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文
学
部
生
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
を

大
学
が
育
ん
で
い
る
か
？

　

一
般
に
、
実
業
界
に
強
く
結
び
付

く
学
部
の
学
生
は
、
就
職
に
有
利
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
経
営
学
や
商

学
部
、
経
済
学
部
、
工
学
部
な
ど
の

学
生
は
、
専
攻
し
た
専
門
分
野
に
直

結
す
る
仕
事
を
志
望
す
れ
ば
、
就
職

の
面
接
な
ど
で
志
望
理
由
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
説
得
力
を
持
っ
て
主
張
で

き
る
。
専
門
分
野
と
重
ね
な
く
て
も
、

実
業
に
関
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
れ

ば
、
就
職
面
接
な
ど
で
ア
ピ
ー
ル
す

る
材
料
は
見
つ
け
や
す
い
。

　

一
方
、
実
業
の
世
界
と
は
距
離
感

の
あ
る
学
部
は
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

一
概
に
、
就
職
に
弱
い
と
言
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
あ
る
芸
術
学
部
の
教
授

は
、
就
職
率
が
高
く
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
、「
大
学
卒
業
後

も
芸
術
活
動
を
本
格
的
に
続
け
た
い

と
考
え
る
学
生
が
少
な
か
ら
ず
い
て
、

そ
の
活
動
を
卒
業
後
に
実
践
す
る
こ

と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」

と
強
調
し
て
い
た
。
確
か
に
、
こ
の

よ
う
な
学
生
を
「
就
職
し
な
い
不
真

面
目
な
学
生
」
と
非
難
す
る
の
は
ナ

ン
セ
ン
ス
だ
。
む
し
ろ
大
学
で
培
っ

た
専
門
性
を
さ
ら
に
究
め
よ
う
と
す

る
真
摯
な
行
動
と
も
評
価
で
き
る
。

企
業
に
就
職
し
た
学
生
の
多
寡
で
異

な
る
学
部
を
比
較
す
る
の
は
、
意
味

が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
後
述
す
る
法
政
大
学
の
文

学
部
に
話
を
聞
く
と
、
文
学
部
の
就

職
率
は
、
同
大
学
内
の
文
系
学
部
と

比
べ
て
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と

い
う
。
率
が
一
番
良
い
経
営
学
部
に

比
べ
て
も
、
数
ポ
イ
ン
ト
の
差
し
か

な
い
と
の
こ
と
。
同
学
部
の
後
藤
篤

子
教
授
は
、「
文
学
部
が
就
職
に
弱

い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
誤
っ
て
い

る
」
と
訴
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
就
職
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
に

取
材
を
し
て
き
た
が
、
異
口
同
音
に

学
部
に
よ
っ
て
就
職
に
差
が
つ
く
こ

と
は
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
お
そ
ら

く
、
文
学
部
と
い
う
だ
け
で
、
学
生

が
就
職
活
動
で
極
端
に
不
利
に
な
る

こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
人
文
系
や
芸
術
系
の
学
部

の
学
生
は
、
普
段
の
授
業
か
ら
は
実

業
界
が
求
め
る
能
力
や
感
性
を
知
る

機
会
が
少
な
い
と
は
考
え
ら
れ
る
。

重
要
な
の
は
、
大
学
入
学
後
の
早
い

段
階
で
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
、

｢文学部は
 就職に弱い｣
 は本当なのか？

特集

　大学全体の就職率を開示する大学はあっても、大学内の学部
ごとに就職率を示す大学はあまりない。文学部は就職に弱いと
言われるが、実際はどうなのか。「文学部が就職に弱いという
イメージは間違っている」と、法政大学文学部はイメージの刷
新に努めている。文学部の学生の就職について調べ、高校の進
路指導の観点から論点を整理してみた。

●特集　「文学部は就職に弱い」は本当なのか？

実
現
す
る
に
は
ど
ん
な
能
力
が
必
要

で
、
卒
業
後
に
ど
の
よ
う
な
働
き
方

や
活
動
の
仕
方
が
あ
る
の
か
を
、
学

生
が
自
ら
考
え
よ
う
と
す
る
意
識
を

持
つ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

キ
ャ
リ
ア
を
自
ら
考
え
る
こ
と
は
、

ど
の
学
部
に
進
学
し
て
も
大
切
な
こ

と
だ
が
、
実
業
か
ら
は
距
離
の
あ
る

学
部
に
進
学
し
た
学
生
は
、
よ
り
意

識
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
高
校
の

進
路
指
導
の
現
場
で
は
、
文
学
部
や

芸
術
学
部
な
ど
へ
の
進
学
を
希
望
す

る
生
徒
に
は
、
志
望
先
が
学
部
別
の

キ
ャ
リ
ア
指
導
を
し
て
い
る
か
を
事

前
に
確
認
さ
せ
て
お
く
の
は
有
意
義

な
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
中
央
大
学
の

文
学
部
は
、
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
科

目
を
用
意
し
、
文
学
部
生
が
自
分
の

キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な

る
テ
ー
マ
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
ゲ
ス
ト

を
招
く
な
ど
し
て
説
明
し
た
り
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
た
り
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
法
政
大
学
文
学
部
で
は
、

