
前
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﹈

ま
ん
が
で
知
る

未
来
へ
の
学
び

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
つ
く
る
学
習
者
た
ち
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❖ 

ま
え
が
き

　

本
書
を
書
こ
う
と
考
え
た
き
っ
か
け
は
、
二
人
の
教
え
子
と
の
再
会
で
し
た
。

　

一
人
は
、
私
が
初
任
一
年
目
の
勤
務
校
で
小
学
校
三
年
生
を
担
任
し
た
と
き
の
教
え
子
で
し
た
。
あ
る
地
域
づ
く
り

の
集
会
で
偶
然
私
の
と
な
り
に
座
っ
た
男
性
が
ま
さ
に
そ
の
子
だ
っ
た
の
で
す
。
す
で
に
四
十
歳
と
な
っ
て
お
り
、
ふ

る
さ
と
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
尽
力
し
た
い
と
い
う
思
い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

も
う
一
人
は
、
初
任
四
年
目
の
二
番
目
の
勤
務
校
で
小
学
校
の
五
年
生
を
担
任
し
た
と
き
の
教
え
子
で
し
た
。
彼
と

は
熊
本
市
内
の
商
店
街
で
ば
っ
た
り
と
出
会
っ
た
の
で
す
。
彼
も
ま
た
ふ
る
さ
と
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
都
会
か
ら

帰
っ
て
き
て
い
た
の
で
し
た
。

　

あ
ま
り
の
偶
然
に
驚
い
た
私
は
、
じ
っ
く
り
と
話
を
す
る
機
会
を
設
け
て
、
彼
ら
の
ふ
る
さ
と
の
ま
ち
づ
く
り
に
対

す
る
熱
い
思
い
と
悩
み
を
聞
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
に
よ
っ
て
地
方
が
衰
退
し
て

い
く
現
状
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
彼
ら
の
姿
に
大
き
く
心
を
動
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
単
な
る
地
方
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
と
い
う
国
が
直
面
し
て
い
る
従
来
の
社
会
の
仕
組
み
や
人
々

の
価
値
観
の
問
題
で
あ
り
、
教
育
の
在
り
方
に
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
と
私
は
考
え
た
の
で
す
。

　

戦
後
の
日
本
は
物
の
な
い
時
代
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
、
ひ
ら
す
ら
働
き
、
物
質
的
な
豊
か
さ
を
追
い
求
め

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
年
を
追
う
ご
と
に
経
済
は
成
長
し
、
個
人
の
生
活
は
豊
か
で
便
利
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
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し
か
し
、
今
、
急
速
に
発
達
し
て
き
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
社
会
の
仕
組
み
も
人
々
の
価
値
観
も
大
き
く
変
化

し
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
情
報
を
も
た
ら
し
便
利
に
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
一

方
で
は
、
個
人
の
権
利
ば
か
り
を
主
張
し
、
他
人
を
平
気
で
非
難
し
傷
つ
け
る
行
為
が
蔓
延
す
る
「
生
き
に
く
い
社
会
」

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
中
、平
成
二
十
九
年
三
月
に
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
核
と
な
る
考
え
方
は
、「
よ

り
よ
い
学
校
教
育
を
通
し
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
」
と
い
う
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
で
す
。
こ
の
理
念
に

私
は
大
い
に
共
感
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
や
学
校
の
実
現
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
現
す
る
た

め
に
は
、
学
校
教
育
現
場
の
努
力
だ
け
で
は
困
難
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
の
理
解
と
協
力
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
学
習
指
導
要
領
と
そ
の
基
と
な
っ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
を
ベ
ー
ス
に
し
、
自
分
な
り
の
解
釈
で
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
り
、
学
校
関
係
者
以
外
の
方
に
も
読
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
書
い
た
も
の
が
本
書
で
す
。
教
師
だ
け
に

向
け
た
教
育
書
と
は
異
な
り
、
よ
り
多
く
の
方
々
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
教
育
用
語
の
解
説
も
加
え
ま
し
た
。
職
種

や
世
代
を
超
え
て
、
み
ん
な
で
こ
れ
か
ら
の
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

各
章
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
未
来
の
社
会
を
考
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
も
う
け
ま
し
た
。
き
っ
と
、

こ
れ
か
ら
の
自
分
の
人
生
や
未
来
の
社
会
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
田
康
裕
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ま
ん
が
の
中
で
竜
南
先
生
は
、
勝
利
の
た
め
に
部
活
動
終
了
予
定
時
刻
を
過
ぎ
て
も
練
習
を
続
け
ま
す
。
ま
た
、
桜

