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い
。
前
国
際
経
済
科
科
長
の
河
合
隆
廣
先
生
は
、「
本
学

科
に
入
学
し
て
く
る
の
は
、
元
々
意
識
の
高
い
者
が
多

い
ん
で
す
」
と
語
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
大
き
な
理

由
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
日
本
的
経
営
管
理
の
変
化
」
を
テ

ー
マ
に
課
題
研
究
を
書
い
た
岡
本
光
生
君
は
こ
う
話
す
。

「
中
学
校
時
代
は
新
聞
な
ん
て
全
然
読
み
ま
せ
ん
で

し
た
。
物
事
を
き
ち
ん
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

高
校
に
入
っ
て
か
ら
で
す
ね
。
で
も
た
ぶ
ん
他
の
学
校

に
通
っ
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
風
に
自
分
を
伸
ば
す
こ
と

っ
て
有
効
需
要
が
増
え
、
そ
れ
が
市
場
に
刺
激
を
与
え

た
こ
と
を
、
ケ
イ
ン
ズ
の
公
共
事
業
政
策
の
理
論
を
基

に
分
析
し
て
い
る
。
阪
本
さ
ん
は
テ
ー
マ
設
定
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
神
戸
空
港
建
設
計
画
や
吉
野
川
可
動
堰せ

き

計
画
の
ニ

ュ
ー
ス
を
目
に
し
て
、
公
共
事
業
の
あ
り
方
に
疑
問
を

持
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
こ
で
そ
も
そ
も

公
共
事
業
と
は
何
か
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
ケ
イ
ン

ズ
主
義
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
一
方
で
江
戸
時
代
に
関

心
を
抱
い
た
の
は
、『
経
済
に
つ
い
て
何
か
書
く
な
ら
、

江
戸
時
代
も
面
白
い
み
た
い
よ
』
と
い
う
母
親
の
一
言

が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
関
連
書
籍
を
読
ん
で
み
る

と
、
そ
の
時
代
も
公
共
投
資
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
、
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
は
と
思
っ
た
ん
で
す
」

同
じ
く
'99
年
度
卒
業
生
長
谷
川
雅
子
さ
ん
の
研
究
テ

ー
マ
は
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
」。
自
身
が
銀
行

預
金
を
始
め
る
と
き
、
数
あ
る
中
か
ら
某
銀
行
を
選
ん

だ
決
め
手
は
、
預
金
通
帳
が
ス
ヌ
ー
ピ
ー
の
絵
で
あ
っ

た
こ
と
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
興

味
を
持
っ
た
と
い
う
。
長
谷
川
さ
ん
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

グ
ッ
ズ
や
商
品
を
扱
う
企
業
に
使
用
目
的
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
発
送
。
そ
の
回
答
を
基
に
各
社
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
戦
略
を
分
析
し
た
。

卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
設
定
に
苦
し
み
、
ま
た
内
容
も
稚

拙
な
も
の
が
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
ん
な
中
で

生
徒
た
ち
は
な
ぜ
柔
ら
か
な
発
想
力
と
論
理
展
開
力
を

身
に
付
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
大
学
進
学

か
ら
就
職
ま
で
と
高
校
卒
業
後
の
進
路
は
か
な
り
幅
広

卒
業
式
を
直
前
に
控
え
た
２
月
中
旬
、
西
宮
高
校
国

際
経
済
科
３
年
生
35
名
の
生
徒
た
ち
の
手
に
、『
平
成
11

年
度
課
題
研
究
』
と
題
さ
れ
た
冊
子
が
渡
さ
れ
た
。
生

徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
興
味
関
心
に
基
づ
い
て
設
定

し
た
テ
ー
マ
を
、
調
べ
、
考
え
た
成
果
を
ま
と
め
あ
げ

た
、
い
わ
ば
「
卒
業
論
文
集
」
の
よ
う
な
一
冊
だ
。

こ
の
『
課
題
研
究
』
を
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
今
時

の
高
校
生
に
対
し
て
一
般
的
に
抱
か
れ
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
が
覆
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
よ
く
最
近
の
高
校
生
は

