神
宮
大
会
ベ
ス
ト
４
、
柔
道
部

が
全
日
本
学
生
柔
道
体
重
別
選
手
権

で
２
階
級
優
勝
。
久
我
山
高
校
で
は

野
球
部
の
秋
季
東
京
大
会
優
勝
に
よ

る
４
度
目
の
春
の
セ
ン
バ
ツ
出
場
が

確
実
視
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、

陸
上
競
技
部
、
ラ
グ
ビ
ー
部
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
が
全
国
大
会
出
場

を
果
た
し
ま
し
た
。
今
後
も
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
に
も
力
を
注
い
で
ま
い
り

ま
す
。

　

私
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
ま
す

ま
す
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、

春
に
は
創
立
１
５
０
年
に
向
け
「
伝

統
に
立
つ
改
革
、
そ
し
て
未
来
へ
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
下
、
新
た
な
中
期

計
画
を
発
表
い
た
し
ま
す
。
固
い
絆

で
結
ば
れ
た
「
オ
ー
ル
国
学
院
」
の

力
で
、
明
る
い
未
来
の
実
現
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
が
皆
様
に
と
っ
て
よ
り
よ
い

一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し

上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。

伝
統
に
立
つ
改
革
、そ
し
て
未
来
へ

理
事
長

佐
栁
正
三

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

本
年
、
国
学
院
大
学
は
創
立
１
４

０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
周
年
事
業
の

一
つ
と
し
て
、
準
備
を
進
め
て
き
た

新
学
部
・
新
学
科
の
開
設
は
、
令
和

４
年
４
月
に
実
現
す
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
。
新
た
に
開
設
す
る
「
観
光

ま
ち
づ
く
り
学
部
観
光
ま
ち
づ
く
り

学
科
」
で
は
、
日
本
の
各
地
域
の
歴

史
、
文
化
、
自
然
を
見
つ
め
、
文
理

横
断
的
な
学
び
を
通
し
て
、
持
続
可

能
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
思
考
し
、

地
域
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
成
し

ま
す
。
新
学
部
の
誕
生
が
、
既
存
の

学
部
の
教
員
と
の
学
術
交
流
や
学
生

相
互
の
親
交
を
促
し
、
１
４
０
年
に

わ
た
り
培
わ
れ
て
き
た
国
学
院
大
学

の
伝
統
の
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
と
は

異
な
る
「
知
」
が
胎
動
す
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、技
術
中
心
の
情
報
社
会
か

ら
人
間
中
心
の
社
会（
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ

ｔ
ｙ
５
・
０
）へ
の
移
行
が
提
唱
さ

れ
、先
端
技
術
を
活
用
し
つ
つ
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
解
決
を
担
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。本
学
に
お
い

て
も
、令
和
３
年
度
か
ら
、科
学
、技

術
、工
学
、数
学
に
関
す
る
学
修
に

対
応
す
べ
く
、「
デ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン

ス
」、「
科
学
と
論
理
」、「
ま
ち
づ
く
り

と
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
」の
科
目
で

構
成
さ
れ
る
Ｓス

テ

ム

Ｔ
Ｅ
Ｍ
系
科
目
群
を

設
置
し
、選
択
必
修
と
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
全
世
界
を
襲
っ
て
い
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
Ａ

Ｉ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
を
促
す
に
と
ど

ま
ら
ず
、
社
会
構
造
、
就
業
構
造
の

変
革
を
加
速
さ
せ
、
既
存
の
価
値
観

を
揺
る
が
し
、
こ
れ
か
ら
の
働
き
方

や
人
間
社
会
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と

い
う
課
題
を
突
き
付
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
革
期
に
あ
っ

て
、
本
学
は
人
と
人
と
の
関
わ
り
を

か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
、
教
員

と
学
生
、
学
生
と
学
生
が
と
も
に
学

び
合
う
機
会
や
場
を
つ
く
り
、
他
者

の
考
え
や
価
値
観
を
尊
重
し
つ
つ

共
生
社
会
を
生
き
て
い
く
人
材
を

育
て
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
「
知
」
を
問
い
直
し
、
新
た
な

「
知
」
を
創
造
す
る
学
び
舎
と
し

て
、
希
望
に
満
ち
た
未
来
を
ひ
ら
く

大
学
と
な
る
よ
う
努
め
ま
す
。

　

令
和
４
年
度
の
授
業
に
つ
い
て

は
、
感
染
状
況
や
社
会
情
勢
を
見
極

め
た
上
で
、
感
染
防
止
対
策
を
講

じ
、
対
面
、
通
学
を
原
則
と
す
る
基

本
方
針
を
立
て
ま
し
た
。
全
教
職
員

が
一
体
と
な
っ
て
、
学
生
一
人
ひ
と

り
の
思
い
に
寄
り
添
い
、
変
貌
す
る

社
会
に
対
応
し
た
学
修
支
援
を
実
現

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

あ
ら
た
ま
の
年
を
皆
様
と
と
も
に

言
祝
ぎ
申
し
上
げ
ま
す
。

変
貌
す
る
社
会
に
対
応
し
た
学
修
支
援

学
長

針
本
正
行

年
頭
コ
ラ
ム
今
年
の
干
支
に
ち
な
ん
で

年年年年
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学
の
専
任
教
授
と
し
て
、
史
学
科
を
立

ち
上
げ
、
史
学
科
長
・
文
学
部
長
を
歴

任
し
た
。
昭
和
３
（
１
９
２
８
）
年
11

月
に
は
機
関
誌
『
史
苑
』
を
月
刊
誌
と

し
て
発
刊
（
当
時
、
月
刊
の
歴
史
専
門

誌
は
『
史
学
雑
誌
』『
歴
史
地
理
』
し

か
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
本
学
の
『
国

史
学
』
は
４
年
11
月
創
刊
で
あ
る
）。

そ
の
後
資
金
難
と
な
り
第
7
巻
か
ら
季

刊
誌
と
な
る
。
こ
の
『
史
苑
』
に
小
林

は
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
の
『
史
学
研
究
法
』

の
翻
訳
を
連
載
し
た
。

　

ま
た
、
史
学
科
内
に
「
民
族
学
」
の

講
座
を
い
ち
早
く
置
い
た
（
当
時
、

「
民
族
学
」
は
東
京
帝
大
、
台
北
帝
大

で
講
じ
ら
れ
て
い
た
）。
こ
の
「
民
族

学
」
の
講
座
は
、
小
林
の
立
教
で
の
初

め
て
の
教
え
子
で
あ
る
岡
田
太
郎
が
担

当
し
た
が
、
岡
田
は
16
年
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
う
（
岡
田
の
論
考
は
戦
後
『
民