全
学
共
通
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ほ
か

に
、「
文
学
部
生
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
」

と
い
う
科
目
を
学
部
内
で
開
講
し
、

文
学
部
卒
業
生
を
各
回
の
ゲ
ス
ト
講

師
に
迎
え
て
話
し
て
も
ら
い
、
文
学

部
で
学
ん
だ
こ
と
が
社
会
で
ど
う
生

か
さ
れ
る
の
か
を
考
え
ら
れ
る
機
会

を
設
け
て
い
る
。

　

高
校
の
進
路
指
導
上
で
必
要
な
の

は
、
生
徒
に
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を

し
っ
か
り
考
え
さ
せ
て
、
大
学
進
学

後
も
引
き
続
き
努
力
す
る
よ
う
に
指

導
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

人
文
系
や
芸
術
系
な
ど
、
実
業
界
か

ら
距
離
の
あ
る
学
部
を
志
望
す
る
生

徒
に
は
、
大
学
入
学
後
も
キ
ャ
リ
ア

意
識
を
強
く
持
ち
続
け
る
こ
と
を

し
っ
か
り
助
言
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
学
部
に
よ
っ
て
卒
業
生
の

就
職
状
況
に
違
い
が
あ
る
と
伝
え
て

お
く
こ
と
も
、
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
さ

せ
る
と
き
に
有
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
文
系
学
部
で
も
、
学
生
の
進
路

は
学
部
に
よ
っ
て
傾
向
が
異
な
る

（
上
の
グ
ラ
フ
）。
多
く
の
大
学
は
、

学
部
別
の
就
職
状
況
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
る
の
で
、
見
比
べ

る
と
、
教
育
に
就
職
す
る
学
生
が
多

い
と
か
、
公
務
員
の
就
職
が
多
い
な

ど
、
気
付
く
こ
と
が
多
い
。
生
徒
が

志
望
学
部
の
卒
業
生
の
就
職
先
を
確

か
め
る
視
点
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
面
で
も
役
立
つ
と

思
わ
れ
る
。
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文
学
部
だ
か
ら
こ
そ
鍛
え
ら
れ
る

社
会
人
力
が
あ
る　
　

法
政
大
学
文

学
部
は
、
昨
年
７
月
、「
文
学
部
で

培
う
社
会
人
力
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
（
左
写
真
）。

　

学
部
内
の
教
員
を
は
じ
め
、
企
業

の
人
事
や
労
務
に
詳
し
い
大
学
院
の

教
員
、
他
大
学
の
文
学
部
の
教
員
、

小
論
文
の
指
導
で
著
名
な
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
が
登
壇
。
後
半
は
、
金
融

や
ゲ
ー
ム
業
界
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
で
働
く
４
人
の
卒
業
生
が
パ
ネ

リ
ス
ト
に
な
っ
て
、
文
学
部
で
身
に

付
け
た
力
が
、
ど
の
よ
う
に
仕
事
で

役
立
っ
た
か
を
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
た
。
東
京
の
市
ヶ
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

内
の
会
場
に
は
、
学
内
外
か
ら

１
０
０
人
ほ
ど
の
聴
衆
が
集
ま
っ
た
。

　

法
政
大
学
は
近
年
、
学
生
の
就
業

力
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
て
、
文
部

科
学
省
が
行
っ
て
い
る
「
大
学
生
の

就
業
力
育
成
支
援
事
業
」
に
も
採
択

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
活
動
で
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
藤
村
博
之
教
授
（
社
会

人
向
け
大
学
院「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
科
」
所
属
）
も

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
演
。
企
業
な
ど

で
働
く
と
き
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力

は
「
文
書
作
成
力
」「
情
報
収
集･

分
析
・
発
信
力
」「
状
況
判
断･

行

動
力
」
の
三
点
だ
と
指
摘
し
、
大
学

教
育
の
核
心
は
、
論
理
的
に
考
え
、

議
論
を
通
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

に
あ
り
、
こ
の
訓
練
が
職
業
生
涯
の

基
礎
体
力
と
な
る
と
主
張
し
た
。
そ

し
て
、
論
文
を
書
く
こ
と
は
、
こ
の

能
力
を
培
う
象
徴
的
な
行
為
で
あ
り
、

卒
論
を
重
要
視
し
て
い
る
文
学
部
は
、

企
業
で
必
要
と
さ
れ
る
能
力
を
鍛
え

ら
れ
る
学
部
だ
と
評
し
た
。

　

