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は
じ
め
に

　
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
よ
り
幸
せ
で
す
。

　
１
５
０
以
上
の
国
や
地
域
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
国
連
の
『
世
界
幸
福
度
報
告
』（
２
０
１
６
年
）
に
よ
れ

ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
32
位
。
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
日
本
は
そ
の
下
の
53
位
で
す
。

　
世
界
の
ト
ッ
プ
で
は
な
い
に
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
よ
り
幸
せ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
ち

な
み
に
１
位
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
２
位
は
ス
イ
ス
、
３
位
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
す
）。

　
一
体
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
よ
り
幸
せ
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
日
本
の
社
会
よ
り
も
「
よ
い
」
の
で
し
ょ
う
か
。

　
い
く
つ
か
の
統
計
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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１

．
失
業
率

　

２
０
１
７
年
10
月
時
点
で
の
日
本
の
失
業
率
は
2
・
9
％
、
フ
ラ
ン
ス
は
9
・
4
％
で
す
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
〈
経
済
協
力
開
発
機
構
〉
の
統
計
に
よ
る
）。

　

失
業
率
が
圧
倒
的
に
高
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
で
す
。

　
２

．
殺
人
発
生
率

　

２
０
１
５
年
の
人
口
10
万
人
あ
た
り
の
殺
人
発
生
率
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
１
・
58
件
（
２
０
５
の
国
・

地
域
の
う
ち
１

４

９

位
）、
日
本
が
０
・
31
件
（
同
１

９

７

位
）
で
す
（
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
〈
国
連
薬
物
・

犯
罪
事
務
所
〉
の
統
計
に
よ
る
）。

　

１

位
の
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
が
１

０
８
・
63
件
と
圧
倒
的
な
の
で
、
ど
ち
ら
も
比
較
的
安
全
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
殺
人
発
生
率
は
日
本
の
実
に
５
倍
で
す
。

　
３

．
交
通
事
故
死
者
数

　

交
通
事
故
の
死
者
数
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

２

０

１

５

年
の
人
口
10
万
人
あ
た
り
の
交
通
事
故
死
者
数
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
５
・
４

人
、
日
本
が
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３
・
８
人
で
す
（
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
の
統
計
に
よ
る
）。

　

僅
差
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
日
本
の
方
が
少
な
い
で
す
。

　
４

．
肥
満
率

　

成
人
の
肥
満
率
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
15
・
６
％
、
日
本
は
４
・
５
％
で
す
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
〈
世
界
保
健
機
関
〉

の
統
計
に
よ
る
）。

　

ど
ち
ら
も
世
界
平
均
18
・
９

％
を
下
回
っ
て
は
い
ま
す
が
、
日
本
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
明
ら

か
に
高
い
。
も
ち
ろ
ん
肥
満
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
健
康
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク
を
考

え
る
と
こ
の
違
い
は
重
要
で
し
ょ
う
。

　
今
あ
げ
た
数
字
で
は
、
ど
れ
も
日
本
の
方
が
フ
ラ
ン
ス
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
他
の
デ
ー
タ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
や
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
が
同
程
度

の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
失
業
、
殺
人
、
交
通
事
故
、
肥
満
率
と
い
っ
た
、
社
会
生
活
を
平
穏
に
営
む
上
で
重
要
な
指
標

は
日
本
の
方
が
よ
い
の
で
す
。
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こ
れ
ら
の
指
標
に
従
う
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
仕
事
に
あ
り
つ
け
ず
、
犯
罪
や

事
故
に
遭
う
確
率
は
高
く
、
潜
在
的
な
病
気
の
リ
ス
ク
が
高
い
身
体
の
状
態
に
あ
る
可
能
性
も
高
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
世
界
幸
福
度
報
告
』
の
ラ
ン
キ
ン
グ
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
が
上
な
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
幸
福
で
あ
る
か
ど
う
か
は
客
観
的
な
デ
ー
タ
だ
け
で
推
し
量
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。

「
あ
な
た
は
幸
福
で
す
か
？
」
と
訊
か
れ
た
時
に
、
統
計
デ
ー
タ
を
参
考
に
答
え
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ

う
。
幸
福
は
何
に
も
ま
し
て
個
人
的
な
問
題
で
あ
り
、
主
観
的
な
問
題
で
す
。
ど
れ
だ
け
絶
望
的
な
状
況

に
置
か
れ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
本
人
が
幸
せ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
幸
せ
で
す
。