族
学
論
攷
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
羽

仁
五
郎
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
今
日
で
は
岡
田
の
業
績
は

ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
）。
こ

の
講
座
を
小
林
が
引
き
継
ぐ
が
、
そ
れ

に
あ
た
っ
て
、
参
考
書
と
し
て
グ
レ
ー

ブ
ナ
ー
の
『
民
族
学
研
究
法
』
の
翻
訳

を
行
っ
た
（
本
書
の
翻
訳
は
岡
正
雄
が

著
者
か
ら
許
諾
を
得
て
い
た
が
、
小
林

が
岡
に
請
う
て
翻
訳
を
行
っ
た
）。
17

年
定
年
退
職
（
名
誉
教
授
）。
同
年
本

学
に
復
職
し
学
部
学
監
・
教
学
部
長
と

し
て
戦
時
下
の
学
園
で
佐
佐
木
行
忠
学

長
を
支
え
た
。

　

戦
後
も
西
洋
史
を
講
じ
、
27
年
大
学

院
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
開
設
に

あ
た
り
、
手
持
ち
の
洋
書
を
寄
贈
し
、

大
学
院
の
科
目
も
担
当
し
た
（
史
学
研

究
法
）。
29
年
、
金
沢
庄
三
郎
、
植
木

直
一
郎
、
河
野
省
三
と
と
も
に
名
誉
教

授
と
な
っ
た
が
翌
30
年
１
月
死
去
。

　

生
涯
を
通
じ
て
翻
訳
に
当
た
っ
た

『
史
学
研
究
法
』
は
刊
行
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
、
晩
年
ま
で
手
を
入
れ

て
い
た
と
い
う
。

　

著
書
に
は
『
希
臘
古
代
文
化
史
』

（
啓
明
社
昭
和
３
年
刊
）、『
羅
馬
文

化
史
』（
白
東
社
昭
和
７
年
刊
）
な
ど

が
あ
る
。

　

官
学
を
出
な
が
ら
留
学
も
せ
ず
、
私

学
に
一
生
涯
を
捧
げ
た
人
生
で
あ
っ

た
。

学
術
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
事
務
部

図
書
館
事
務
課
主
幹　

古
山
悟
由

　

昭
和
18
（
１
９
４
３
）
年
、
立
教
大

学
は
文
学
部
の
閉
鎖
を
決
定
し
た
。
そ

の
中
の
一
学
科
で
あ
る
史
学
科
の
創
設

に
尽
力
し
た
の
が
西
洋
史
学
者
・
小
林

秀
雄
（
１
８
７
６
〜
１
９
５
５
年
）
で

あ
る
。
小
林
は
明
治
９
（
１
８
７
６
）

年
11
月
、
旧
会
津
藩
士
の
子
と
し
て
青

森
県
で
生
ま
れ
た
。

　

国
学
院
（
第
４
期
）、
立
教
学
校
、

日
本
中
学
な
ど
を
経
て
31
年
、
第
二
高

等
学
校
に
入
学
。
卒
業
後
、
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
史
学
科
に
入
学
、
37
年

卒
業
。
卒
業
後
、
仙
台
の
東
北
学
院
に

奉
職
し
た
。
43
年
、
立
教
大
学
教
授
。

44
年
、
広
島
高
等
師
範
学
校
に
赴
任
し

た
藤
岡
継
平
に
代
わ
っ
て
本
学
講
師
と

な
る
（
歴
史
研
究
法
）。
大
正
９
（
１

９
２
０
）
年
教
授
、
予
科
部
長
と
な
る

が
、
12
年
退
職
。
そ
の
後
は
、
立
教
大

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
研
究
者
秘
話

明明明
治治治治
大大大
正正正正
昭昭昭
和和和
ののの
研研研研
究究究
者者者
秘秘秘秘
話話話話

立
教
史
学
の
生
み
の
親
、小
林
秀
雄

小林秀雄

国学院久我山高校３部会が
全国大会に出場
　国学院大学久我山高等学校の３部会が東京
都代表として年末年始に開催された全国大会
に挑んだ。
　バスケットボール部男子は第74回全国高
等学校バスケットボール選手権大会に出場
し、１回戦で東山学校（京都府）と対戦し
79対101で敗れた。ラグビー部は第101回全
国高等学校ラグビーフットボール大会に１回
戦シードで出場し、２回戦で鹿児島実業高校
に59－14で勝利。３回戦で佐賀工業高校に
５－14で敗れ、ベスト16となった。陸上競
技部は男子第72回全国高等学校駅伝競走大
会に出場し、２時間５分28秒で13位となっ
た。

第

回
40

各国学生がオンライン上で交流
　国際交流課が主催する「インターナショナ
ル・コーヒーアワー」の最終回が昨年12月
22日にビデオ会議システム「Z

ズ ー ム

OOM」を用い
オンラインで開催され、本学と各国の学生ら
16人が参加した。このイベントは、新型コ
ロナウイルスの影響により来日がかなわず、
オンラインで学修を続ける各国の協定留学生
と本学学生の交流を目的として昨年９月から
４回にわたり開催された。
　当日は「イギリス」がテーマ。同国のヨー
ク・セント・ジョン大学の学生２人が、英語
と日本語を織り交ぜながらイギリスのクリス
マス文化や有名なランドマークなどを紹介し
た。参加した学生らは「それぞれの国でのク
リスマスの過ごし方は？」「おすすめの歴史
的な街並みは？」などと会話に花を咲かせ交
流を深めた。

一般選抜入学試験 出願を開始
　令和４年度の国学院大学一般選抜入学試験
の出願が１月４日から始まった。Ｖ方式（大
学入学共通テスト利用、試験日１月15日・
16日）は14日に、Ａ日程（試験日２月２日
～４日）は21日に出願を締め切る。後期入
試であるＢ日程（試験日３月２日）は２月
22日まで出願を受け付ける（消印有効）。入
学試験の実施にあたり、渋谷キャンパス、た
まプラーザキャンパスでは事務取り扱いの休
止や入構制限が実施される。対象の日時など
は本学ホームページで掲載する。

データサイエンスＦＤ研修会
を開催

　教育開発推進機構が主催する「令和３年度
データサイエンスＦＤ研修会」が昨年12月
15日にビデオ会議システム「Z

ズ ー ム

OOM」を用い
たオンライン形式で開催され、教職員ら約
50人が参加した。
　講師を務めた高橋尚子経済学部教授は「デ
ータサイエンスは単独で生かせるものではな
く、近年叫ばれるデジタルトランスフォーメ
ーション（ＤＸ）を実現するための方法の一
つ。情報通信技術と一緒になることで人文知
を作り出す力となる。ＤＸは単なるデジタル
化でもＩＴ化でもなく、個人、社会の仕事や
行動の意味を考え直し、違うことをやってみ
ようというものだ。データサイエンス、ＤＸ
に取り組み、ぜひ新しい研究手法や授業、事
業を創造してもらいたい」と語った。

