
医学
看護学

社会福祉学

法学
政治学
社会学

歴史学
哲学
倫理学

研究にかかわる
学問分野と研究内容

◎障がいや老い、病気、また多くの人と異なる個性を
持つ人がより充実した人生を過ごすために、社会が出
来ることは何か。多様な学問分野の視点や手法を用い、
テーマを立体的に捉える。例えば、ある障がいを持つ
人が生きやすい社会を考える場合、歴史学の見地から
は障がいを巡る歴史を、社会福祉学からは支援技術の
向上を、法学や政治学からは政策や制度を研究する。

未来をつくる大学 の研究室
最先端の研究を大学の先生が誌上講義！

27

障がいや老い、病気、また多くの人とは異なる個性を抱えて生きる人々は、社会的マイノリティーとして、

生活する中で困難を強いられることがある。そのような境遇にある人が豊かで充実した人生を送るた

めに、社会はどうあるべきか。従来の医学や看護学、社会福祉学などの枠を超えて、より良い社会

の実現に向けた研究をするのが「生存学」だ。立命館大大学院の生存学研究センターでは、マイノ

リティーの人々の立場に立って多様なテーマの研究に取り組み、政策への提言などを行っている。

大学院生の
主な出身分野

社会学

社会福祉学

看護学

哲学

倫理学

◎生存学研究センターに
は、１００人ほどの大学院
生がいる。社会学や社会
福祉学、看護学など出身
学部は多岐にわたり、障
がいを持つ人や、看護・
介護の現場で勤務経験の
ある人も多く在籍する。

研究成果と
社会のかかわり

災害の軽減

◎研究成果を出版物やウ
ェブサイトで発信するほ
か、国や地方自治体に対
して制度や政策、法律の
改正を求める提言を行
う。また、障がいや病気
を持つ人と、それを支援
する技術を開発する企業
との橋渡し役となり、生
活環境の整備を進める。

行政への提言

企業への提案

生活環境の整備

政策提言

など

障がいや病気を持つ人々にとって
生きやすい社会の仕組みを追究

立命館大大学院 先端総合学術研究科 生存学研究センター

フローチャートで分かる生存学研究センター

など

生存学
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　生存学では、常識を問い直すことから研究が始まります。まずは多数派の意見である常
識を疑い、「障老病異」を抱えて生きるマイノリティーの立場から従来の社会の仕組みを考
え直すのです。そのため、常に疑問を持ち、それを自分の言葉で考え、表現しようとする
姿勢が求められます。言葉の力を信じること、これは私たちのように言葉で社会を変えてい
こうと志す者にとってはとても大切です。
　皆さんも、学校や社会への疑問、また自分と周囲の人との違いなどを感じ、考えたり悩
んだりしたことがあるでしょう。実は、研究はそのような身近な疑問や悩みが出発点になる
ことが少なくありません。私自身も、高校時代に社会に対して抱いた疑問を追究することが、
現在までの研究の原動力になっています。自分の世界の範囲を決めつけず、「今いる場所よ
り、もっと広い世界があるかもしれない」という気持ちを大切にすることで、新たな疑問を
持ち続けることが出来るでしょう。

常に社会に対する問題意識を持とう
生存学分野が求める学生像

自分の言葉で考え、発信したいと思う人

私は高校時代に勉強だけでなく、読書や音楽を通してたくさんのこ
とを学びました。例えば、世の中への不満を歌にしたロック音楽から、

社会の矛盾に気づいたこともあります。自分の殻に閉じこもらず、「自分とは違う考えを持つ人が
いる」と心を開いておくと、いろいろな場面で予期せぬ学びや気づきを得られると思います。

高校生へのメッセージ

常識とされていることに疑問を持てる人

自分の殻に閉じこもらず、広い世界を知りたいと思う人

　