文
章
を
書
く
の
を
億
劫

お
っ
く
う

が
る
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
る

が
、
こ
の
冊
子
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
の
文
字
量
は
、

原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
25
か
ら
30
枚
程
度
も
あ
る
。

し
か
も
書
き
飛
ば
し
が
な
く
、
起
承
転
結
の
構
成
も
よ

く
練
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
の
高
校
生
は
社
会
的
問

題
へ
の
関
心
が
薄
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
論
文
の
テ

ー
マ
は
経
済
問
題
を
中
心
に
幅
広
い
。

例
え
ば
、
'99
年
度
卒
業
生
の
阪
本
恵
美
さ
ん
（
現
在

関
西
大
在
籍
）
が
書
い
た
「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
政
策
」

は
、
何
の
つ
な
が
り
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
”ケ
イ
ン

ズ
政
策
“
と
”江
戸
幕
府
の
経
済
政
策
“
の
類
似
点
に
目

を
つ
け
た
も
の
だ
。
幕
府
が
大
名
に
命
じ
た
普
請
に
よ

は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」

ち
な
み
に
、
長
谷
川
さ
ん
と
岡
本
君
は
大
阪
市
立
大

に
推
薦
入
試
で
合
格
し
た
が
、
そ
の
定
員
３
名
の
内
の

２
名
に
あ
た
る
。

実
は
、
生
徒
た
ち
は
一
朝
一
夕
に
完
成
度
の
高
い
論

文
を
仕
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

生
徒
た
ち
が
成
長
し
た
背
景
を
知
る
に
は
、
彼
ら
が
過

ご
し
た
３
年
間
を
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

１
学
期
の
期
末
考
査
も
終
わ
り
夏
休
み
直
前
と
な
っ
た

あ
る
日
、
国
際
経
済
科
の
全
学
年
は
学
校
行
事
の
一
つ

で
あ
る
「
社
会
研
修
」
に
出
掛
け
た
。
行
き
先
と
目
的

は
、
福
井
県
に
あ
る
関
西
電
力
大お

お

飯い

原
子
力
発
電
所
の

見
学
。
当
時
２
年
生
だ
っ
た
阪
本
さ
ん
、
長
谷
川
さ
ん
、

岡
本
君
の
３
人
も
、
も
ち
ろ
ん
参
加
し
た
。

そ
れ
に
先
だ
っ
て
同
科
で
は
、
関
西
電
力
の
社
員
を

招
待
し
、
原
子
力
発
電
に
関
す
る
説
明
会
を
開
い
て
い

創
立
81
年
。
'95
年
、
商
業
科
が
国
際
経
済
科
に
改
編
。
国
際
経
済
科
は
国

際
化
・
情
報
化
社
会
に
対
応
し
な
が
ら
豊
か
な
人
間
形
成
を
目
指
し
、
大

学
受
験
に
対
応
し
た
普
通
教
科
と
個
を
生
か
す
専
門
科
目
を
揃
え
、
各

種
資
格
取
得
を
支
援
す
る
学
習
体
制
を
整
え
て
い
る
。
部
活
動
は
、
'99
年

度
、
陸
上
部
は
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
に
７
名
出
場
、
駅
伝
で
は
兵
庫
県
男
子
３