　

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
普
及
で
誰
も
が
写
真
や
映
像
を
撮
っ
て

発
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

「
映
え
」
が
も
て
は
や
さ
れ
る
時
代
と
な

っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
た
国
学
院
大
学
日

本
文
化
研
究
所
の
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
日
本
の
宗
教
文
化
を
撮
る
」が
昨
年
12
月

11
日
、オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。

文
化
財
保
護
や
研
究
、
そ
し
て
、
テ
レ
ビ

番
組
制
作
に
携
わ
る
実
務
者
３
人
の
報
告

を
も
と
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
＝
写
真
。

　

日
本
文
化
研
究
所
の
平
藤
喜
久
子
所
長

（
神
道
文
化
学
部
教
授
）
が
「
誰
も
が
カ

メ
ラ
を
持
ち
歩
い
て
撮
影
し
、
発
信
す
る

時
代
。
研
究
の
世
界
で
も
書
く
技
術
に
加

え
て
撮
影
す
る
技
術
が
欠
か
せ
な
い
。
３

Ｄ
技
術
や
コ
ロ
ナ
禍
で
の
撮
影
な
ど
を
検

討
し
た
い
」
と
趣
旨
説
明
し
た
。

　

続
い
て
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
の
大
河

内
智
之
主
任
学
芸
員
は
、
仏
像
連
続
盗
難

事
件
に
際
し
て
「
お
身
代
わ
り
仏
像
」
を

制
作
し
た
経
緯
を
報
告
。「
取
り
戻
し
た

仏
像
を
和
歌
山
工
業
高
の
生
徒
が
３
Ｄ
計

測
し
て
造
像
、
さ
ら
に
和
歌
山
大
の
学
生

が
彩
色
し
て
複
製
を
地
元
に
奉
納
し
た
」

と
説
明
し
、「
盗
難
の
背
景
に
は
過
疎
・

高
齢
化
に
よ
る
守
り
手
不
足
が
あ
る
。
仏

像
の
撮
影
は
注
意
喚
起
や
盗
品
の
取
り
戻

し
に
役
立
ち
、
お
身
代
わ
り
を
安
置
し
て

現
物
を
博
物
館
で
保
管
す
る
こ
と
で
文
化

財
保
護
に
繫
が
る
」
と
し
た
。

　

南
山
大
学
の
テ
ィ
ム
・
グ
ラ
フ
助
教
は

万
松
寺
（
名
古
屋
市
）
が
コ
ロ
ナ
禍
で
取

り
組
ん
だ
座
禅
会
や
写
経
を
題
材
に
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作
。「
祈
禱
に
は
特

別
な
施
設
が
必
要
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
法
会
な
ど

で
は
得
ら
れ
な
い
癒
や
し
が
実
現
さ
れ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
住
職
か
ら
『
私
の
責

任
で
座
禅
会
や
写
経
を
再
開
し
た
』
と
の

話
も
聞
け
、
現
場
に
入
る
重
要
性
を
実
感

し
た
」
と
す
る
。

　

平
藤
所
長
と
と
も
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
神
社
参

拝
の
番
組
を
作
っ
た
映
像
制
作
会
社
ス
タ

ジ
オ
ブ
ル
ー
の
山
咲
藍
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

は
、
宗
教
施
設
で
の
撮
影
の
難
し
さ
、
参

拝
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
へ
の
配
慮
と

い
っ
た
特
有
の
課
題
を
報
告
。「
撮
影
場

所
を
限
定
さ
れ
た
神
社
も
あ
っ
た
。
参
拝

者
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
時
間
の
取
材
、
個

人
情
報
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
よ
う
な
撮

影
方
法
な
ど
に
苦
心
し
た
」
と
い
う
。

　

事
例
報
告
の
後
、
国
際
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

専
門
職
大
学
の
田
中
雅
一
副
学
長
、
写
真

家
の
港
千
尋
多
摩
美
術
大
学
教
授
を
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
に
加
え
て
「
撮
る
こ
と
の

大
衆
化
」「
災
害
を
撮
る
」
に
つ
い
て
議

論
。「
あ
り
ふ
れ
た
風
景
だ
か
ら
撮
ら
な

い
の
で
は
な
く
、
宗
教
心
か
ら
撮
影
し
な

い
可
能
性
も
あ
る
」（
大
河
内
氏
）、「
撮

影
は
モ
ノ
の
文
化
を
残
し
、
失
わ
れ
た
思

い
を
取
り
戻
す
」（
グ
ラ
フ
氏
）、「
コ
ロ

ナ
禍
で
の
取
材
で
取
材
対
象
へ
の
配
慮
を

よ
り
強
く
意
識
」（
山
咲
氏
）
な
ど
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、「
撮
る
こ
と
に

よ
っ
て
責
任
が
生
じ
る
。
倫
理
的
な
次
元

と
向
き
合
う
べ
き
だ
」（
港
氏
）、「
災
害

の
撮
影
で
は
映
像
が
二
次
事
象
と
し
て
ト

ラ
ウ
マ
を
呼
び
起
こ
す
。（
撮
影
し
て
）

残
す
・
残
さ
な
い
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
今
後

の
論
点
」（
田
中
氏
）と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。
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―
―
奈
良
国
立
博
物
館
（
奈
良

博
）
館
長
就
任
の
初
年
度
を
振
り

返
る
と

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
就
任
と
な
り
、

特
別
展
「
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
」

を
開
催
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に

迫
ら
れ
た
。
こ
れ
は
東
京
国
立
博

物
館
（
東
博
）
と
奈
良
博
の
共
同

の
企
画
で
あ
り
、
東
博
の
副
館
長

と
し
て
、
企
画
に
携
わ
っ
た
思
い

入
れ
の
強
い
展
覧
会
だ
っ
た
。

　

そ
の
時
、
１
年
前
の
出
来
事
を

思
い
出
し
て
い
た
。
特
別
展
「
法

隆
寺
金
堂
壁
画
と
百
済
観
音
」
を

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

つ
ら
い
経
験
だ
。
法
隆
寺
（
奈
良

県
斑
鳩
町
）
の
第
1
2
9
世
住
職

・
聖
徳
宗
第
６
代
管
長
で
、
令

和
元
年
10
月
に
亡
く
な
っ
た
大

野
玄げん
妙みょ
うさ
ん
の
大
英
断
に
よ
っ

て
、
23
年
ぶ
り
に
、
東
博
で
の
百

済
観
音
（
国
宝
）
の
公
開
が
許
さ

れ
た
の
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
そ

れ
は
幻
の
展
覧
会
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
。「
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
」