文
学
部
が
自
ら
就
職
の
強
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
の
は
、
新
し
い
動
き
だ
。

ど
の
よ
う
な
背
景
と
意
図
が
あ
っ
た

の
か
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た

同
大
学
文
学
部
の
後
藤
篤
子
教
授

（
史
学
科
）
と
小
林
ふ
み
子
准
教
授

（
日
本
文
学
科
）
に
尋
ね
た
。

人
間
を
見
つ
め
る
力
が

社
会
に
出
て
か
ら
役
立
つ

　
　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
狙
い

は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

後
藤　

文
学
部
は
就
職
に
弱
い
と
い

う
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
正
し
た
か
っ

た
か
ら
で
す
。
実
際
の
就
職
状
況
は
、

他
の
文
系
学
部
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り

ま
せ
ん
。
お
金
よ
り
も
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
文
学
部
生
の

気
質
を
今
の
学
生
に
も
感
じ
ま
す
が
、

多
く
が
自
分
に
見
合
っ
た
就
職
先
を

き
ち
ん
と
見
つ
け
て
き
ま
す
。

小
林　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画

の
発
端
は
、
私
が
受
験
生
の
こ
と
を

も
っ
と
知
ろ
う
と
、
学
生
主
導
の

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
立
ち
会
っ

た
こ
と
で
し
た
。
受
験
生
や
保
護
者

か
ら
、
予
想
以
上
に
文
学
部
の
就
職

に
つ
い
て
の
質
問
が
出
て
、
保
護
者

か
ら
は
「
学
校
の
先
生
や
出
版
社
の

編
集
者
以
外
の
就
職
が
文
学
部
で
で

き
る
も
の
な
の
で
す
か
」
と
い
う
よ

う
な
質
問
も
出
て
い
た
ん
で
す
。
中

に
は
、
高
校
の
先
生
か
ら
反
対
さ
れ

た
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

後
藤　

昔
の
文
学
部
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

根
強
く
残
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
私

は
教
育
大
学
の
出
身
で
、
高
校
の
先

生
に
な
っ
た
友
人
た
ち
に
話
を
聞
け

ば
、
や
は
り
「
文
学
部
に
行
く
と
就

職
が
難
し
い
か
ら
生
徒
に
す
す
め
に

く
い
」と
言
わ
れ
ま
す
。こ
の
イ
メ
ー

ジ
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
ん
と
か
埋
め
た
い

と
考
え
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
林

法政大学文学部史学科
後藤篤子 教授

文
学
部
が
鍛
え
る
社
会
人
力

　
　

法
政
大
学
文
学
部
の
ケ
ー
ス

法政大学市ヶ谷キャンパスで2012年７月21日に開催された
文学部主催のシンポジウム「文学部で培う社会人力」の様子。

●特集　「文学部は就職に弱い」は本当なのか？

先
生
か
ら
提
案
が
あ
り
、
文
学
部
設

立
90
周
年
の
事
業
の
一
環
と
し
て
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
こ
と
を
決
め
た

ん
で
す
。

　
　

そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
文
学
部

の
卒
業
生
が
登
壇
し
て
い
ま
し
た
が
、

ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

後
藤　

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し

て
い
る
な
、
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

私
が
強
く
思
っ
た
の
は
、
文
学
部
は

人
間
を
扱
う
学
問
を
学
ぶ
と
こ
ろ
で

あ
り
、
学
生
は
人
間
を
深
く
見
る
力

が
身
に
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
社
会
人
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の

力
が
上
司
や
顧
客
と
の
信
頼
関
係
を

築
く
と
き
に
役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。

小
林　

私
も
そ
う
思
い
ま
し
た
。
人

間
は
、
必
ず
し
も
合
理
的
な
判
断
を

す
る
と
は
限
ら
な
い
、
矛
盾
し
た
存

在
で
す
よ
ね
。
こ
の
こ
と
を
文
学
部

の
学
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
史

料
、
実
習
、
実
験
、
分
析
を
通
し
て

知
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
文
学
や
哲

学
、
歴
史
、
心
理
な
ど
を
通
し
て
、

人
間
を
複
合
的
に
理
解
し
柔
軟
に
対

応
で
き
る
力
を
育
む
。
そ
れ
が
、
人

間
理
解
や
人
間
関
係
の
構
築
に
役
立

て
得
る
と
い
う
実
例
を
、
卒
業
生
か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
生
懸
命
に
学
べ
る
学
部
だ
か
ら

社
会
人
力
も
身
に
付
く

　
　