高
校
時
代
に
社
会

に
対
し
て
抱
い
た
疑

問
が
、
私
の
研
究
の

出
発
点
で
す
。
出
身

地
で
あ
る
新
潟
県
の

佐
渡
島
に
は
高
校
が

少
な
く
、
多
様
な
学

力
や
個
性
を
持
つ
同

級
生
が
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
環
境
の
中

で
、
誰
に
で
も
得
意
不
得
意
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
全
員
が
同
じ
方
向
で
頑
張
る

必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
勉
強
だ
け
を
頑
張
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
社
会
で
は
、
勉
強
が
「
出
来

る
・
出
来
な
い
」
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て

「
損
得
」
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ

る
。
そ
う
な
る
と
、
出
来
な
い
人
が
損
を

し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
社
会
は
公
平
と
言
え
る
の
だ
ろ

う
か
│
│
漠
然
と
で
す
が
、
そ
う
し
た
疑

問
を
抱
い
た
の
で
す
。

　

数
学
が
好
き
で
理
系
に
進
む
こ
と
も
考

え
ま
し
た
が
、
社
会
へ
の
関
心
の
方
が
強

く
、
文
系
を
選
択
。
法
学
や
経
済
学
の
よ

う
に
は
っ
き
り
と
し
た
枠
組
み
が
な
く
、

自
分
の
関
心
に
合
わ
せ
て
自
由
に
研
究
で

き
る
と
感
じ
た
社
会
学
を
専
攻
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
来
、「
出
来
る
・
出
来
な
い
」

と
い
う
考
え
方
が
社
会
に
も
た
ら
す
問
題

が
、
私
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と

な
り
、「
生
存
学
」
と
い
う
新
し
い
学
問

分
野
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
「
生
存
学
」
と
い

う
言
葉
は
、
私
が
考

え
た
造
語
で
す
。
障

が
い
、
老
い
、
病
気
、

性
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
が
多
く

の
人
と
異
な
る
な
ど
、

「
障
老
病
異
」
を
抱

え
る
人
た
ち
の
「
生
き
や
す
さ
」
を
追
究

す
る
学
問
で
す
。
こ
う
し
た
境
遇
の
人
々

は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
こ
と
が
多
い

た
め
、
学
問
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
く
、
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
置

か
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
生
存
学
で
は
、

医
学
や
看
護
学
、
社
会
福
祉
学
、
法
学
、

政
治
学
、
歴
史
学
、
哲
学
な
ど
、
多
様
な

学
問
領
域
を
横
断
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で

も
当
事
者
の
側
に
立
っ
て
研
究
を
進
め
ま

す
。
従
来
の
学
問
と
の
違
い
を
、
例
を
挙

げ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

耳
が
聞
こ
え
な
い
人
に
人
工
内
耳
を
用

い
て
症
状
の
改
善
を
図
る
の
が
、
医
学
で

す
。
根
底
に
は
、
耳
の
聞
こ
え
な
い
状
態

は
「
治
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

研究を志したきっかけ

高校時代に抱いた
社会への疑問が

出発点

研究内容

マイノリティーの
立場から社会の
仕組みを考え直す

立
岩
真
也
　

教
授 

T
a
t
e
i
w
a
 
S
h
i
n
y
a

立
命
館
大
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
教
授
。
東
京
大
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博

士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
千
葉
大
文
学
部
、
信
州
大
医
療
短
期
大
学
部
な
ど
を
経

て
、
現
職
。
現
在
、
立
命
館
大
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
拠
点
リ
ー
ダ
ー
を

務
め
る
ほ
か
、
障
害
学
会
、
福
祉
社
会
学
会
、
日
本
生
命
倫
理
学
会
の
理
事
を
兼
任
。

著
書
に
『
希
望
に
つ
い
て
』（
青
土
社
）、『
良
い
死
』『
唯
の
生
』（
共
に
筑
摩
書
房
）

な
ど
が
あ
る
。
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ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
視
点
も
重
要
だ