は
大
野
管
長
の
願
い
を
か
な
え
る

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
展
覧
会
で
あ

り
、
再
び
幻
に
は
し
た
く
な
か
っ

た
。
悩
ん
だ
末
に
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
、
皆
さ
ん
か
ら
は
「
開
催

し
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う

声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

―
―
印
象
に
残
っ
た
経
験
は

　

正
倉
院
展
の
準
備
で
、
年
に
一

度
、
天
皇
の
勅
使
が
臨
席
し
、
宝

庫
の
扉
を
開
け
る
儀
式
「
開
封
の

儀
」
に
立
ち
会
っ
た
。
帝
室
博
物

館
（
東
京
、
京
都
、
奈
良
国
立
博

物
館
の
前
身
）
総
長
を
務
め
た
森

鷗
外
も
、
こ
の
儀
式
に
立
ち
会

っ
て
い
て
、
そ
の
時
の
こ
と
を

「
勅
ち
よ
く
封ふう
の
笋
た
か
ん
なの
皮
切
り
ほ
ど
く

鋏はさ
みの
音
の
寒
き
あ
か
つ
き
」
と

詠
ん
で
い
る
。
自
分
も
そ
の
場
に

立
ち
会
い
、
そ
の
歌
を
思
い
出
し

た
。

―
―
コ
ロ
ナ
後
の
社
会
に
と
っ

て
、
博
物
館
、
文
化
財
、
文
化
の

持
つ
役
割
と
は

　

大
学
の
新
入
生
に
と
っ
て
は
、

入
学
は
し
た
け
れ
ど
も
、
新
し
い

良
き
仲
間
と
知
り
あ
う
こ
と
も
触

れ
合
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
新
社

会
人
に
と
っ
て
も
、
テ
レ
ワ
ー
ク

を
強
い
ら
れ
、
飲
み
会
な
ど
の
語

ら
い
の
場
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
本
当
に
大
切
な
人
と
の
最
期

の
別
れ
も
で
き
な
い
よ
う
な
状
況

だ
。
入
院
し
て
い
る
友
人
を
見
舞

う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。

　

私
た
ち
は
こ
う
し
た
経
験
を
し

た
こ
と
で
、
隣
人
の
存
在
、
家
族

の
存
在
、
大
切
な
人
の
存
在
と
い

う
も
の
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に

な
り
、
人
と
人
と
の
絆
の
大
切
さ

を
思
い
知
っ
た
と
思
う
。
他
者
を

思
う
心
は
本
当
に
大
切
で
、
そ
の

心
を
大
き
く
育
て
て
い
く
こ
と

が
、
コ
ロ
ナ
後
の
博
物
館
に
課
せ

ら
れ
た
大
き
な
役
割
の
一
つ
だ
。

―
―
ど
の
よ
う
な
博
物
館
で
あ
る

べ
き
な
の
か

　

博
物
館
は
市
民
に
開
か
れ
た
施

設
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
研
究

員
た
ち
と
は
、「
誰
の
た
め
の
博

物
館
な
の
か
」
を
常
に
意
識
し
、

一
緒
に
考
え
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
最
近
、
博
物
館
の
世
界
で
も

社
会
的
包
摂
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
が
、
分
け
隔
て
な

く
、
誰
も
取
り
残
さ
な
い
こ
と
を

心
が
け
て
い
る
。

　

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
を
見
る
た
め

に
パ
リ
に
行
く
人
は
多
い
。
経
済

効
果
を
生
み
出
す
だ
け
で
は
な

く
、
ル
ー
ブ
ル
の
作
品
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
来
館
者
が
心
豊
か
に

な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
奈
良
博
を

見
る
た
め
に
、
奈
良
に
行
き
た
い

と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
施
設

を
目
指
し
た
い
。

―
―
文
化
財
を
ど
う
生
か
し
、
繫

ぐ
べ
き
か

　

文
化
財
に
は
人
類
の
記
憶
が
凝

縮
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
私
た
ち

が
見
る
だ
け
で
な
く
、
後
世
に
伝

え
る
こ
と
で
、
文
化
財
が
持
つ
本

当
の
意
味
を
解
明
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

文
化
財
を
守
っ
て
い
く
に
は
、

教
育
が
大
切
だ
と
思
う
。
大
学
院

時
代
か
ら
シ
リ
ア
で
の
発
掘
調
査

に
参
加
し
、
保
存
修
復
に
も
関
わ

っ
た
遺
跡
や
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財

が
、
過
激
派
組
織
イ
ス
ラ
ム
国

（
Ｉ
Ｓ
）
や
ト
ル
コ
軍
に
破
壊
さ

れ
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
。
貧
困
問
題
や
大
き
く
異
な
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
紛
争
の

引
き
金
と
な
り
、
こ
う
し
た
蛮
行

に
至
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
の
問
題
解
決
に
も
教
育
の
力
が

必
要
不
可
欠
だ
。

　

奈
良
国
立
博
物
館
館
長
の
井
上
洋
一
さ
ん
（
昭
60
修
・
93
期
博
後

史
、
昭
57
修
・
90
期
博
前
史
、
昭
54
卒
・
87
期
史
）
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
へ
の
対
応
の
中
で
、
人
類
の
記
憶
が
凝
縮

さ
れ
た
文
化
遺
産
を
守
り
、
後
世
へ
と
伝
え
る
と
い
う
博
物
館
の
責

務
を
強
く
感
じ
て
い
る
。

　

井
上
館
長
が
考
古
学
研
究
の
道
に
入

っ
た
き
っ
か
け
は
、
中
学
３
年
生
の
夏

休
み
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
社
会
科
の

先
生
が
発
掘
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

て
、
土
器
や
石
器
が
ザ
ク
ザ
ク
出
土

し
、
そ
の
ワ
ク
ワ
ク
感
が
井
上
少
年
を

虜
に
し
た
。
５
０
０
０
年
前
の
竪
穴
住

居
跡
に
座
り
、
古
代
人
の
生
活
に
思
い

を
は
せ
、
考
古
学
者
に
な
り
た
い
と
思

っ
た
。
将
来
の
進
路
を
決
定
づ
け
た
の

は
、
大
学
院
生
の
時
に
経
験
し
た
シ
リ

ア
で
の
発
掘
調
査
だ
っ
た
。「
当
時
、

最
先
端
の
古
代
文
明
を
誇
っ
た
街
が
、

戦
乱
で
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
姿
を
見

て
、
何
と
も
言
え
な
い
気
持
ち
に
な
っ

た
。
人
間
と
は
、
豊
か
さ
と
は
何
だ
ろ

う
と
考
え
、
文
化
や
歴
史
を
も
っ
と
突

き
詰
め
た
い
と
研
究
者
を
志
し
た
」

文
化
財

守
る
に
は

教
育
し
か
な
い

　