位
、
女
子
２
位
と
活
躍
。
英
語
ス
ピ
ー
チ
、
簿
記
で
も
全
国
大
会
出
場
。

教
職
歴
31
年
。
同
校
に
は

'99
年
度
ま
で
の
19
年
在
籍
。

国
際
経
済
コ
ー
ス
設
置
当
初
か
ら
、

中
心
と
な
っ
て
同
科
を
支
え
た
。

現
在
、
加
古
川
南
高
校
に
勤
務
。

前
兵
庫
県
立
西
宮
高
校
国
際
経
済
科
科
長

河
合
隆
廣K

aw
aiTakahiro

本
校
に
赴
任
し
て
４
年
目
。
同
校
が

４
校
目
と
な
る
。
同
科
の
他
の
教
師
と

分
担
し
て
、
商
業
科
目
を
担
当
。

「
生
徒
に
語
る
内
容
は
、
日
頃
か
ら

吟
味
し
て
話
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

兵
庫
県
立
西
宮
高
校
国
際
経
済
科

平
山
　
弘H

irayam
a
H
irom
u

兵
庫
県
立

西
宮
高
校

設立

形態

生徒数（一学年）
'00年度入試実績
（国際経済科のみ）

1919年（大正8年）

共学／普通科、国際経済科、音楽科

約400名（内、国際経済科40名）

国公立大には、大阪
市立大、神戸商科大
に各２名が合格。私
立大には、関西大５
名、関西学院大４名
をはじめ、延べ20名
が合格。

兵
庫
県
立

西
宮
高
校
・
国
際
経
済
科

現
代
社
会
へ
の
視
野
を
3
年
間
の

指
導
の
中
で
身
に
付
け
る

課
題
研
究

西
宮
高
校
国
際
経
済
科
　
　
変
革
の
ポ
イ
ン
ト�

◎�

自
分
の
頭
で
考
え
る
機
会
を
数
多
く
提
供�

「
社
会
研
修
」
に
出
か
け
る
前
に
見
学
先
に
関
し
て
調

査
を
行
う
。
見
学
し
て
分
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、自
分

な
り
に
考
え
た
結
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
る
。

他
の
行
事
で
も
レ
ポ
ー
ト
提
出
は
必
須
。�

◎�

問
題
意
識
を
日
常
の
中
で
も
育
成
�

行
事
だ
け
で
は
な
く
日
常
の
機
会
を
捉
え
て
、同
科
の

教
師
は
生
徒
に
問
い
か
け
、問
題
意
識
や
幅
広
い
視
野
を
、

３
年
間
か
け
て
育
成
し
て
い
く
。�

◎ 

３
年
間
の
総
ま
と
め
に
あ
た
る
「
課
題
研
究
」�

�

生
徒
は
３
年
の
間
に
自
分
で
考
え
て
い
く
力
を
養
っ
て

き
て
い
る
の
で
、テ
ー
マ
設
定
か
ら
論
文
作
成
ま
で
、基

本
的
に
は
生
徒
の
自
主
性
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。�

科
で
は
、
情
報
処
理
、
文
書
処
理
、
簿
記
な
ど
の

授
業
を
行
い
、
幅
広
い
資
格
取
得
を
奨
励
。
１
年

次
終
了
時
に
は
、
簿
記
検
定
２
級
、
英
語
検
定
２
級
、
情

報
処
理
検
定
２
級
な
ど
を
ほ
ぼ
全
員
が
取
得
す
る
。

同

３

'98
年
７
月
、

近
年
、
大
学
生
で
さ
え



研
究
』
の
成
果
を
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
み
ん
な
の
前
で
発

表
さ
せ
る
な
ど
し
な
が
ら
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
テ
ー

マ
探
し
を
す
る
期
間
に
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
テ
ー
マ

を
設
定
し
て
、
調
べ
学
習
に
入
る
の
は
夏
休
み
明
け
か

ら
で
す
ね
」

２
学
期
に
入
る
と
、
生
徒
た
ち
は
個
々
に
図
書
館
で

文
献
を
読
ん
だ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
で
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
検
索
を
始
め
る
。
こ
の
種
の
授
業
で
し
ば
し
ば
教

師
が
苦
慮
す
る
の
が
、
生
徒
と
の
距
離
の
置
き
方
で
あ

ろ
う
。
生
徒
に
細
か
く
指
示
を
与
え
る
か
、
そ
れ
と
も

生
徒
を
突
き
放
す
か
。
同
科
の
教
師
は
「
課
題
研
究
」

の
授
業
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
距
離
を
保
っ
て
指
導
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
３
年
生
に
も
な
れ
ば
、
生
徒
は
自
分
自
身
で
考
え
、