と
思
い
ま
す
が
、
治
ら
な
い
状
態
の
人
は

こ
の
枠
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

一
方
、
生
存
学
で
は
、
ま
ず
「
治
す
べ

き
」
と
い
う
考
え
で
は
な
く
、
耳
の
聞
こ

え
な
い
人
は
「
手
話
を
使
う
人
」
と
い
う

認
識
に
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
が

生
活
す
る
の
が
難
し
い
の
は
、
社
会
の
仕

組
み
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。
例
え
ば
、
手
話
を
活
用
し
や
す

い
環
境
を
整
え
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
上
の
困
難
は
か
な
り
解
消
さ
れ
る

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
に
原
因
を
帰
さ

ず
、
社
会
の
仕
組
み
を
変
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
の
人
が
よ
り
生

活
し
や
す
い
方
法
を
追
究
す
る
の
が
、
生

存
学
で
す
。
時
間
は
か
か
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
社
会
の
仕
組
み
を
よ
り
良
く
す

る
た
め
に
は
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

良
か
れ
と
思
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
で
も
、
利

用
者
が
不
便
を
感
じ

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
今
ま

で
は
利
用
者
が
声
を

上
げ
る
手
段
が
あ
ま

り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
た
ち

は
、
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
の
間

に
立
っ
て
生
活
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
普
及
に
よ
っ

て
、
目
の
見
え
な
い
人
の
読
書
は
格
段
に

容
易
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、利
用
者
に

し
か
分
か
ら
な
い
使
い
づ
ら
さ
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
情
報
を
技
術
開
発
者
に
伝
え
て

改
善
を
促
す
の
も
、
私
た
ち
の
役
割
で
す
。

　

生
存
学
で
は
、
過
去
に
目
を
向
け
る
こ

と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
現

在
、
人
工
透
析
に
は
公
費
が
支
給
さ
れ
ま

す
が
、
か
つ
て
は
自
己
負
担
で
し
た
。
お

金
が
な
け
れ
ば
人
工
透
析
を
受
け
ら
れ

ず
、
命
を
落
と
す
危
険
が
あ
っ
た
の
で
す
。

１
９
７
０
年
代
に
多
く
の
患
者
が
改
善
を

求
め
る
運
動
を
行
い
、
公
費
負
担
制
度
が

実
現
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
大
学
院
生
が
こ
の
運
動
に
か
か

わ
る
情
報
を
集
め
て
記
録
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
財
政
的
な
事
情
か
ら
公
費
負
担
制

度
の
撤
廃
案
が
浮
上
し
な
い
と
は
言
い
切

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
運
動
の
記
録
が
あ

れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
狙
い
で
制
度
が
設
け

ら
れ
た
か
を
検
証
し
、
社
会
的
な
意
義
を

考
え
直
す
材
料
と
な
り
ま
す
。
人
々
の
言

動
は
、
文
書
化
し
な
け
れ
ば
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
新
た
な
治
療
や
サ
ー
ビ

ス
の
布
石
と
す
る
た
め
に
も
、
歴
史
を
記

録
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
の
で
す
。

　

研
究
を
よ
り
実
践
的
な
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
声
を
発
信

し
、
多
く
の
人
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
研

究
内
容
を
出
版
物
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通

し
て
広
く
発
信
し
て
い
る
ほ
か
、
国
や
自

治
体
に
対
し
て
新
た
な
制
度
や
政
策
、
法

律
な
ど
の
必
要
性
を
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
連
携
し
て
ア

フ
リ
カ
の
エ
イ
ズ
問
題
に
取
り
組
ん
だ
り
、

韓
国
の
障
が
い
者
団
体
と
共
同
で
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
り
と
国
際
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
も
広
げ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
ア
ジ

ア
で
生
存
学
の
実
績
を
作
り
、
世
界
中
に

共
同
研
究
の
輪
を
広
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

❶
Ｏ
Ｃ
Ｒ

　