東
大
寺
、
興
福
寺
、
春
日
大

社
な
ど
に
囲
ま
れ
た
奈
良
公
園

の
一
角
に
位
置
し
て
い
る
。
特

に
仏
教
と
関
わ
り
の
深
い
古
美
術

品
や
考
古
遺
品
な
ど
の
文
化
財
の

保
存
を
図
り
、
調
査
・
研
究
を
行

う
。
展
示
を
通
し
て
仏
教
へ
の
信

仰
が
生
み
出
し
た
優
れ
た
美
術
の

魅
力
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
豊
か

な
歴
史
・
文
化
に
つ
い
て
伝
え
て

い
る
。
企
画
展
と
し
て
特
別
展
、

特
別
陳
列
、
特
集
展
示
お
よ
び
親

と
子
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
実
施
。
通

常
、
名
品
展
で
は
、
な
ら
仏
像
館

で
彫
刻
、
西
新
館
で
絵
画
、
書

跡
、
工
芸
、
考
古
の
各
分
野
の
文

化
財
を
展
示
し
て
い
る
。
特
別
展

は
恒
例
と
し
て
、
毎
年
秋
に
正
倉

院
展
を
開
催
し
て
い
る
。

●

奈
良
国
立
博
物
館

　

国
学
院
大
学
文
学
部
卒
業
後
、
同
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

単
位
取
得
。
昭
和
60
（
1
9
8
5
）

年
、
東
京
国
立
博
物
館
に
入
り
、
九
州

国
立
博
物
館
学
芸
部
長
、
東
博
学
芸
企

画
部
長
、
東
博
副
館
長
な
ど
を
歴
任
。

令
和
３
年
４
月
、
奈
良
国
立
博
物
館
長

に
就
任
。
日
本
考
古
学
が
専
門
で
、
日

本
の
青
銅
器
文
化
の
研
究
な
ど
を
行
っ

て
い
る
。
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会

委
員
、
I
C
O
M
（
国
際
博
物
館
会

議
）
日
本
委
員
会
理
事
と
し
て
、
文
化

財
保
護
や
博
物
館
活
動
に
参
画
し
て
い

る
。
本
学
大
学
院
兼
任
講
師
。
神
奈
川

県
相
模
原
市
出
身
。

他
者
を
思
う
心
を
育
て
る
博
物
館

い
の
う
え
・
よ
う
い
ち

土
器
や
石
器
が

ザ
ク
ザ
ク
…

発
掘
に

魅
せ
ら
れ
て

研
究
の
道
へ

詳
報
は
本
学
Ｈ
Ｐ

「
国
学
院
大
学
メ

デ
ィ
ア
」
に
掲
載

　

本
紙
へ
の
ご
感
想
や
ご
意
見
を

ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ア
ン
ケ

ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い
た
方
の

中
か
ら
抽
選
で
10
名
の
方
に
、
奈

良
国
立
博
物
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
正

倉
院
宝
物
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
不
織

布
マ
ス
ク
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま

す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
（
締
切
：
2
月
13
日
㈰
）。

な
お
、
当
選
者
の
発
表
は
、
発
送

を
も
っ
て
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
個
人
情

報
は
法
令
に
基
づ
き

プ
レ
ゼ
ン
ト
の
発
送

に
限
り
使
用
し
ま
す
。

ご
感
想
や
ご
意
見
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

10
名
様
に
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
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トインフォダイジェス 内内容　日日にち　時時間　場場所　対対象　申申し込み　料料金　問問い合わせ
… 在学生　 … 保護者　 … 卒業生　 … 一般　 合合 … 受験生

大学からのお知らせ
２・３月中の事務室開室および
証明書発行機の稼働日程

内 ２・３月中の事務室の開室と証明書自動発行機の稼
働日時は、渋谷・たまプラーザキャンパスとも本学

ＨＰを参照してください。

大学院学位授与式

内 大学院の第70回学位授与式を以下の通り執り行い
ます。
日・時３月19日㈯11時～
場百周年記念講堂
問大学院事務課（☎03・5466・0142）

新型コロナ関連のお知らせ

内 新型コロナウイルス感染症と診断された方、疑
いがあると言われた方は、必ず保健室にメール
か電話で連絡をしてください。
▶保健室アドレスめhoken@kokugakuin.ac.jp
▶渋谷ＴＥＬ（平日・土曜９時～16時30分）
　☎03・5466・0148
▶ たまプラーザＴＥＬ（平日・土曜９時～16時）
　☎045・904・7660

感染が疑われたら保健室に連絡を

「３密」を避けよう「３密」を避けよう

密閉空間 密接場面

咳エチケット咳エチケット

ハンカチや
ティッシュペーパーで
口と鼻を覆う

服の袖や肘
ひ じ

の内側で
口と鼻を覆う

マスクがあれば
正しく着用する

とっさ
の時はマスクが

なければ

密集場所

近くて遠い？　遠くて近い？　そんな親の気持ちや子どもの気持ちを一緒に考えませんか？　新富名誉教授による子育てエッセーを隔月でお届けしています。
読者の感想や質問をお待ちしています。

研究開発推進機構主催オンライン公開講座
「蒙古襲来の実態とその影響」

内 蒙古襲来の実態とその影響を統一テーマに、令和３
年度公開学術講演会「水中考古学による蒙古襲来研
究」と第46回日本文化を知る講座「蒙古襲来の影
響を多角的に考える」を同時にオンデマンド動画と
して配信します。配信期間内は何度でも動画を視聴
可能です。
日３月31日㈭まで
料無料
申 動画配信期間中に本学ＨＰ（ＱＲコー
ド）から申し込みを。
問研究開発推進機構事務課（☎03・5466・0104）

イベント

キャリアサポート ※ 詳細確認・申し込みはK-SMAPYⅡから行ってください

内 模擬面接で選考に向けた最終チェックをしよう
！　面接力の強化と最終チェックを目的に行い
ます。本番の採用選考の面接では、フィードバ
ックがないため、どこが良くてどこが悪かった
のか分からず、同じ過ちを繰り返してしまう危
険性があります。採用試験解禁前に自分の面接
内容について、実際の企業の採用担当者から実
践的なアドバイスをもらえる貴重な機会ですの
で、本番対策として積極的に参加してくださ
い。
日・時２月14日㈪12時30分～17時30分
対３年生

模擬面接指導会
内 学内で優良企業と出会い、応募に繫げよう！　
本学学生を採用する意欲が高い企業・団体をお
招きし、採用担当者から直接話を伺うことがで
きる合同説明会です。一日で多くの企業・団体と
出会うことができます。この機会に業界・企業・
職種研究を進め、自分にあったオンリーワン企
業を探しましょう。対面・ＷＥＢで開催します。
日▶対面＝２月16日㈬・17日㈭
　　※ＷＥＢ形式に変更の可能性あり
　▶ＷＥＢ＝２月21日㈪・22日㈫
時 いずれも10時30分～12時50分、14時～16時20分
対３年生・修士１年生

学内合同企業説明会

博物館
料無料
時 原則、水・木・金・土曜日の12時～17時（最終入館16時30分）。短縮開館
※ 博物館関連イベントの問い合わせは☎03・5466・0359

内 京都の北方、賀茂川上流に鎮座する賀茂別雷神
社（通称、上賀茂神社）は賀茂別雷大神をご祭
神としています。８世紀末に大和国から山城国
に都が遷って以降、同社は「都の神」となり、
朝廷をはじめとする人々の信仰を集め、賀茂祭
（通称、葵祭）など数多くの祭祀・行事が行わ
れています。
　 国宝の本殿と権殿を含む敷地はユネスコ世界文
化遺産に、「賀茂神主経久記」（『嘉元三年御遷
宮日記』『賀茂社嘉元年中行事』ほか）・賀茂別

雷神社文書（約１万4000点）などの神社の歴
史を語る古代から近代までの史料は重要文化財
に指定されています。
　 本展では、『賀茂神主経久記』や賀茂別雷神社
文書、ご祭神のために本殿内に収められていた
御帳台・御調度品を特別に展示いたします。至
宝の数々をぜひご覧ください。また、展示紹介
動画を「オンラインミュージア
ム」＝ＱＲコード＝で配信します
（２月19日㈯12時公開予定）。
日１月27日㈭～３月26日㈯まで
場企画展示室

特別展「都の神 やしろとまつり
―世界遺産 賀茂別雷神社の至宝」

逆
風
を
逆
手
に
就
活
を

〜
脱「
ガ
ク
チ
カ
」に
向
け
て
〜

　

「
ガ
ク
チ
カ
」
と
い
う
言

葉
、
ご
存
じ
で
す
か
。「
学

生
時
代
に
力
を
入
れ
た
こ
と

や
頑
張
っ
た
こ
と
」
と
い
う

意
味
で
す
。
実
は
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
、
こ
れ
が
、
学
生
た

ち
を
社
会
に
送
り
出
す
責
務

を
負
う
大
学
教
員
に
と
っ
て

厳
し
い
言
葉
と
な
っ
て
い
ま

す
。
と
い
う
の
は
、
ガ
ク
チ

カ
に
よ
る
自
分
探
し
は
、
企

業
が
採
用
に
あ
た
っ
て
重
要

視
す
る
志
望
動
機
や
自
己
Ｐ

Ｒ
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
「
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
」
自
分
探
し
が
困
難

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
で
、
ガ

ク
チ
カ
に
と
っ
て
重
要
な
素

材
と
な
る
部
活
動
へ
の
参
加

や
友
人
と
の
交
流
が
少
な
く

な
っ
た
か
ら
で
す
。
学
生
生

活
に
お
い
て
今
日
、
学
修
以

外
は
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
社
会
状
況
が
生
ま
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

大
学
職
員
か
ら
も
、
今
日

の
本
学
学
生
の
課
外
活
動
に

つ
い
て
、
情
報
を
も
ら
い
ま

し
た
。
と
り
わ
け
現
２
年
生

な
ど
は
、
途
中
参
加
へ
の
心

理
的
ハ
ー
ド
ル
や
、
経
験
値

が
無
い
の
に
３
年
生
に
な
っ

た
ら
幹
部
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
不
安
な
ど
か
ら
参
加
率

が
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

　

筆
者
は
平
成
25
年
３
月
に

人
間
開
発
学
部
１
期
生
を
社

会
に
送
り
出
す
に
あ
た
っ

て
、
以
前
在
籍
し
た
佐
賀
大

学
の
同
窓
会
に
協
力
し
て
も

ら
い
、
自
ら
就
活
を
行
い
ま

し
た
。
人
事
の
幹
部
級
と
の

面
談
で
は
、
20
分
程
度
と
い

う
予
約
時
間
が
、
大
抵
１
時

間
以
上
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
人
材
育
成
あ
っ
て
の

会
社
と
い
う
企
業
の
姿
勢
に

よ
る
も
の
で
し
た
。

　

企
業
側
か
ら
大
学
へ
の
投

げ
か
け
の
中
か
ら
、
印
象
的

な
も
の
を
２
つ
挙
げ
ま
す
。

　
「
専
門
っ
て
、何
で
す
か
？

こ
こ
は
◯
◯
の
企
業
で
す

が
、
そ
れ
で
飯
を
食
う
社
員

は
数
割
。
専
門
の
基
礎
に
な

る
課
題
解
決
探
究
力
、
知
識

技
能
の
活
用
力
、
プ
レ
ゼ
ン

力
、
そ
れ
に
何
よ
り
も
協
同

す
る
力
な
ど
を
養
っ
て
ほ
し

い
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
専

門
は
問
わ
な
い
が
、
３
カ
月

で
専
門
知
識
を
吸
収
で
き
る

力
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
ほ

ど
、
あ
る
意
味
、
企
業
は
厳

し
い
の
で
す
」

　

「
大
学
は
学
修
を
通
し
て

自
分
探
し
を
さ
せ
て
い
ま
す

か
？　

大
学
の
先
生
方
は
４

年
間
、
何
を
教
え
て
い
る
の

で
す
か
？　

ど
う
し
て
私
た

ち
が
改
め
て
、
就
活
で
学
生

さ
ん
た
ち
の
自
分
探
し
の
お

手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
か
？
」

　