切
り
開
い
て
い
く
力
を
既
に
身
に
付
け
て
き
て
い
ま
す
。

教
師
の
役
割
は
、
生
徒
が
狭
い
見
方
し
か
で
き
て
い
な

い
と
き
に
、
違
う
視
点
を
提
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
す

ね
」（
平
山
先
生
）

「
た
だ
し
」
と
平
山
先
生
は
付
け
加
え
る
。

「
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
は
、
い
き
な
り
導
入
し
て

も
絶
対
に
成
功
し
ま
せ
ん
。
１
、

２
年
次
で
の
様
々
な
積
み
重
ね
が

あ
っ
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
も
の

で
す
」

生
徒
は
急
に
は
成
長
し
な
い
。

し
か
し
３
年
間
を
見
通
し
て
じ
っ

く
り
と
指
導
を
す
れ
ば
必
ず
成
果

が
挙
が
る
こ
と
を
、
西
宮
高
校
国

際
経
済
科
を
巣
立
っ
た
生
徒
た
ち

が
体
現
し
て
い
る
。
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た
。
そ
し
て
当
日
の
発
電
所
見
学
。
原
発
を
巡
っ
て
は
、

推
進
派
と
反
対
派
が
国
論
を
二
分
し
て
い
る
が
、
電
力

会
社
は
言
う
ま
で
も
な
く
推
進
組
で
あ
り
、
盛
ん
に
Ｐ

Ｒ
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
巧
み
な
説
明
に
対
し

て
、
生
徒
の
中
に
は
見
学
後
の
感
想
と
し
て
「
や
っ
ぱ

り
原
子
力
は
日
本
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
不
可
欠
な
も

の
だ
と
思
っ
た
」
と
話
す
者
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
。

だ
が
河
合
先
生
は
、
こ
う
な
る
こ
と
を
最
初
か
ら
見

越
し
て
い
た
。「
そ
こ
か
ら
が
教
師
の
出
番
」
だ
と
思
っ

て
い
た
と
言
う
。
河
合
先
生
は
賛
成
意
見
の
生
徒
た
ち

に
向
か
っ
て
、「
確
か
に
大お

お

飯い

原
発
の
安
全
管
理
は
徹
底

さ
れ
て
い
る
み
た
い
だ
ね
」
と
前
置
き
し
た
後
、
矢
継

ぎ
ば
や
に
質
問
を
ぶ
つ
け
た
。「
で
も
廃
棄
物
処
理
の
課

題
は
残
さ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」「
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
は
そ
の
ま
ま
転
用
す
る
と
原
爆
に
な
る
け
ど
、
そ
れ

は
問
題
な
い
の
？
」「
電
力
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
る

の
は
大
阪
や
神
戸
な
の
に
、
原
子
力
発
電
所
が
福
井
に

あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
」
一
方
、
反
対
意
見
の
生
徒
に

は
別
の
視
点
か
ら
疑
問
を
提
示
し
た
。「
現
代
社
会
は
、

電
力
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
発
電

電
力
量
の
半
分
近
く
を
原
子
力
が
占
め
る
中
で
、
本
当

に
原
発
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
」。

河
合
先
生
に
問
い
返
さ
れ
、
生
徒
た
ち
は
自
分
な
り
に

事
実
を
探
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
岡
本
君
も
「
最

初
は
処
理
問
題
な
ど
が
大
変
だ
か
ら
、
火
力
と
か
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
れ
ば
い
い
と
い
う
意
見
で
し
た
。

