
若
者
よ
、
大
い
に
悩
め
！

「
既
存
の
見
方
」の
そ
の
先
へ

筑波大学第二学群比較文化学類卒。京都大学大学院アジア・ア
フリカ地域研究研究科５年一貫制博士課程修了。博士(地域研
究、京都大学)。日本学術振興会特別研究員、京都大学大学院
アジア・アフリカ地域研究研究科助教を経て、現職。著書に『変
化を生きぬくブッシュマン－開発政策と先住民運動のはざま
で』(2010年/世界思想社)がある。他、論文多数。

津田塾大学
学芸学部

教
室
と
い
う
よ
り
ち
ょ
っ
と

し
た
小
ホ
ー
ル
。
巨
大
ス
ク

リ
ー
ン
を
背
に
ス
テ
ー
ジ
上

で
マ
イ
ク
を
握
る
の
は
丸
山

淳
子
先
生
だ
。自
ら
の
体
験

を
踏
ま
え
た
説
得
力
あ
る
講

義
が
評
判
。「
前
回
は
国
際

開
発
の
理
論
的
背
景
の
変

遷
を
説
明
し
ま
し
た
。そ
れ

に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
感
想
を

提
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、

〝
望
ま
し
い
方
向
に
向
か
っ

て
い
る
〞
と
い
う
ス
ッ
キ
リ
と

し
た
意
見
は
ほ
と
ん
ど
見
当

た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。知
れ
ば

知
る
ほ
ど
何
が
正
し
い
の
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、条
件

つ
き
で
望
ま
し
い
と
し
た
り
、

あ
る
い
は
望
ま
し
く
な
い
と

い
う
意
見
だ
っ
た
り…

…

。

私
は
と
て
も
良
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」
。
午
後
の
穏

や
か
な
空
気
を
打
ち
破
る
一

言
。学
生
た
ち
の

表
情
が
変
わ
っ

た
。さ

て
、今
日
の

テ
ー
マ
は「
開
発

と
人
類
学
」に
つ

い
て
で
あ
る
。
人

類
学
は
国
際
開

発
を
効
果
的
に

行
う
手
段
と
し

て
１
９
７
０
年
代

後
半
か
ら
急
激

に
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
は
両
者
の
接
点
か
ら
。

最
も
興
味
深
か
っ
た
の

は
、「
社
会
開
発
へ
の
移
行
」

「
社
会
へ
の
貢
献
重
視
へ
」
と

い
う
対
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。

１
９
６
０
年
代
の
国
際
開
発

は
ひ
た
す
ら
産
業
化
を
目
指

し
、マ
ク
ロ
な
視
点
で
進
め
ら

れ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
一

直
線
で
は
途
上
国
が
自
ら

努
力
す
る
の
を
妨
げ
た
り
、

取
り
残
さ
れ
る
弱
者
を
ど
う

す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
発

生
。そ
こ
で
、「
社
会
＝
人
々

の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
」

を
対
象
に
進
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
丸
山

先
生
曰
く
、「
開
発
の
側
の

要
請
だ
け
で
は
な
く
、
人
類

学
の
ほ
う
で
も
社
会
貢
献
が

重
要
だ
と
い
う
考
え
方
が
強

く
な
っ
て
い
た
の
で
、
両
者
に

歩
み
寄
り
が
生
じ
ま
し
た
」

接
点
も
あ
れ
ば
対
立
点

も
あ
る
。決
定
的
な
の
は
、開

発
は
あ
く
ま
で
も
便
利
な
生

活
へ
の「
変
化
」を
目
的
と
す

る
が
、
人
類
学
は
そ
の
土
地

の
固
有
文
化
に
関
心
を
寄

せ
、む
し
ろ「
開
発
の
影
響
が

な
い
と
こ
ろ
」を
調
査
の
対
象

と
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

「
こ
れ
を
研
究
者
・
フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
は
〝
呪
わ
れ
た
双

子
〞
と
表
現
し
ま
し
た
。

〝
開
発
〞
と
〝
人
類
学
〞

は
対
立
し
な
が
ら
成
長
し
て

き
た
ん
で
す
」
。興
味
深
い
話

は
続
く
。さ
ら
に
、「
開
発
と

い
う
概
念
自
体
が
問
題
な
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

「
こ
こ
は
頭
を
や
わ
ら
か
く

し
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
ね
」
。

そ
う
言
っ
て
、
丸
山
先
生
が

説
明
し
た
の
は
次
の
よ
う
な

こ
と
だ
。も
と
も
と
は
良
い
も

悪
い
も
な
い
も
の
が
、科
学
や

デ
ー
タ
に
よ
り「（
先
進
国
に

比
べ
て
）こ
ん
な
に
貧
し
い
ん

で
す
よ
」
と
客
観
化
さ
れ
る

こ
と
で
、「
問
題
」
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
て
く
る
。ま
た
、
途

上
国
の
人
々
の
間
に
も
「
問

題
だ
」
と
い
う
認
識
が
浸
透

し
て
い
く
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
歴

史
と
生
活
様
式
を
〝
途
上

国
〞
〝
低
開
発
〞
と
い
う
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
押
し
込
め

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は

も
っ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
。
目
か

ら
う
ろ
こ
の
見
解
に
う
な
ず

く
学
生
も
い
れ
ば
、
問
題
の

根
深
さ
に
考
え
込
む
学
生
も

い
た
。

最
後
は
、具
体
的
な
事
例

と
し
て
ア
フ
リ
カ
の
ボ
ツ
ワ
ナ

に
お
け
る
開
発
計
画
が
紹
介

さ
れ
た
。１
９
７
０
年
代
か
ら

そ
こ
で
暮
ら
す
サ
ン
と
い
う

狩
猟
民
族
に
対
し
て
、
住

宅
・
学
校
・
病
院
・
井
戸
・
道

路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備

し
た
拠
点
を
作
っ
て
移
住
さ

せ
る
、と
い
う
支
援
を
行
っ
た

と
い
う
。
現
在
は
64
か
所
の

開
発
拠
点
が
あ
り
、
ボ
ツ
ワ

ナ
の
サ
ン
全
体
の
８
〜
９
割

の
人
々
が
定
住
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
な

支
援
の
結
果
、そ
れ
ま
で
な

か
っ
た
問
題
が
人
々
を
悩
ま

せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。例

え
ば
、
人
間
関
係
の
不
和
。

狩
猟
・
採
集
を
し
て
移
動
生

活
を
し
て
い
た
と
き
は
一
定

期
間
が
過
ぎ
た
ら
、い
わ
ゆ

る
隣
近
所
と
は
離
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
他
人
と
の

程
良
い
距
離
を
保
た
れ
て
い

た
の
が
、同
じ
場
所
に
ず
っ
と

定
住
す
る
こ
と
で
対
立
が
生

じ
て
き
た
の
で
す
」

さ
ら
に
格
差
の
発
生
や
環

境
荒
廃
と
い
っ
た
問
題
も
。

じ
ゃ
あ
、
開
発
を
止
め
れ

ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
住
民

が
近
代
化
を
望
ん
で
い
る
場

合
も
あ
る
。

「
開
発
問
題
は
多
く
の
人

た
ち
の
思
惑
が
絡
み
合
い
、

一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
問
題
か
ら
目
を

そ
ら
さ
ず
に
、
と
こ
と
ん
考

え
、
悩
み
抜
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

大
い
に
悩
む
。そ
れ
は「
こ

う
だ
」と
思
い
こ
ん
で
い
た
自

分
の
考
え
を
打
ち
崩
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
見
方
を
可
能
に
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
淡
々

と
し
た
語
り
口
調
な
の
に
飽

き
る
こ
と
は
な
い
。
隅
々
ま
で

計
算
さ
れ
た
講
義
は
あ
っ
と

い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
た
。

丸山 淳子先生

本紙に掲載した大学（私立大学のみ）の案内資料は、P36のハガキ、または東進のウェブサイトwww.toshin.comから請求できます。

国
際
開
発
に「
人
類
学
」
が

有
効
と
さ
れ
る
理
由

目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
見
解

概
念
自
体
に
問
題
あ
り
！?

便
利
な
生
活
と
引
き
換
え
に

立
ち
現
わ
れ
た
新
た
な
問
題小林 奈美子さん（右）

国際関係学科４年
丸山ゼミに所属して「教育支援における
アート教育の役割」について研究してい
ます。卒業後は大学院で自分の興味をさ
らに掘り下げたい。津田は先生との距離
が近く、質問もしやすいし、自然と親しく
なれるので、学問するのに最適な環境で
すよ。

有賀 友希さん（中央）
英文学科４年
国際協力は形だけでなく、
「支援する・される」という根
本的な関係を見直す必要があ
ると感じています。ゼミでは
日中関係における「パンダ外
交」に取り組んでいます。自分
の興味を徹底的に追求できる
大学の学びはおもしろいし、
やりがいがあります。

前田 智帆さん（左）
国際関係学科３年
丸山先生はご自身の体験をベースに意見
やアドバイスをくださるのでリアリティが
あります。私個人は日本の塾教育に興味
があり、将来は世界でそのメソッドを伝え
るような仕事をしたいと考えています。

話 題 の 講 義 ライブ
L I V E　2012

TSUDA COLLEGE

Today’s Program 国際開発論Ａ

津田塾大学
学芸学部 国際関係学科

自
分
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
見
方
を
振
り
返
り
、多
様
な
角
度
か
ら
物
事
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
開
発
」に
関
わ
る
考
え
方
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
遷
、諸
ア
ク
タ
ー
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

醍
醐
味

講
義
の
流
れ

5.15.Tue.  at  Kodaira 
13:00～14:30

丸山 淳子 講師

まるやま　じゅんこ

［ オープンキャンパス情報 ］

７月28日(土)　 
　10：00～15：00
８月11日(土)　 
　10：00～15：00
８月12日(日)　 
　10：00～15：00

※詳細は、大学ホームページを
ご覧ください。

資料の請求および
お問い合せ先

URL http://www.tsuda.ac.jp/（PC）　http://posh.jp/tsuda （携帯）
TEL：０４２-３４２-５１２０
〒１８７-８５７７　東京都小平市津田町２-１-１　津田塾大学　企画広報課入試室

［ 沿革・歴史 ］
「男性と協力して対等に力を発揮できる自立した女性の
育成」をめざす先駆的な私立の女子高等教育機関とし
て、１９００（明治３３）年、津田梅子により女子英学塾が開
校。１９３１（昭和６）年に現在の千代田区から小平市へ移
転。１９４８（昭和２３）年に津田塾大学となり、学芸学部英
文学科を開設。その後、数学科、国際関係学科、情報科学
科を増設。また、2003年「多文化・国際協力コース」、
2006年「メディアスタディーズ・コース」を設置するなど
時代の要請に応える新しい学問領域を拓き続けている。
２０１０（平成２２）年に創立１１０周年を迎えた。
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