文
学
部
に
入
学
し
て
も
就
職
で
不

利
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

小
林　

本
学
は
近
年
、
学
生
の
就
業

力
育
成
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
全
学
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
基
本

的
な
考
え
方
は
、
ど
ん
な
学
問
を
専

攻
し
よ
う
と
も
、
学
生
が
大
学
で
一

生
懸
命
に
学
べ
ば
身
に
付
く
汎
用
的

な
力
こ
そ
が
就
業
力
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
企
業
も
そ

れ
を
求
め
て
い
る
。
と
う
こ
と
は
、

一
生
懸
命
に
頑
張
れ
る
学
部
を
選
ぶ

の
が
、
就
業
力
を
育
む
こ
と
に
一
番

効
果
的
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
は
、
日
本
文
学
科
の
学
生
の
受

験
行
動
を
調
査
し
た
の
で
す
が
、
約

35
％
が
本
学
の
日
本
文
学
科
の
専
願

（
付
属
校
、
指
定
校
推
薦
、
自
己
推

薦
入
学
者
な
ど
）
で
、
約
45
％
が
複

数
の
大
学
の
日
本
文
学
科
を
受
験
し

て
い
ま
し
た
。
約
８
割
が
日
本
文
学

科
だ
け
を
受
験
し
て
い
た
ん
で
す
。

こ
の
傾
向
は
史
学
科
や
哲
学
科
な
ど

も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
文
学
部
は
、

学
び
た
い
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
入

学
す
る
学
生
が
多
い
ん
で
す
。

後
藤　

ゼ
ミ
や
論
文
が
あ
っ
て
大
変

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
自
分
で
自

ら
選
ん
だ
か
ら
こ
そ
頑
張
れ
る
し
、

頑
張
れ
る
か
ら
こ
そ
力
が
付
く
。
そ

れ
が
社
会
人
力
に
な
る
と
私
た
ち
は

考
え
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
卒
業
生

の
多
く
が
他
の
学
部
の
学
生
と
同
じ

よ
う
に
就
職
し
て
い
ま
す
。

　
　

高
校
の
進
路
指
導
の
現
場
に
伝

え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

後
藤　

文
学
部
が
就
職
に
弱
い
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ぜ
ひ
改
め
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
、

本
学
の
文
学
部
で
あ
れ
ば
、
し
っ
か

り
社
会
人
力
を
鍛
え
ま
す
。
こ
の
文

学
部
は
、
全
学
生
に
卒
業
論
文
を
書

く
こ
と
を
課
し
、
低
学
年
か
ら
ゼ
ミ

を
始
め
ま
す
。
ま
た
、
基
礎
ゼ
ミ
と

呼
ぶ
少
人
数
の
初
年
次
教
育
も
や
っ

て
い
ま
す
。
学
生
は
一
生
懸
命
に
や

ら
ざ
る
を
え
な
い
ん
で
す
。
す
る
と
、

自
ら
調
べ
も
の
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

う
ま
く
ま
と
め
て
発
表
し
た
り
、
先

行
研
究
を
批
判
的
に
考
察
し
て
自
分

な
り
に
意
見
や
視
点
を
作
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
ん
な
力
は
、

目
の
前
の
現
象
を
自
分
な
り
の
見
方

で
分
析
し
て
意
見
を
言
え
る
力
に
な

り
、
企
業
な
ど
で
も
評
価
さ
れ
る
力

に
な
る
は
ず
で
す
。

小
林　

批
判
的
な
能
力
を
育
む
こ
と

は
、
大
学
教
育
の
根
幹
で
す
。
こ
の

力
は
、
ゼ
ミ
で
議
論
し
た
り
論
文
を

書
い
た
り
す
る
こ
と
で
鍛
え
ら
れ
ま

す
。
高
校
の
先
生
に
ぜ
ひ
知
っ
て
い

た
だ
き
た
い
の
は
、
ゼ
ミ
の
履
修
率

や
卒
論
の
執
筆
率
は
、
学
部
に
よ
っ

て
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ゼ
ミ
や
卒
論
が
必
修
で
な
い
学
部
が

今
増
え
て
い
て
、
一
部
の
優
秀
な
学

生
だ
け
が
ゼ
ミ
に
入
っ
て
卒
論
を
書

く
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ゼ

ミ
も
卒
論
も
必
修
に
す
る
と
、
教
員

も
学
生
も
大
変
な
の
で
す
が
、
苦
労

す
る
か
ら
こ
そ
、
批
判
能
力
も
社
会

人
力
も
身
に
付
く
ん
で
す
。
文
学
部

に
限
ら
ず
、
一
生
懸
命
に
な
っ
て
、

大
変
な
思
い
を
し
て
自
分
を
成
長
さ

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
最
良
の
進
学

先
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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