で
も
そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
だ
ん
だ

ん
分
か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
話
す
。
最
終
的
に
提
出
さ

れ
た
生
徒
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
原
子
力
発
電
へ
の
賛

成
論
、
反
対
論
様
々
だ
っ
た
。
河
合
先
生
は
言
う
。

「
安
易
に
賛
成
、
反
対
を
語
る
生
徒
に
は
、『
で
も
こ

の
こ
と
は
ど
う
な
の
？
』
と
問
い
返
す
と
言
葉
が
止
ま

っ
て
し
ま
う
。
で
も
、
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
の
頭
で
考

え
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
教
師
は
そ
の
き
っ
か
け
を

作
る
問
い
掛
け
役
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
先
の
結

論
は
、
生
徒
自
身
が
出
し
て
い
け
ば
い
い
ん
で
す
」

そ
ん
な
機
会
を
、
国
際
経
済
科
で
は
生
徒
た
ち
に
数
多

く
提
供
し
て
い
る
。「
社
会
研
修
」
は
元
々
希
望
者
だ
け

が
参
加
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
一
つ
の
事
象
を
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
る
力
を
養
う
た

め
に
、
'98
年
度
か
ら
全
生
徒
を
対
象
と
し
た
も
の
に
拡

大
し
た
。
'99
年
に
は
生
徒
を
３
班
６
グ
ル
ー
プ
に
分
け

て
、
神
戸
税
関
、
大
阪
造
幣
局
、
読
売
新
聞
社
を
訪
問

し
た
。
生
徒
た
ち
は
訪
問
に
あ
た
っ
て
、
事
前
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
な
ど
し
て
、
質
問
事
項
を
用
意

し
て
臨
ん
だ
。
例
え
ば
貿
易
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て

い
る
生
徒
で
も
、
貿
易
と
関
係
が
深
い
税
関
に
つ
い
て

の
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
経
験
が
乏
し

く
、「
職
業
」
や
「
職
場
」
と
い
っ
て
も
表
層
的
な
イ
メ

ー
ジ
し
か
持
た
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
刺
激
の
多
い

も
の
と
な
っ
た
は
ず
だ
。

ま
た
、「
社
会
人
講
師
に
よ
る
教
養
講
座
」
は
年
に
４

回
組
ま
れ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
の
問
題
意
識
を
喚
起
す

る
よ
う
な
人
物
と
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
る
。
さ
ら
に
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
生
と
の
「
国
際
交
流
会
」
や
、「
能
楽

鑑
賞
」
も
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
る
。

各
行
事
の
後
に
は
必
ず
レ
ポ
ー
ト
提
出
が
待
っ
て
い

る
。
同
科
の
教
師
は
、「
感
想
で
は
な
く
意
見
を
書
く
よ

う
に
」
と
指
導
す
る
。
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
よ
る
レ
ポ
ー

ト
の
相
互
評
価
も
行
わ
れ
、「
報
告
文
は
、
３
年
間
で
ど

れ
だ
け
提
出
し
た
か
思
い
出
せ
な
い
ぐ
ら
い
に
多
い
」

（
長
谷
川
さ
ん
）
と
言
う
。
文
章
力
は
、
こ
う
し
た
行
事

を
利
用
し
て
徹
底
的
に
鍛
え
ら
れ
て
い
く
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
い
く
ら
活
発
に
行
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
発
の
イ
ベ
ン
ト
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
て
は
、
後
に
は
何
も
残
ら
な
い
。
生
徒
の
成
長

課
題
研
究

西
宮
高
校

３

指
導
変
革
の
軌
跡

を
支
え
る
一
番
の
カ
ギ
は
、
恐
ら
く
教
師
か
ら
の
日
常

的
な
語
り
か
け
に
あ
る
。

例
え
ば
、
河
合
先
生
は
生
徒
た
ち
に
世
界
地
図
を
見

せ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
を
指
さ
し
て
、「
何
か

お
か
し
く
な
い
か
」
と
問
い
掛
け
る
。
生
徒
が
気
付
い

て
発
言
す
る
。「
国
境
線
が
真
っ
直
ぐ
に
な
っ
て
い
ま

す
」。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
河
合
先
生
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
が
植
民
地
政
策
の
下
、
自
ら
の
都
合
で
国
の
線
引

き
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
そ
の
た
め
に
民
族
の
文
化

が
切
り
裂
か
れ
、
紛
争
の
元
凶
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
こ
う
し
て
生
徒
た
ち
は
、
教
科
書
を
進
め
る
授