光
学
式
文
字
読
取
装
置
（O

ptical 

C
haracter R

eader

）。
手
書
き
や
印
字
さ

れ
た
文
字
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
な
ど
で
読
み
取

り
、テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
。
更
に
、

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
音
声
と
し
て
読
み
上
げ

る
ソ
フ
ト
を
用
い
る
こ
と
で
、
目
の
見
え
な

い
人
が
文
章
を
読
む
こ
と
に
活
用
で
き
る
。

❷
人
工
透
析

　

腎
臓
の
代
わ
り
に
血
液
を
ろ
過
す
る
治
療

法
。
糖
尿
病
な
ど
に
よ
っ
て
腎
臓
の
機
能
が

低
下
す
る
と
、
尿
と
し
て
排
出
さ
れ
る
は
ず

の
老
廃
物
や
余
分
な
水
分
が
体
内
に
た
ま

り
、
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
が
出
て
最
終
的

に
は
死
に
至
る
。
腎
臓
の
機
能
不
全
は
元
に

戻
ら
な
い
た
め
、
定
期
的
な
人
工
透
析
、
も

し
く
は
腎
臓
移
植
が
必
要
に
な
る
。

❸
エ
イ
ズ

　

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
スH

um
an 

Im
m
unodeficiency V

irus

（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）

に
感
染
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

る
症
状
の
総
称
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
す
る
と
、

体
内
の
免
疫
機
能
が
低
下
し
、
感
染
症
や
悪

性
腫
瘍
、
運
動
障
害
な
ど
の
神
経
症
状
が
表

れ
る
。
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
の
感
染
者
は
、
世

界
の
感
染
者
の
７
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

研究の今後

アジアを拠点に
世界各地に

共同研究の輪を拡大

3

1

2

写真　点字入力用のキーボード（左）で入力した点
字は、パソコンで文字や音声として出力される

用
語
解
説
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私
は
小
学
１
年
生
の
時
、
薬
の

副
作
用
に
よ
り
体
内
の
粘
膜
に
後

遺
症
が
残
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン

ソ
ン
症
候
群
と
い
う
病
気
に
か
か
り
、
視

力
を
徐
々
に
失
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
盲

学
校
に
入
学
し
、
は
り
師
・
き
ゅ
う
師
の

資
格
を
取
得
し
て
、
高
等
部
卒
業
後
は
病

院
で
治
療
施
術
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

働
き
始
め
て
十
数
年
が
経
っ
た
頃
、
病

院
の
在
り
方
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
病
院
は
病
気
を
治
す
場
所
で
す
が
、

治
ら
ず
に
亡
く
な
る
方
も
い
ま
す
。「
治

す
」
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
治
ら

な
い
人
を
ケ
ア
す
る
支
援
も
大
切
で
は
な

い
か
。
そ
う
し
た
気
持
ち
か
ら
大
学
の
社

会
福
祉
学
部
に
入
学
し
、
終
末
期
の
ケ
ア

を
学
び
始
め
ま
し
た
。

　

学
び
を
進
め
る
に
つ
れ
、
終
末
期
医
療

へ
の
関
心
は
、
自
己
の
投
影
で
あ
る
と
気

づ
き
ま
し
た
。
視
力
を
回
復
さ
せ
た
い
け

れ
ど
、
今
の
医
学
で
は
難
し
い
。
自
分
の

状
況
を
病
気
が
治
ら
な
い
状
態
で
あ
る
終

末
期
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、と
。
そ
れ
に
気
づ
い
て
か
ら
、

自
分
の
障
が
い
と
も
っ
と
向
き
合
お
う
と

考
え
、
こ
の
研
究
室
に
入
り
ま
し
た
。

　

病
気
や
障
が
い
の
症
状
を
治
す

と
い
う
の
は
、
一
つ
の
重
要
な
考

え
方
で
す
。
し
か
し
、
治
り
に
く
い
、
ま

た
は
治
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

時
、
治
ら
な
い
な
り
に
生
活
を
快
適
に
す

る
方
法
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
が
視
力
を
取
り
戻
し
た
い

理
由
の
一
つ
が
、
読
書
が
困
難
な
こ
と
で

す
。
逆
に
言
う
と
快
適
に
本
が
読
め
れ

ば
、
視
力
を
回
復
さ
せ
た
い
理
由
が
一
つ

な
く
な
り
ま
す
。
生
活
上
の
困
難
や
不
便

を
取
り
除
く
こ
と
で
、
よ
り
快
適
で
充
実

し
た
生
活
が
実
現
す
る
の
で
す
。

　

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
書
籍
の
文

字
情
報
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
読
み
取
り
、
Ｏ

Ｃ
Ｒ
ソ
フ
ト
で
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
に
直
し

て
音
声
ソ
フ
ト
で
読
み
上
げ
る
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
は
誤

認
識
が
多
い
た
め
、
技
術
者
と
の
情
報
共

有
な
ど
を
進
め
て
改
善
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
ま
た
、
も
う
一
歩
踏
み
込
み
、
出

版
社
に
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
提

供
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
更
に
効
率
的
で

す
。
し
か
し
、
著
作
権
の
問
題
な
ど
を
理

由
に
提
供
を
断
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、出
版
社
側
の
事
情
を

調
査
し
、
問
題
な
く
デ
ー
タ
を
受
け
取
れ

る
仕
組
み
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
研
究
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
に
聞
き

取
り
調
査
を
し
て
、
症
状
や
困
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
記
録
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
こ
の
病
気
の
発
症
率
は
１
０
０
万
人

に
数
人
と
少
な
く
、
医
師
で
す
ら
あ
ま
り

情
報
を
持
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
患
者
の
声

を
ま
と
め
て
、
患
者
の
生
活
改
善
な
ど
に

役
立
て
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

研
究
室
に
入
る
ま
で
は
、
視
力
を
取
り

戻
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
研
究
を
進
め
る
に
つ
れ

て
、
最
も
重
要
な
問
題
は
「
見
え
る
か
、

見
え
な
い
か
」
で
は
な
く
、
見
え
な
く
て

も
困
難
を
感
じ
な
い
社
会
の
仕
組
み
を
つ

く
る
こ
と
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
自
分
の
障
が
い
だ
け
で
は
な

く
、「
障
老
病
異
」
の
す
べ
て
に
通
じ
る

考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

Q

Q

こ
の
分
野
に
進
ん
だ
き
っ
か
け
を

教
え
て
く
だ
さ
い

現
在
の
研
究
内
容
を

教
え
て
く
だ
さ
い

A

A

高

大学院生 が語る

自分の障がいを起点に
障がい者の生活を見直す

植村 要さん
Uemura Kaname

立命館大大学院先端総合学術研究科
先端総合学術専攻一貫制博士課程４年
〈岐阜県立岐阜盲学校卒業〉

●世の中には、いろいろな価値観が
あります。高校生の皆さんにとっては、
進学や就職などが大きな関心事だと思
いますが、時には別の側面から物事を
考えることも大切ではないでしょうか。
上手くいかない時、辛い時などに、視
点を変えて、環境や考え方を変えてみ
る柔軟性を持つと良いと思います。そ
のように心掛ければ、自分の可能性
を伸ばせる道が見つかりやすくなるの
ではないでしょうか。
　私は、どうしても自分の関心を追求
したいと考え、３４歳の時に大学に入
学して学び直しました。そのままはり
師・きゅう師として働き続けた方が良
いかもしれないと迷いましたが、思い
切って病院を辞めました。その結果、
新たに得たものは計り知れません。一
人ひとり状況は違うと思いますが、「学
びたい」と思った時、いつでも学びに
向かえるように、常に問題意識や好
奇心を持ち続けてほしいと思います。

一つの価値観に
とらわれない柔軟性を

　 校生へのメッセージ
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