私
の
返
答
は
、「
ま
ず
１
杯

食
べ
て
み
て（
１
人
採
用
し

て
）く
だ
さ
い
。必
ず
お
代
わ

り
し
た
く
な
り
ま
す
」で
し

た
。あ
り
が
た
い
こ
と
に
、そ

の
年
の
国
公
私
立
大
学
文
系

学
部
就
職
率
ラ
ン
キ
ン
グ
で

全
国
10
位
に
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
確
か
に
、「
ガ

ク
チ
カ
」
の
機
会
は
少
な
く

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
学

生
さ
ん
に
は
、
コ
ロ
ナ
禍
と

い
う
逆
風
を
逆
手
に
と
っ
て

ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。
自
分

探
し
が
で
き
る
時
間
的
余
裕

を
得
た
と
、
プ
ラ
ス
に
と
ら

え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
親
御

さ
ん
に
は
、
学
生
間
の
交
流

時
間
は
減
り
ま
し
た
が
、
そ

の
分
、
良
さ
見
つ
け
の
親
子

対
話
で
自
分
探
し
を
手
伝
っ

て
あ
げ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま

す
。

第10回

名誉教授名誉教授    新富 康央新富 康央
しんとみ・やすひさ
学校法人国学院大学特別参事。
人間開発学部初代学部長、専門
は教育社会学、人間発達学。新し
い時代の子育て論には定評。
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団体・個人の成績
柔道部＝全日本ジュニア体重別選手権大会が
昨年12月18日、19日に講道館（東京都文京
区）で行われた。本学柔道部からは男子66
㎏級に羽田野啓太選手（健体１）、男子73kg
級に阿久津友春選手（法１）、男子81㎏級に
岩下幹人選手（健体１）、男子90kg級に寺島
悠太選手（健体２）と中村俊太選手（健体
１）の５人が出場し、それぞれベスト16に
入った。
卓球部＝関東学生卓球選手権大会が昨年12
月19日から21日に和光市総合体育館（埼玉
県和光市）で行われた。女子ダブルスで髙橋
沙希選手（法３）・小畑美菜選手（初等３）
ペアがベスト８（５位）に、女子シングルの
髙橋選手がベスト16（12位）に入った。
ソフトテニス部＝関東学生ソフトテニス研修
大会の男子１部が昨年11月27日、28日に早
稲田大学所沢キャンパス（埼玉県所沢市）
で、女子２部が12月４日、５日に本学相模
原グラウンド（神奈川県相模原市）でリーグ
戦方式により行われた。
　男子は各大学と接戦を繰り広げたものの、
僅差で敗れ１勝４敗で６校中６位となった。
女子は全勝をかけた立教大学戦で惜しくも敗
れ、４勝１敗で２位となった。
蹴球部＝第54回東京都大学サッカーリーグ
戦１部は昨年11月６日に全日程が終了。同
部は、全24試合を戦い14勝６敗４分けとな
り、全13チーム中４位でシーズンを終えた。
ラグビーフットボール部＝関東大学リーグ戦
２部は昨年11月28日に全日程が終了し、同
部は全７試合中４勝３敗となり全８校４位で
シーズンを終えた。

　渋谷キャンパスのアリーナに姿勢よく立つ胴着袴
姿の学生。手にする日本刀が静かに空を切った。稽
古をするのは国学院大学居合道部の学生たち。居合
道部は昨年で創部50年の節目を迎え、10月に行わ
れた東日本学生居合道大会・個人の部では、秋山幸
治選手（法４＝写真中央＝）が優勝。準優勝に高澤
ミシェル優希選手（史４＝同左＝）、３位に前田泰
晟選手（史４＝同右＝）と表彰台を独占した。団体
の部でも優勝し、好成績で花を添えた。初の快挙に喜
びはひとしおかと思ったが、「試合後、（他校より熱心
に）反省会をしていた」（秋山）と学生たちは冷静だ。

　室町時代に起源があるとされる居合道は日本刀の
操法に由来し、見えない敵（仮想敵）を相手に刀を
抜く一瞬にかける。定められた形

かた

の精度を磨こうと
学生たちは稽古を続ける。大学入学後に居合道を始
めた３人。「もともと剣道をしていた」（秋山）「刀
剣鑑賞にはまっていて」（高澤）「学科の先輩がや
っていたから」（前田）と入部の動機はさまざまだ
が、「今では居合道が中心の私生活」というほど究
める道は果てしない。
　活動は週３回の全体練習が中心で、「大会前や昇
段審査前は、毎日のように稽古をしている」（前
田）、「１時間でも空き時間があれば一人で稽古がで
きる」（高澤）という。稽古は、号令に合わせて一
斉に刀を振る形式は少なく、個人の課題や体格に合
わせて体の使い方のイメージを正確に伝えられるよ
うにと部員同士の１対１の指導が中心だ。「コロナ

禍で練習時間は限られ、一人一人の課題に見合った
指導・稽古をするようになっている。特に１、２年
生は長期間、活動できなかった影響で先輩から受け
継いできた伝統が途切れそうになっている」と高澤
選手は話す。
　居合道の試合は男女の区別がなく、対戦する２人
が計５本の形を演武し、修業の深さ、礼儀、技の正
確さ、心構えなどを判定する。コロナ禍で２年ぶり
に行われた大会で表彰台に立った３人。「勝って納
得がいくことはない」と謙虚に語る。一方で大会に
出場できないまま昨年３月に卒業した先輩たちに触
れ「先輩の分も結果を出したいという思いが強かっ
た。うれしさより責任を果たした安

あん

堵
ど

感がある」
（高澤）と振り返った。
　「先輩たちは卒業式の前日まで稽古をしていた」
という居合道部。残りわずかの学生生活だが、３人
も鍛錬に余念がない。卒業後も稽古を重ねて最高段
位の八段を目指したいという３人。心身鍛錬の武道
という奥深い居合の道を一歩一歩進んでいる。

居合道部  表彰台は「通過点」
道を究めこれからも
秋山選手、高澤選手、前田選手

箱根駅伝往路選手コメント  「感謝」 「来年こそ」

１区 藤木 宏太（神文４） ｜区間６位｜１時間１分26秒
　区間賞には届かなかったが、４年連続１区を走れて光
栄に思う。総合８位でシード権を獲得できた。目標の総
合優勝には届かなかったが、後輩たちが活躍し、達成し
てくれると信じている。２日間の応援に感謝するととも
に、今後も後輩たちを応援してほしい。

２区 伊地知 賢造（健体２） ｜区間12位｜１時間７分51秒
　多くの応援に感謝したい。「花の２区」を走って、各
校のエース級の選手との実力差を痛感し、もっと強くな
らなければと強く感じた。個人としてもチームとしても
レベルアップし、成し遂げられなかった総合優勝という
目標に挑戦できるようにまた頑張りたい。

３区 山本 歩夢（健体１） ｜区間５位｜１時間１分59秒
　初の三大駅伝が箱根駅伝となったが、３区で自分の力
を全て出し切れ、良い結果に繫がったのはとても良かっ
た。来年度はチームを引っ張っていき駅伝シーズンでは
区間賞の走りができるよう一日一日を大切に練習してい
きたい。

４区 中西 大翔（健体３） ｜区間４位｜１時間１分50秒
　思うように走れず１年間苦しかったが、自分のため、
チームのためにと強い気持ちで臨んだ。４区は１年次も
走ったので良いイメージがあり、落ち着いて走れた。来
年は最終学年。チームのために全力を尽くし、主将とし
て引っ張っていきたい。

５区 殿地 琢朗（健体４） ｜区間９位｜１時間12分43秒
　４年間で一番苦しい箱根駅伝だった。結果は悔しい
が、力を出し切れたので心残りはない。尊敬できる同
期、頼れる後輩たちと襷を繫ぐことができ本当に良かっ
た。サポートしてくれたスタッフ、仲間には心から感謝
したい。４年間応援してくれた方々に感謝したい。

藤木宏太選手（左）、伊地知賢造選手（右） 山本歩夢選手（左）、中西大翔選手（右） 殿地琢朗選手

写真提供：月刊陸上競技

　４年生が頑張ってチームを作ってく
れたが、（故障者やアクシデントがあ
り）万全の状態で出場できなかった選
手もいた。チームが盤石な状態でない
と目標には届かない。レースの中で試
せたこともあるので結果を受け入れて
（来季の駅伝シーズンへ）新たなスタ
ートを切りたい。

前田康弘監督コメント
　今までのたくさんの温かい応援に感謝したい。今回の箱根駅伝は
チームとして初めて「総合優勝」を目標に掲げスタートした。目標
に向けてチームは１年間、泥臭い練習をしてきた。どんなに力があ
っても、万全の準備ができていないと箱根駅伝ではごまかすことが
できず、はね返される現実を身をもって体験した。だが、チームが
挑戦し、積み上げてきたものは変わらない。もう来年の箱根駅伝は
始まっている。年々良いチームへと変わってきたので来年はきっと
後輩たちがやってくれると信じている。

木付琳主将コメント
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　第98回東京箱根間往復大学駅伝競
走大会が１月２日、３日に東京・大
手町から箱根・芦ノ湖畔までの往復
217.1kmを繫ぐ全10区間で行われ、
国学院大学陸上競技部は10時間57分
10秒で総合８位（往路４位、復路13
位）となった。優勝は青山学院大学で
２年ぶり６回目。10時間43分42秒の
大会新記録だった。
　本学陸上競技部は「Be Strong ～新
たな時代の幕開け～」をスローガンに
掲げ、昨年10月の出雲駅伝、11月の
全日本大学駅伝でそれぞれ４位とな
り、今大会は「総合優勝」を目標に挑
んだ。
　往路は４年連続で１区を担ったエー
スの藤木宏太選手（神文４）が総合優
勝を争う各大学と僅差の６位と好位置
に付けた。各大学のエースが集う「花
の２区」は全日本大学駅伝で区間賞を
獲得した伊地知賢造選手（健体２）が
走り、各大学の順位が大きく変動する
中、10位で襷

たすき

を繫ぐ。３区では山本
歩夢選手（健体１）が大学駅伝デビュ

ー戦ながら６人抜きの快走で４位まで
順位を押し上げると、４区の中西大翔
選手（健体３）も１人を抜き３位で小
田原中継所へ飛び込んだ。勝敗を左右
することもある要の５区で殿地琢朗選
手（健体４）は一時は２位に浮上する
力走を見せ、５時間25分49秒の往路
４位で芦ノ湖畔にゴールした。
　復路は先頭から３分43秒差でスタ
ート。各大学が僅差で続き順位が目ま
ぐるしく入れ替わるレース展開の中、
徐々に各大学に先行を許す苦しい展開
となるも、６区の原秀寿選手（健体
１）、７区の木付琳選手（経４）、８区
の石川航平選手（健体４）はシード権
内で襷を繫いだ。９区の平林清澄選手
（経営１）は10位で襷を受け取ると
区間新記録を狙える快走を見せ、先行
する大学を次々と追い抜く。区間２位
の走りで順位を５位まで押し上げた。
最終10区はアンカーの相澤龍明選手
（中文４）が粘りの走りを見せ総合８
位で東京・大手町のゴールテープを切
り、４年連続でシード権を獲得した。

陸上競技部

箱根駅伝 総合８位
苦しみながらも
粘りのシード権

順位 大学名 記　録
1 青山学院大学 10：43：42（大会新）
2 順 天 堂 大 学 10：54：33
3 駒 沢 大 学 10：54：57
4 東 洋 大 学 10：54：59
5 東京国際大学 10：55：14
6 中 央 大 学 10：55：44
7 創 価 大 学 10：56：30
8 国 学 院 大 学 10：57：10
9 帝 京 大 学 10：58：06
10 法 政 大 学 10：58：46

第98回箱根駅伝（総合順位）

以上、シード権獲得（以下略）

６区 原秀寿（健体１） ｜区間17位｜１時間０分２秒
　スタート後の登りをうまく走れず、思っていたレース
展開ができなかったが、下りはスピードを生かしながら
走れ、ラスト３kmもしっかりと力を絞り出せた。好走
できず悔しい結果だったので、来年の箱根駅伝ではもっ
と力をつけてリベンジしたい。

７区 木付琳（経４） ｜区間20位｜１時間６分22秒
　ここまで多くの応援をいただき、本当にありがたかっ
た。箱根駅伝総合優勝を掲げてこの１年間やってきたこ
とは自分の財産となった。力を出し切ることはできなか

ったが４年間に悔いはない。この悔しさは次のステージ
でぶつけていきたい。

８区 石川航平（健体４） ｜区間７位｜１時間５分42秒
　箱根駅伝の偉大さを知った。楽しい21.4kmだった。
10年間の競技人生で多くの方に支えられ応援してもら
ったが、最後に夢だった箱根駅伝を走る姿を見せること
ができて幸せだった。この経験を社会人になっても生か
していきたい。

９区 平林清澄（経営１） ｜区間２位｜１時間８分７秒
　少しでも前へと攻めることだけ考えた。５位まで押し

上げることができ、４年生に最後の恩返しができてよか
った。最後にペースが落ちなければ区間新記録が出せた
ので、詰めの甘さが課題。克服して来年の箱根はエース
区間で他大学のエースと戦いたい。

10区 相澤龍明（中文４） ｜区間16位｜１時間11分８秒
　ふがいない走りでチームの足を引っ張ってしまった。
だが、10区23kmを走り、沢山の方々の支えでここま
でこれたと実感した。卒業後は教師として人生を歩む。
感謝の思いを走りで返せたと言いきれないが、この経験
を生かしさまざまな方に恩返しし、人と人との繫がりを
大切にしていきたい。

原秀寿選手（左）、木付琳選手（右） 石川航平選手（左）、平林清澄選手（右） 相澤龍明選手

シード権を守り切りゴールする10区・相澤選手

復路選手コメント  「経験を次に」 往路選手、監督、主将コメントはⅡ面

写真提供：月刊陸上競技