業
で
は
決
し
て
身
に
付
か
な
い
問
題
意
識
や
広
い
社
会

的
視
野
を
、
日
常
の
中
で
少
し
ず
つ
獲
得
し
て
い
く
。

そ
ん
な
３
年
間
の
総
仕
上
げ
に
あ
た
る
。「
課
題
研
究
」

と
は
専
門
学
科
に
設
置
さ
れ
て
い
る
科
目
で
、『
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
よ
る
と
、「
課
題
を
設
定
し
、

そ
の
課
題
の
解
決
を
図
る
学
習
を
通
し
て
、
専
門
的
な

知
識
と
技
術
の
深
化
、
総
合
化
を
図
る
と
共
に
、
問
題

解
決
の
能
力
や
自
発
的
、
創
造
的
な
学
習
態
度
を
育
て

る
」
こ
と
を
目
標
と
し
た
も
の
だ
。
'03
年
度
か
ら
す
べ

て
の
高
校
で
実
施
さ
れ
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

の
隣
接
科
目
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
西
宮
高
校
国
際

経
済
科
で
は
、
３
年
次
に
３
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
指
導
に
は
、
本
科
の
教
師
３
人
に
よ
る

チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
制
で
取
り
組
ん
で
い
る
。
同
科

の
平
山
弘
先
生
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
１
学
期
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
関
す
る
テ

レ
ビ
番
組
を
見
せ
た
り
、
過
去
の
先
輩
た
ち
の
『
課
題

「
課
題
研
究
」
は

自
分
の
頭
で
考
え
る
。

題
研
究
の
授
業
の
中
で
は
、
調
査
内
容
を
ク
ラ
ス

メ
ー
ト
の
前
で
発
表
す
る
機
会
を
設
定
。
発
表
の

際
に
使
う
資
料
は
、
１
年
次
か
ら
培
っ
て
き
た
情
報
活

用
能
力
を
活
か
し
、
生
徒
全
員
が
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
。

課

大学教授や産業界の第一線で活躍する方
を招いた教養講座を年４回開催。国際情
勢や国際社会における日本のあり方、人
としての生き方など、生徒たちの関心に
沿ったテーマが選ばれている。'99年度には、
インターナショナル・パシフィック・カレ
ッジ理事長大橋博氏による「グローバル

社会に生きる」、㈱電通恒産サービス人材派遣課課長芳野恭輔
氏による「現代社会と広告活動」、日本通運㈱大阪旅行支店次
長の山崎正雄氏による「異文化理解の大切さと難しさ」、神戸
大医学部精神神経科講師の安克昌氏による「経済的な豊かさ
と外傷ストレス障害社会の現状」といった講演が行われた。�

西宮高校国際経済科のさまざまな取り組み�

社会人�
講師による�
教養講座�

国際経済科は「国際社会に通用する高い
知性と幅広い感性を培う教育」を目標とし、
語学教育にも力を入れている。英語の授
業では２名の外国人教師を招いてコミュ
ニケーション能力を育成、選択科目にフ
ランス語や中国語の授業も用意。オース
トラリア留学生との交歓会も実施する一方、

日本文化への造詣を深めるため能楽鑑賞会などの場も設ける。�

国際理解教育�

'99年度課題研究テーマ一覧（一部抜粋）�

�

・ アジア通貨危機�
�
・ 現代の国際貿易～自由貿易
はなぜ必要か～�
�
・ 香港返還の裏側�
�
・ サウスウエスト航空驚愕の経営�
�
・ 世界の子どもたちとユニセフ�
�
・経営心理学に基づくマーケ
ティング�
�
・ プロ野球による経済効果�
�
・「心の産業」東京ディズニー
ランド�

・フランチャイズシステムの発展�
�
・ 100円ショップの秘密�
�
・ マクドナルドvsモスバーガー�
�
・ 食品添加物の常識・非常識�
�
・ ごみを減らす社会に�
�
・ 「本」の今までとこれから�
�
・ マルチメディア時代の著作権�
�
・ 字幕という日本語�
�
・ 少年犯罪�




