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私は 1983 年 4 月から約 36 年間、独立行政法人国際協

力機構（JICA）に勤務致しましたが、JICA でのルーティ

ーン・ワークの一つは年に３～5回程度ある海外出張をこ

なす事でした。出張先はアジア、アフリカ、中南米、欧米

諸国など様々で、また、出張先での協議の対象分野も自

然・・都市環境、保健医療、教育、農村開発など様々でした。 

したがって、出張前の準備が非常に重要で、出張対象国

で過去に行われた同じ分野のプロジェクトの実施報告書、

評価報告書をJICAの図書館からまとめて20-30冊借りて

一気に通読し、過去に発生した問題点、問題解決の方策、

成功事例、成功した理由など過去の教訓を洗い出し、新し

い国際協力プロジェクトについて相手国政府の関係者と

協議する際の参考資料として事前にまとめることにして

いました。また、出張期間中は通常、相手国関係機関との

数日間の協議の前後で、新しいプロジェクトを開始する場

所・（特定の地域の農村部など）での現地調査を数日間実施

していましたので、調査対象地域の地図をGoogle から入

手し、最寄りの空港、ホテル、訪問先の位置関係と距離を

事前に把握し、調査対象地域までの幹線道路、休憩場所・（レ

ストラン、トイレ）、ガソリンスタンドの存在や日暮れま

でに安全にホテルに戻れる無理のない行程かどうか事前

に確認することにしていました。更に、経済社会関連統計

（総人口、平均寿命、特殊出生率、就学年数、年齢別人口

構成、人種・民族構成、主要産業、各セクターの生産高、

過去数年間の各セクターの生産高の推移、民間直接投資の

状況など）、自然環境データ・（月別平均降雨量・・気温）、中

央政府及びプロジェクトが予定されている地方政府の財

務状況・（歳入・・歳出の内訳、債務状況、外国からの経済協

力状況）等を図書館が所蔵する統計資料、図書館が契約し

ている外部機関のデータベース、外国政府や国際機関のホ

ームページを通じて事前に入手・・分析し、問題点をまとめ

ておくことも重要な事前準備でした。国際協力のプロジェ 

クトにおいては、想定される裨益人口・（すなわち、どのぐ

らいの人数が恩恵を受けることになるのか）、期待される

効果・（例えば、○○地区の貧困層がプロジェクト終了時に

X％から Y%に減少）、持続可能性・（協力が終了後も相手国

政府の予算と人員でプロジェクトを継続していく可能性）

が非常に重要ですので、そのような観点から相手国の関係

者と議論するために、このようなデータを事前に入手する

ように努めました。 

これらの情報に基づき、相手国関係機関関係者協議で重

視すべき確認事項及び現地調査で確認すべき調査項目を

書き出し、協議事項、調査事項としてリストを作成します。

また、協議の最終日に先方の関係者と署名する合意書案及

び調査報告書の目次案も作成します。ここまで準備すれ

ば、出張の業務は半分完了です。出張期間中は、これらの

作成書類を毎日眺めながら協議や調査を行い、相手側の状

況を見極めながら、最も効果が上がるプロジェクトのやり

方を検討します。 

現地での毎日の会議や調査の記録ついては、調査団のメ

ンバーが分担して作成します。各担当者が記録を作成した

後は他のメンバーにメールで送信し、漏れや誤解がないか

どうか内容をチェックします。これらの記録がベースとな

って、報告書の原稿が作成されることになります。 

情報の価値という点で述べるならば、日本国内で文献レ

ビューなどを通じて取得した情報はすべて間接情報・（二次

情報）であり、参考情報にすぎません。それに対し、調査

団が現地で直接、関係者から聴取する生の情報は一次情報

として価値が高い情報であり、また、これに基づく新しい

プロジェクトがこの調査団の成果であり、オリジナリティ

ということになります。 

この仕事の仕方は大学でのリサーチワークや論文作成に

も応用できると思います。是非皆さんも参考にして下さい。 
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「アクティブラーニング」とか「新しい学力観」という言葉をご存じだろう。「アクティブラ 