山
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
と
自
分
に
鞭
打
っ
て
が
ん
ば
り
続
け
ま
す
。

竜
南
先
生
は
経
験
者
ゆ
え
に
指
導
に
自
信
が
あ
り
、
勝
利
で
き
た
と
き
の
喜
び
を
味
わ
わ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
部
員
の
中
に
は
定
時
に
帰
宅
し
、
自
分
の
時
間
を
過
ご
し
た
い
子
ど
も
も
い
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、
予
定
時
刻
を
過
ぎ
て
も
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
我
が
子
を
心
配
し
て
い
る
保
護
者
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か

も
、
竜
南
先
生
は
自
分
の
家
族
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
師
が
自
分
の
価
値
観
を
盲
信
す
る
あ
ま

り
、
他
者
を
犠
牲
に
し
て
い
る
こ
と
は
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
、
桜
山
先
生
は
全
く
の
未
経
験
者
。
部
活
動
の
担
当
者
が
割
り
振
ら
れ
る
た
め
に
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
指
導

し
て
い
る
状
態
で
す
。
筑
波
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
が
平
成
29
年
に
報
告
し
た
資
料
※
に
よ
る
と
、
担
当
す
る
部
活
動
に

必
要
な
技
能
を
備
え
て
い
な
い
場
合
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
（
心
の
健
康
）
が
不
良
と
な
る
傾
向
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

男
性
教
師
に
比
べ
て
女
性
教
師
の
ほ
う
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
状
態
が
悪
い
と
い
う
結
果
も
出
て
い
ま
す
。
桜
山
先
生

の
よ
う
な
未
経
験
者
が
運
動
部
活
動
を
指
導
す
る
こ
と
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

部
活
動
と
教
育
課
程

解説1

※　

筑
波
大
学
「
教
員
勤
務
実
態
委
託
事
業
【
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
】
研
究
チ
ー
ム
」「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
特
別
部
会
発
表
資
料
」
平
成
29
年
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◉	

教
育
課
程
と
は
何
か

　
　

学
校
に
は
教
育
課
程
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
各
学
校
が
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
学
習
内
容
と
そ
の

計
画
を
指
し
ま
す
。
学
校
教
育
法
施
行
規
則
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

第
七
十
二
条　

中
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
技
術
・
家
庭

及
び
外
国
語
の
各
教
科
（
以
下
本
章
及
び
第
七
章
中
「
各
教
科
」
と
い
う
。）、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
並
び
に

特
別
活
動
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

つ
ま
り
、部
活
動
は
本
来
、教
育
課
程
外
の「
生
徒
の
自
主
的
な
活
動
」と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
、

全
国
を
頂
点
と
し
た
大
会
な
ど
を
目
指
し
勝
敗
を
競
う
よ
う
に
な
り
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
ま

た
、
怪
我
が
お
き
た
時
の
学
校
の
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
教
師
が
何
ら
か
の
形
で
担
当
し
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
教
師
の
長
時
間
労
働
の
原
因
と
も
な
り
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
の
で
す
。

時
代
が
変
わ
れ
ば
、
教
育
課
程
も
変
わ
り
ま
す
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
な
ど
、
新
し
い
教
育
が
次
々

と
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
教
師
に
は
、
そ
う
し
た
新
し
い
教
育
課
程
に
対
応
す
る
た
め
の
知
識
や
技
能
を
習
得
す
る

時
間
が
必
要
で
す
。
部
活
動
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
育
課
程
よ
り
も
部
活
動
が
優
先
さ
れ
る
状
態

で
は
本
末
転
倒
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。



　全米トップクラスのビジネススクール「ペンシルバニア大学ウォートン校」の教授で

あり心理学者であるアダム・グラントがビジネスで成功する秘訣を書いた本です。

　グラントは人間を、ギバー（人に惜しみなく与える人）、テイカー（真っ先に自分の利

益を優先させる人）、マッチャー（損得のバランスを考える人）の３タイプに分け、成

功するのはギバーだと主張します。なぜならば、ギバーは「自己犠牲」ではなく、みん

なの幸せのために高い成果を出すことを目的とする「他者志向性」があるからだと説

きます。ギバーは自分にとっても意義のあることや自分が楽しめることをみんなのた

めに行うことができるので、他者から感謝され成功につながるというわけです。

　組織や他者のために自分を犠牲にすることが美徳だと考えがちな日本人には極め

て有効な示唆を与えてくれる本だと言えましょう。

GIVE & TAKE
「与える人」こそ成功する時代

アダム・グラント
（楠木健監訳、三笠書房）

コラム◇未来の社会を考えるビジネス書 1

28




