
高
校
生
の
頃
、
明
治
維
新
以
降
の
歴
史
に
興
味
を
持

っ
て
い
た
寺
本
先
生
は
、
関
西
学
院
大
学
で
本
格
的
に

日
本
史
を
勉
強
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
文
学

部
で
は
な
く
、
経
済
学
部
へ
の
進
学
を
決
め
る
。「
日
本

近
代
史
を
学
ぶ
に
は
、
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し

て
い
る
ほ
う
が
よ
り
深
く
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
、
そ
う

思
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
」
と
。
歴
史
は
経
済
の
好
不
況

に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
歴
史
と
経

済
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

ゼ
ミ
に
入
っ
て
先
生
は
貿
易
史
の
研
究
か
ら
「
花
形

輸
出
商
品
と
し
て
の
お
茶
」
に
出
会
う
。「
明
治
期
、
お

茶
は
２
万
５
千
〜
３
万
ト
ン
ほ
ど
生
産
さ
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
そ
の
う
ち
約
２
万
ト
ン
が
主
と
し
て
米
国
へ

輸
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
金
額
で
見
る
と
、
輸
出

総
額
の
15
％
も
占
め
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。

正
直
、
こ
の
数
値
は
意
外
で
し
た
」。
こ
う
し
た
事
実
が

断
然
、
先
生
に
お
茶
へ
の
興
味
を
か
き
立
て
、
お
茶
の

研
究
に
入
っ
て
い
く
。

製
茶
輸
出
は
明
治
末
年
か
ら
衰
退
し
は
じ
め
、
輸
出

総
額
に
占
め
る
割
合
は
１
〜
２
％
に
ま
で
落
ち
込
む
。

し
か
し
1
9
2
0
年
代
の
長
期
停
滞
期
、
全
国
的
に
農

村
が
疲
弊
す
る
な
か
、
静
岡
や
南
九
州
の
茶
産
地
が
逆

境
を
バ
ネ
に
発
展
し
て
い
く
…
…
…
。
先
生
は
断
片
的

に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
茶
業
の
史
実
を
論
文
に

ま
と
め
、『
戦
前
期
日
本
茶
業
史
研
究
』
を
出
版
す
る
。

お
茶
へ
の
関
心
は
そ
の
後
一
段
と
深
ま
り
、
文
化
面
、

技
術
面
、
保
健
効
果
の
面
な
ど
、
総
合
的
観
点
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
く
。
こ
う
し
た
中
で
、
お
茶
の

研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
多
く
の
人
た
ち
と
交
流
し
、
現

在
は
宇
治
の
茶
業
関
係
者
と
協
力
し
て
、
宇
治
茶
業
を

活
性
化
す
る
取
組
に
も
参
加
。「
今
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

お
茶
は
も
の
す
ご
く
人
気
が
あ
る
の
で
す
が
、
リ
ー
フ

発
端
は
日
本
経
済
史
の
研
究
で

発
見
し
た
お
茶
の
意
外
な
側
面

（
茶
葉
）
は
低
迷
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
宇
治
茶
も
厳
し

い
環
境
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
宇
治
は
、
茶
道

文
化
と
製
茶
技
術
の
発
展
に
最
も
貢
献
し
て
き
た
産
地
。

そ
ん
な
由
緒
あ
る
地
を
ど
う
に
か
し
て
盛
り
上
げ
た
い

ん
で
す
」。
そ
の
た
め
に
茶
業
研
究
者
と
し
て
何
が
で
き

る
か
、
ど
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
提
案
で
き
る
か
、
も
っ

か
鋭
意
考
察
中
だ
。

先
生
の
研
究
対
象
は
お
茶
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

食
生
活
の
変
遷
と
い
う
分
野
に
も
広
が
っ
て
い
く
。

「
昔
は
食
品
の
生
産
者
と
消
費
者
の
距
離
は
近
か
っ
た

の
で
す
が
、
今
で
は
多
様
な
食
品
産
業
や
流
通
業
者
が

間
に
入
り
、
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
と
と
も
に
、
日
本
人
の
食
生
活
パ
タ
ー
ン
の
変
遷
を

た
ど
り
、
昔
の
よ
か
っ
た
点
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て

改
善
す
べ
き
点
を
見
極
め
、
歪
み
が
生
じ
て
き
た
日
本

人
の
食
ス
タ
イ
ル
を
是
正
す
べ
く
、
新
し
い
提
言
を
行

っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
「
お
茶
」
を
考
察
し
、
さ
ら

に
は
「
食
」
全
体
へ
と
興
味
の
ア
ン
テ
ナ
を
広
げ
て
い

く
寺
本
先
生
。
ま
だ
ま
だ
先
生
の
ア
ン
テ
ナ
は
広
が
っ

て
い
き
そ
う
だ
。

お茶の歴史を解き明かす

経済学部、期待のホープ！

「お茶は毎日、欠かさず飲みます。とくに講義の後や論
文を書くときはこまめに飲みますね。お茶にはリフレッ
シュ効果があり、頭がスッキリするんですよ。ですから
受験生のみなさんも、ぜひお茶を飲んで、入試を乗りき
ってください。栄西はお茶を養生の仙薬と言っていま
す」。お茶をこよなく愛し続ける寺本先生。関西学院大
学の研究環境は抜群。キミもこの大学で、人生を変える
ようなとっておきのテーマに出会うかもしれない。
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関西学院大学 経済学部

てらもと・やすひで●1967年、三重県生まれ。

関西学院大学大学院経済学研究科博士後期課

程終了。経済学博士。主要業績『戦前期日本

茶業史研究』（有斐閣）、『景気循環でみる戦前

の日本経済』（晃洋書房）、共著『社会経済史

講義』（学文社）など。「大学における茶の総

合学の開講・教育」で世界緑茶協会「平成14

年度Ｏ -ＣＨＡパイオニア賞」受賞。「宇治茶

ブランド形成過程の研究」で京都府茶業会議

所より平成16年度茶学術助成金を受ける。

寺本益英助教授

> > >

< < <

関西学院大さしかえ  06.7.14  15:56  ページ002