ーニング」に至っては、今日の大学の流行語でもある。 

たしかに問題解決型の「新しい学力」は、２１世紀型の変動社会を「生きる力」として必須 

のもので、今後の教育の在り方について考えるキーワードあろう。しかしその一方で、「アクテ 

ィブラーニング」を方法的に矮小化してとらえ、「アクティブラーニング」らしく見える授業を 

志向する弊害は看過できない。それは真の「新たな学力」とは無縁のものである。 

本書は、きわめて今日的で、しかも古くて新しいともいえる学力の問題を、確かな視点からとらえなおす作業の

出発点となりうる好著である。ぜひ一読をすすめたい。 

図書館のホームページでは、毎月、各学科の先生からお勧めの本を推薦していただいています。今回は、その中から過去に

推薦いただいたものをいくつかご紹介します。また、これらの本は、図書館入り口ゲートを入ってすぐ右手に・「教員推薦図書」

のコーナーを設けて展示しています。もちろん貸出もできますので、是非手に取ってご覧ください。 

カウンセリングについて書かれた書籍は非常に多いが、そのほとんどは理論の紹介であり、 

実践にもとづいて書かれたであろうと思われるものは少ない。さらには、一文一文を自分の 

体験に落とし込みながら読み進めたいと思えるものはほとんどない。これは、そのような書 

のうちのひとつである。 

副題にあるとおり、「カウンセリングとは」という前置きのあと、「きく」「はなす」などの 

12 の動詞をキーワードにして、カウンセリングの世界を描き出している。著者自身のこれまで 

の臨床体験を振り返り、その体験と丁寧に対話し、それを言葉として紡ぎ出している。読者で 

ある私は、その言葉を通して、私自身がふだん行っている心理臨床を再確認することになる。 

カウンセラー、心理臨床家をこころざす大学生・大学院生に、是非とも一読を勧めたい。 

２ 

幕末から昭和初期にかけて様々な分野で活躍した歴史上の人物を英語の使い手という視点から 

描き、痛快なエピソードを中心に日本人学習者に対する格好のお手本として紹介した本です。 

ボストンの街を弟子の横山大観と歩いていたら、いきなり英語で差別的な言葉を投げ付けられ 

て、即座に切り返し相手をやり込めたという岡倉天心、小澤征爾らを育てた斎藤秀雄の父であり、 

優れた英語辞書を残した日本英学界の巨人、斎藤秀三郎が母語話者と対等に渡り合った話、第二 

次大戦後の占領時代に連合国側との交渉にあたり、あのマッカーサーと英語で対等にやりあって 

GHQ に「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめたという白洲次郎ほか、新渡戸稲造、鈴木大拙、 

幣原喜重郎、野口英世、岩崎民平、西脇順三郎など、歴代の英語の達人を剣豪になぞらえて解説し、爽快な気分に

させてくれる読み物です。英語学習で伸び悩んでいる人や刺激を受けてモチベーションを高めたいと思っている人

に元気を与えてくれる一冊です。 



ステンドグラスが美しい青淵文庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料を調べる手立てとしては各種の図書館・・資料館があります。大学図書館以外でも、日本最 

大の図書館である国立国会図書館や、地域に密着した公共図書館など臨機応変に利用したいもの

です。また、それと同時に、個別の資料館を利用することによって詳細な調査と幅広い知識の修

得が可能になります。今回は新札の肖像で話題になっている渋沢栄一の史料館を紹介します。 

 渋沢史料館は、本学とも近く、東十条駅から一駅、王子駅に隣接した飛鳥山にあります。渋沢栄一は近代産業・文

化・・教育の発展に貢献し、日本資本主義の父と呼ばれる人物です。生涯に約 500 の企業に関わり、同時に約 600 の社

会公共事業・教育機関にも尽力しました。渋沢栄一が関係したものには、現在のみずほ銀行・東京電力・東京ガス・

東京証券取引所・帝国ホテル・東京商工会議所・理化学研究所・日本赤十字社・王子製紙・一橋大学・日本女子大学

など、誰でも知っている名が連なります。 

史料館の隣には、喜寿（77 歳）に業界から贈られた晩香蘆
ばんこうろ

（茶室）と 80 歳の 

時に贈られた青淵文庫
せいえんぶんこ

（書庫他）があり、見学することもできます。近代の歴史 

に思いを馳せ、新札の肖像に選出された理由を感じ取れるはずです。渋沢栄一は、 

本学のみなさんにとって、とても身近な存在になることでしょう。 

（注）本年 9 月からはリニューアル工事が予定されています。 

開館日程を確認してから出かけてください。 

【田中・真理子・教授・／・経営学部】 

「ネット世論ってなに？」「ビットコインって？」「電子書籍はほんとうに紙の本にとって代わるの？」 

インターネットに関わる、世の中でよく話題になるけれど、本当はよくわかっていないことって、 

結構あるんじゃないかと思います。 

『鈴木さんにも分かるネットの未来』では、ニコニコ動画のドワンゴの創業者川上量生が、インタ 

ーネットに関心のないスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサー「にも分かるように」「ネットとは 

本当はなんなのか」を説明します。専門用語をできるだけ使わずに、なぜそもそもネットのことを 

わかっている人が少ないのか、そのために今どんな現象が起こっているのか、というところから語 

り始めます。続いて「コンテンツは無料になるのか？」「インターネットには国境がないというのは 

ほんとうか？」「インターネットの時代には、ほんとうにすべての人がクリエイターになるのか？」「IT バブルは

なぜ起こったか？」など、なるほどそういうことなのか！と思わせるわかりやすさで進みます。 

著者はネットビジネスのスターですが、「ネットの世界はこけおどしとハッタリに満ちています。本来はネット

の外の世間を騙すためのごまかしだと思うのですが、ネットの中の人たちも、いっしょに騙されているので始末

に負えません」と、ネットビジネスの陰の部分も丁寧に語ります。ネットの現在と未来がダイナミックに描かれ、

歴史小説を読むように、楽しく読めます。 

３ 

「みみずさん、かおある？」「かお、どこ？？？」「そらはどこからそらなの？」カエルく

んの素朴な疑問と驚きがコマ割り絵本の中に溢れています。一緒に考えてくれるともだちの

ネズミくんはとても大事な存在。アニミズム的世界観からくる子どものどうして？なぜ？が

素直に優しく語りかけてくる絵本です。私たち大人が先入観や知識の中で失いがちな生きる

ことにまつわる身近な哲学。小さな哲学者の壮大な疑問、どうして？なぜ？を優しく受け止

め一緒に考えてくれる人や時間の幸せを感じてもらいたい１冊です。 
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■ 図書の長期貸出について 

夏季休業中は、以下のとおり特別長期貸出を実施いたします。 

実施期間：・２０１９年７月２３日（火）～９月１３日（金） 

返却期限：・２０１９年９月２７日（金） 

■ 開館スケジュール ＊変更される場合があります。HP や掲示板をご確認ください。 

■ 特集展示 『もう困らない！レポート・論文』 

レポートや論文を書く際に役立つ本を、「学びの基本・情報リテラシー」「プレゼンテーション」 

「論文の書き方」「統計・データ分析」の４つの視点から集めて展示しています。 

レポートをまだ書いたことのない方も、書き方に自信がない方もこの機会に 

レポート・論文の「書き方」について確認してみませんか？ 

 

■ 新規契約 『日経 ValueSearch』   
企業・・財務情報、経済・・業界統計や新聞記事やリポートなど豊富なデータベースをもとに、リアルタイムで企業・・業界を

分析するリポートの作成を支援する情報ツールです。データは業種別に複数社まとめてExcel 形式で一括取得できます。 

レポートや論文だけでなく、就職活動にも役立つデータベースですので、是非ご利用ください。 

2019 年 9月 1日より利用開始となります。図書館の検索パソコン１～４でご利用いただけます。 

■ 名称変更 『ヨミダス歴史館』 
読売新聞の記事データベース・『ヨミダス文書館』が、5月より・『ヨミダス歴史館』・（平成以降コース）に名称変更し、それ 

に伴い、横断検索機能が導入され、利便性が高くなりました。また、読売新聞社が発行している英字新聞・The・Japan・News

も収録されており、和英の記事を読み比べることもでき、現代人名録や国語、英和、和英の各辞書、時事用語辞典・『イミ

ダス』などの豊富な辞書機能があり、記事の内容について調べることもできます。 

図書館の検索パソコン１でご利用いただけます。 