　
し
か
し
、
社
会
状
況
と
個
人
の
幸
福
は
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
日
本
は
幸
福
な
生
活
を

送
る
た
め
の
条
件
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
、
フ
ラ
ン

ス
人
は
日
本
人
よ
り
幸
福
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
１
９
９
０
年
代
に
「
フ
レ
ン
チ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
い
う
言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
動
物
性
脂
肪
の
多
い
食
事
を
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
、
心
臓
疾
患
が
少
な
い
と
い
う
逆
説
の
こ
と

で
す
。
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幸
福
に
も
フ
レ
ン
チ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
よ
り
も
リ
ス
ク
の
多
い
社
会
に
暮
ら
し
て
い
な
が
ら
、
彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
幸
福
で
す
。

　
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
ひ
と
つ
の
原
因
は
、
彼
ら
が
幸
福
に
つ
い
て
「
学
ぶ
」
機
会
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
幸
福
に
つ
い
て
「
学
ぶ
」。

　
そ
れ
は
幸
福
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
で
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
人
は
高
校
で
哲
学
を
学
び
ま
す
。
哲
学
は
文
系
理
系
を
問
わ
ず
必
修
で
あ
り
、
大
学
に
入
る

た
め
に
は
バ
カ
ロ
レ
ア
と
呼
ば
れ
る
試
験
で
、
哲
学
科
目
を
絶
対
に
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
幸
福
は
哲
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
「
幸
福
」
は
、「
感
じ
る
」
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
「
考
え
る
」
も
の

な
の
で
す
。

　
そ
の
点
で
日
本
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
幸
福
を
物
質
的
な
豊
か
さ
や
他
人
と
の
比
較
で
考
え
が
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
、
も
し
幸
福
に
つ
い
て
自
分
の
頭
で
考
え
る
習
慣
が
あ
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
。
何
を
幸
福
と
感
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じ
る
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
そ
の
違
い
を
論
理
的
に
説
明
で
き
る
と
し
た
ら
、
幸
せ
は
単
な
る

物
質
的
な
豊
か
さ
や
他
人
と
の
比
較
と
は
違
う
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
貴
重
な
価
値
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
人
が
哲
学
で
学
ぶ
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
思
考
の
訓
練
で
す
。
哲
学
的
に
考
え
る
技
術

は
、
幸
福
に
生
き
る
た
め
の
武
器
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
学
ぶ
幸
福
に
つ
い
て
の
哲
学
的
思
考
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
制
度
や
、
特
に
哲
学
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
ま
ず
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
自
分
た
ち
の
思
考
を
表
現
す
る
や
り
方
の
ひ
と
つ
に
哲
学
小
論
文
（
フ
ラ
ン
ス

語
で
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。
哲
学
小
論
文
で
は
、

哲
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
議
論
の
型
に
従
っ
て
考
え
、
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
「
幸
せ
」
で
あ
る
秘
訣
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
彼
ら
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

「
わ
れ
わ
れ
は
幸
福
に
な
る
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」

「
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
幸
福
を
実
現
す
る
義
務
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
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「
死
は
幸
福
に
と
っ
て
の
障
害
だ
ろ
う
か
？
」

　
幸
福
を
漠
然
と
し
た
心
の
状
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
幸
福
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
幸
福
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
う
し
た
問
い
を
手
が
か
り
に
し
て
、
幸
福
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
問
題

に
答
え
る
出
発
点
な
の
で
す
。

　
つ
ま
り
こ
の
本
は
、
考
え
る
こ
と
で
幸
せ
に
な
る
方
法
を
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
「
思
考
の
型
」
を
知
り
、「
幸
せ
」
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
考
え
方
を
学
べ
ば
、

私
た
ち
も
今
よ
り
「
幸
せ
」
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
簡
単
に
こ
の
本
の
構
成
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　
第
１
章
で
は
、
高
校
生
が
受
験
す
る
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。
バ

カ
ロ
レ
ア
試
験
は
高
校
の
修
了
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
試
験
で
あ
り
、
合
格
す
る
と
大
学
に
入
学
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
哲
学
は
初
日
の
最
初
の
受
験
科
目
で
す
。

　
第
２
章
で
は
、
哲
学
試
験
で
必
要
と
さ
れ
る
哲
学
小
論
文
の
答
案
の
書
き
方
を
扱
う
と
と
も
に
、
そ
こ
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か
ら
私
た
ち
に
も
役
立
つ
思
考
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
だ
し
ま
す
。

　
第
３
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
で
の
哲
学
の
授
業
で
扱
わ
れ
る
「
幸
福
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
哲

学
的
な
考
え
方
を
紹
介
し
ま
す
。

　
第
４
章
で
は
、
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
で
実
際
に
出
題
さ
れ
た
幸
福
に
関
す
る
問
題
を
解
き
な
が
ら
、

思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
体
験
し
て
い
き
ま
す
。

　
幸
せ
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
形
で
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
幸
せ
に
つ
い
て
考
え
る
方
法
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
幸
せ
に
つ
い
て

筋
道
立
て
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
本
の
目
的
で
す
。
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第
一
章
　
フ
ラ
ン
ス
人
は
大
学
に
入
る
た
め
に
、
幸
福
に
つ
い
て
考
え
る

 

――
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
と
は
何
だ
ろ
う
か
？

フランス人は大学に入るために、
幸福について考える
バカロレア哲学試験とは何だろうか？



フ
ラ
ン
ス
の
「
大
学
入
試
」
バ
カ
ロ
レ
ア

　
日
本
の
大
学
入
試
シ
ー
ズ
ン
が
本
格
化
す
る
の
が
、
１
月
半
ば
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
で
あ
る
な

ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
入
試
シ
ー
ズ
ン
」
は
６
月
で
す
。

　
し
か
し
、「
入
試
シ
ー
ズ
ン
」
と
い
う
言
い
方
は
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
バ

カ
ロ
レ
ア
試
験
は
日
本
の
入
試
と
は
か
な
り
性
格
が
違
う
も
の
な
の
で
す
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
は
、
大
学
入
学
資
格
試
験
と
か
、
中
等
教
育
修
了
資
格
試
験
と
翻
訳
さ
れ
ま
す
。

　
高
校
ま
で
の
勉
強
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
資
格
で
、
日
本
で
言
え
ば
高
校
卒
業
資
格
に
あ

た
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
バ
カ
ロ
レ
ア
が
日
本
の
高
卒
資
格
と
違
う
の
は
、
そ
れ
が
全
国
一
斉
の
試
験
で
あ
る
と
い
う

こ
と
と
、
そ
れ
を
取
得
す
れ
ば
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
す
。

　
日
本
の
高
校
で
は
卒
業
認
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
行
い
ま
す
。

　
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
よ
う
な
全
国
規
模
（
フ
ラ
ン
ス
本
土
だ
け
で
な
く
、

海
外
県
や
海
外
領
土
、
海
外
の
フ
ラ
ン
ス
人
学
校
な
ど
も
含
む
の
で
、
あ
る
意
味
全
世
界
規
模
）
で
行
わ
れ
る
試
験
に
よ

っ
て
、
生
徒
が
中
等
教
育
を
修
了
し
た
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
の
で
す
。
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バ
カ
ロ
レ
ア
に
合
格
す
る
と
、
基
本
的
に
は
自
分
の
希
望
す
る
大
学
の
学
部
に
進
学
で
き
ま
す
。
フ
ラ

ン
ス
の
大
学
は
す
べ
て
国
立
で
、
学
費
も
安
い
で
す
。
学
士
課
程
な
ら
年
２
万
５
千
円
程
度
で
す
。

　
大
学
に
入
る
た
め
に
、
高
校
生
た
ち
は
何
と
し
て
も
バ
カ
ロ
レ
ア
に
合
格
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
大
学
に
入
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
安
心
は
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

入
試
が
な
い
と
い
う
の
は
良
い
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
原
則
と
し
て
誰
で
も
好
き
な
大
学

の
好
き
な
学
部
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
気
大
学
・
人
気
学
部
に
は
学
生
が
集
中
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
私
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
日
本
語
を
教
え
て
い
た
時
代
に
も
、
学
生
が
殺
到
す
る
あ
ま
り
教
室
に
人
が

収
ま
り
き
ら
な
か
っ
た
り
、
教
員
が
足
り
な
か
っ
た
り
と
い
う
事
態
が
頻
発
し
て
い
ま
し
た
。
教
室
の
ダ

ブ
ル
ブ
ッ
キ
ン
グ
も
よ
く
起
こ
り
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
状
況
で
勉
強
を
続
け
る
の
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
で
は
、
進
級
す
る

学
生
よ
り
留
年
す
る
学
生
の
方
が
ず
っ
と
多
い
の
で
す
。

　
入
試
が
な
い
た
め
に
大
学
に
入
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
１
年
生
の
時
点
で
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
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合
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　
と
は
い
え
、
バ
カ
ロ
レ
ア
を
取
得
し
た
全
員
が
大
学
に
進
学
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
か
に
は
専
門
学
校
や
技
術
短
期
大
学
部
（
Ｉ
Ｕ
Ｔ
）
と
い
う
実
学
志
向
の
学
校
に
進
む
者
も
い
ま
す
。

特
に
優
秀
な
学
生
た
ち
は
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
後
大
学
に
入
ら
ず
準
備
学
級
と
い
う
高
校
に
併
設
さ
れ
た
２

年
間
の
課
程
に
進
み
、
エ
リ
ー
ト
養
成
機
関
で
あ
る
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
学
校
へ
の
進
学
を
目

指
し
ま
す
。

　
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
は
大
学
と
は
違
い
選
抜
試
験
が
あ
り
、
ト
ッ
プ
校
は
非
常
に
狭
き
門
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
エ
コ
ー
ル
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
学
校
を
卒
業
し
て
企
業
に
就
職
す
る
と
、
彼
ら
は
最

初
か
ら
部
長
級
の
ポ
ス
ト
に
就
き
ま
す
。
新
卒
の
管
理
職
と
い
う
、
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
人
々
が
舵

取
り
を
す
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
な
の
で
す
。

コ
ー
ス
で
中
身
が
大
違
い
の
バ
カ
ロ
レ
ア

　
バ
カ
ロ
レ
ア
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
に
は
３
種
類
あ
り
ま
す
。
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
、
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
、
職
業
バ
カ
ロ
レ
ア
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で
す
。

　
大
学
進
学
を
目
指
す
高
校
生
の
ほ
と
ん
ど
が
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
を
受
験
し
ま
す
。

　
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
は
、
よ
り
職
業
に
結
び
付
い
た
高
等
教
育
課
程
に
進
む
高
校
生
が
受
験
し
ま
す
。

　
職
業
バ
カ
ロ
レ
ア
は
高
校
で
職
業
教
育
を
受
け
た
高
校
生
や
、
就
労
経
験
の
あ
る
人
々
の
た
め
の
も
の

で
す
。

　
こ
の
う
ち
哲
学
試
験
が
あ
る
の
は
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
と
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
で
す
。

　
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
は
さ
ら
に
三
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
文
科
系
、
理
科
系
、
経
済
社
会
系

で
す
。

　
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
の
方
も
、
将
来
進
み
た
い
仕
事
の
分
野
に
よ
っ
て
、
工
業
、
農
業
、
経
営
と
い
っ
た

コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
音
楽
や
ダ
ン
ス
に
関
す
る
職
業
を
選
ぶ
高
校
生

た
ち
も
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
を
受
験
し
ま
す
。

　
受
験
科
目
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
理
科
、
外
国
語
と
い
っ
た
科
目
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
の

「
国
語
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
だ
け
は
高
校
２
年
生
の
終
わ
り
に
受
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

23 C h a p i t r e 1　　フ ラ ン ス 人 は 大 学 に 入 る た め に、  幸 福 に つ い て 考 え る



の
他
の
科
目
は
高
校
３
年
生
の
終
わ
り
に
受
験
し
ま
す
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
体
育
と
い
う
科
目
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
試
験
一
発
勝
負
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
校
で
学
年
中
に
評
価
さ
れ
た
成
績
が
用

い
ら
れ
ま
す
。
特
殊
な
評
価
方
法
を
と
る
体
育
を
除
い
て
は
、
ど
れ
も
日
本
の
高
校
生
が
受
け
る
科
目
と

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
哲
学
と
い
う
科
目
の
存
在
が
、
日
本
の
大
学
入
試
と
バ
カ
ロ
レ
ア
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い

ま
す
。
日
本
に
も
倫
理
の
よ
う
な
科
目
が
あ
り
ま
す
が
、
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
の
よ
う
に
長
文
の
論
述

が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
の
種
類
や
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
哲
学
に
対
す
る
重
み
に
は
差
が
あ
る
も
の
の
、
普
通
バ
カ
ロ

レ
ア
と
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
哲
学
が
初
日
の
最
初
の
科
目
で
す
。
試
験
時
間
は
４
時
間
で
、
解
答
は
記

述
式
で
す
。
そ
の
内
容
は
後
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
し
て
、
も
う
少
し
バ
カ
ロ
レ
ア
の
全
体
像
に
つ

い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
歴
史

　
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
は
１
８
０
８
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
初
の
試
験
科
目
は
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ
ン
語
の
著
者
、
修
辞
学
、
歴
史
、
地
理
、
哲
学
に
関
す
る
口
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頭
試
問
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
最
初
の
合
格
者
は
31
人
で
し
た
。
そ
の
後
も
同
世
代
に
占
め
る
合
格
者
の
割

合
（
現
在
の
日
本
で
18
歳
人
口
に
占
め
る
大
学
進
学
者
の
割
合
な
ど
を
想
像
し
て
も
ら
う
と
い
い
で
し
ょ
う
）
は
非
常
に

小
さ
く
、
１
８
８
０
年
代
に
よ
う
や
く
１
％
に
達
し
ま
し
た
。

　
20
世
紀
中
頃
か
ら
バ
カ
ロ
レ
ア
合
格
者
は
爆
発
的
に
増
え
て
い
き
ま
す
。

　
１
９
４
６
年
に
同
世
代
の
４
・
４
％
だ
っ
た
合
格
者
は
、
１
９
６
８
年
に
は
19
・
６
％
に
飛
躍
的
に
増
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
一
の
拡
大
期
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
１
９
８
０
年
か
ら
１
９
９
５
年
は
第
二
の
拡
大

期
と
い
え
ま
す
。
こ
の
時
期
合
格
者
数
は
25
・
９
％
か
ら
62
・
７
％
へ
と
伸
び
ま
し
た
。
こ
の
増
加
に
は
技

術
バ
カ
ロ
レ
ア
の
創
設
（
１
９
６
８
年
）
と
職
業
バ
カ
ロ
レ
ア
の
誕
生
（
１
９
８
５
年
）
も
大
き
く
寄
与
し
て

い
ま
す
。

　
そ
し
て
現
在
、
２
０
１
７
年
の
バ
カ
ロ
レ
ア
合
格
者
の
同
世
代
に
占
め
る
割
合
は
、
実
に
78
・
９
％
で
す

（
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
41
・
２
％
、
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
15
・
７
％
、
職
業
バ
カ
ロ
レ
ア
22
・
０
％
）。

　
こ
の
う
ち
哲
学
の
試
験
を
受
け
る
の
は
、
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
と
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
で
す
。
２
０
１
７
年

に
こ
の
二
つ
の
バ
カ
ロ
レ
ア
取
得
者
が
同
世
代
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
先
の
統
計
に
よ
る
と
56
・
９
％

で
す
。

　
２
０
１
６
年
度
の
日
本
の
高
等
学
校
卒
業
者
の
現
役
大
学
進
学
率
が
54
・
８
％（
平
成
28
年
度
学
校
基
本
調
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査
）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
の
大
学
進
学
者
が
全
員
哲
学
を
履
修
し
、
試
験
を
受
け
て
い
る
と

イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
ち
ょ
う
ど
よ
い
で
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
テ
ス
ト
は
み
ん
な
20
点
満
点

　
次
に
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
に
限
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
試
験
は
20
点
満
点
で
採
点
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　
合
格
点
は
10
点
以
上
。
12
点
以
上
に
は
十
分
に
良
い
（assez bien

）、
14
点
以
上
に
は
良
い
（bien

）、
16

点
以
上
に
は
非
常
に
良
い
（très bien

）
の
評
価
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
10
点
以
上
12
点
未
満
の
合
格
者
に
は

評
価
を
表
す
言
葉
は
付
き
ま
せ
ん
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
も
各
科
目
が
20
点
満
点
で
採
点
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
各
科
目
の
重
要
度
に
応
じ
た
係

数
に
よ
っ
て
重
み
づ
け
が
さ
れ
、
全
体
の
平
均
が
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
理
科
系
で
は
数
学
が
係
数
７
、
物
理
・
化
学
が
係
数
６
、
哲
学
が
係
数
３
、
文
科
系
で
は

文
学
が
係
数
４
、
地
理
歴
史
が
係
数
４
、
哲
学
が
７
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
の
重
要
度
が
係
数
に

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
験
科
目
の
選
択
等
に
よ
っ
て
こ
の
係
数
は
変
化
し
ま
す
が
、
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア

と
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
、
哲
学
は
必
修
科
目
で
あ
り
、
平
均
点
に
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
及
ぼ
す
位
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置
に
あ
り
ま
す
。

　
一
般
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
試
験
の
採
点
は
厳
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
７
年
の
合
格
率
は
普

通
バ
カ
ロ
レ
ア
で
90
・66
％
と
か
な
り
高
い
の
で
す
が
、
80
％
以
上
の
得
点
（
つ
ま
り
16
点
以
上
）
を
と
る
生

徒
は
、
２
０
１
７
年
の
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
の
場
合
で
は
13
％
で
、
10
点
以
上
12
点
未
満
が
37
・
３
％
を
占
め

て
い
ま
す
。

　
技
術
バ
カ
ロ
レ
ア
の
場
合
は
さ
ら
に
極
端
で
す
。
合
格
率
は
90
％
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
16
点
以
上
の

得
点
者
は
全
体
の
２
・
４
％
で
あ
り
、
46
・
８
％
が
10
点
以
上
12
点
未
満
の
評
価
な
し
の
成
績
で
合
格
し
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
受
験
者
の
層
の
違
い
な
ど
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
バ
カ
ロ
レ
ア
で
良
い
成
績
を
と
る

こ
と
は
な
か
な
か
簡
単
で
は
な
い
の
で
す
。

　
で
は
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
採
点
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
の
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
や
各
大
学
の
入
学
試
験
が
基
本
的
に
大
学
教
員
の
手
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
、
採
点
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
問
題
は
、
高
校
教
員
が
作
成
し
、
採
点
し
ま
す
。

こ
の
点
か
ら
も
バ
カ
ロ
レ
ア
は
中
等
教
育
修
了
試
験
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
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成
績
の
発
表
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
の
場
合
は
、
結
果
が
高
校
や
各
地
域
の
試
験
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
貼
り
だ
さ
れ
る
と
同
時
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
公
開
さ
れ
ま
す
。

　
受
験
者
の
名
前
と
成
績
の
リ
ス
ト
は
、
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
で
す
。
点
数
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

受
験
者
の
名
前
、
そ
の
合
否
と
評
価
が
国
民
教
育
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
成
績
が
こ
う
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
、
驚
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
中
学
校
の
成
績
会
議
に
は
保
護
者
代
表
と
生
徒
代
表
が
出
席
し
、
全
生
徒

の
成
績
を
決
め
る
場
に
立
ち
会
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
最
高
賞
の
パ
ル
ム
ド
ー
ル
を
受
賞
し
た
映
画
『
パ
リ
20
区
、
僕
た
ち
の

ク
ラ
ス
』（
ロ
ー
ラ
ン
・
カ
ン
テ
監
督
、
２
０
０
８
年
）
で
は
、
成
績
会
議
に
出
席
し
た
生
徒
代
表
が
会
議
で
の

や
り
取
り
を
成
績
の
悪
い
生
徒
に
伝
え
て
し
ま
い
、
そ
の
せ
い
で
教
師
と
生
徒
の
関
係
が
悪
く
な
る
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
情
報
が
洩
れ
る
危
険
が
あ
る
の
な
ら
、
生
徒
代
表
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
い
の
で
は
、
と
わ
れ
わ
れ
日
本

人
は
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
校
の
成
績
は
公
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
利
害
関
係
者
の

立
ち
合
い
の
も
と
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
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フ
ラ
ン
ス
人
だ
っ
て
哲
学
に
は
苦
労
し
て
い
る

　
こ
う
し
た
採
点
シ
ス
テ
ム
や
試
験
風
土
の
中
で
、
哲
学
の
試
験
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
？

　
科
目
ご
と
の
平
均
点
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
哲
学
者
リ
ュ
ッ
ク
・
フ
ェ
リ
ー
（
彼
は
２
０
０

２
年
か
ら
２
０
０
４
年
ま
で
国
民
教
育
大
臣
も
務
め
て
い
ま
す
）
と
ア
ラ
ン
・
ル
ノ
ー
に
よ
る
と
、
バ
カ
ロ
レ
ア
哲

学
試
験
の
平
均
点
は
20
点
中
７
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
バ
カ
ロ
レ
ア
の
他
の
科
目
の
平
均
点
と
比
べ
て
４
点

低
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
47
％
の
答
案
が
７
点
以
下
、
そ
し
て
71
％
以
上
の
答

案
が
10
点
以
下
と
い
う
こ
と
で
す
（
ち
な
み
に
７
点
と
い
う
の
は
、
問
題
や
課
題
文
が
理
解
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う

レ
ベ
ル
で
あ
る
）。

　
た
と
え
ば
数
学
で
は
43
％
の
答
案
が
10
点
以
下
で
、
７
点
以
下
は
19
％
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
哲

学
の
難
し
さ
は
際
立
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
12
点
以
上
の
答
案
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
13
％
、
地
理
歴
史
の
15
％
に
比
べ
て
、
哲
学
は
わ
ず
か

９
％
と
明
ら
か
に
少
な
い
で
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
が
哲
学
を
学
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
、
全
員
が
哲
学
を
得
意
と
し
て
い
る
わ
け
で
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
平
均
点
に
達
す
る
答
案
を
書
く
こ
と
な
く
、
他
の
科
目
の
貯
金
で

バ
カ
ロ
レ
ア
を
取
得
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
だ
か
ら
、
哲
学
を
学
ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
は
日
本
の
高
校
生
よ
り
も
賢
い
と
か
、
成
熟
し
て

い
る
と
い
う
議
論
は
実
態
を
踏
ま
え
て
い
ま
せ
ん
。
哲
学
試
験
は
彼
ら
に
と
っ
て
高
い
壁
と
し
て
立
ち
は

だ
か
っ
て
い
る
し
、
そ
の
壁
を
越
え
ら
れ
な
い
者
も
ま
た
多
い
の
で
す
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
哲
学
は
そ
ん
な
に
難
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
哲
学
と
い
う
学
問
が
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
な
の
で
し

ょ
う
か
？
　
あ
る
い
は
、
数
学
や
理
科
と
違
っ
て
は
っ
き
り
し
た
答
え
が
な
い
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も

の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

　
た
ぶ
ん
そ
う
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
問
い
に
き
ち
ん
と
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
と
、
そ
れ
が
評
価

す
る
対
象
で
あ
る
高
校
で
の
哲
学
の
授
業
に
つ
い
て
も
う
少
し
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

バ
カ
ロ
レ
ア
、
最
初
の
科
目
は
哲
学
！
――
４
時
間
の
筆
記
試
験

　
毎
年
６
月
中
旬
に
行
わ
れ
る
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
は
、
高
校
３
年
生
に
と
っ
て
は
高
校
で
最
後
の
、
そ
し
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て
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
こ
こ
で
の
成
否
は
そ
の
後
の
進
路
の
選
択
に
も
影
響
し
ま
す
。

　
成
績
は
７
月
上
旬
に
発
表
さ
れ
る
の
で
、
合
格
し
て
い
れ
ば
そ
の
後
９
月
の
新
学
期
ま
で
バ
カ
ン
ス
を

楽
し
め
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
最
初
の
科
目
は
哲
学
で
す
。
試
験
時
間
は
４
時
間
。
朝
８

時
か
ら
12
時
ま
で
で
す
。
試
験
は
記
述
式
で
、
書
籍
な
ど
の
持
ち
込
み
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
高
校
生
た

ち
は
自
分
の
思
考
力
と
記
憶
を
た
よ
り
に
哲
学
の
問
題
に
向
き
合
い
ま
す
。

　
で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
問
題
が
出
題
さ
れ
る
の
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
で
３
題
の
問
題
が
出
題
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
２
題
が
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
と
呼
ば
れ
る
哲
学
小
論
文
の
問
題
で
、
問
題
形
式
は
短
い
一
文

の
問
い
か
け
で
す
。

　
残
り
の
１
題
は
テ
ク
ス
ト
説
明
と
呼
ば
れ
る
問
題
で
、
10
〜
15
行
程
度
の
哲
学
書
の
抜
粋
を
読
ん
で
、

そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
問
題
や
概
念
が
扱
わ
れ
て
い
て
、
議
論
が
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
を
説

明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
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生
徒
は
こ
の
３
題
の
う
ち
１
題
を
選
択
し
て
解
答
し
ま
す
。

　
以
下
は
２
０
１
７
年
の
普
通
バ
カ
ロ
レ
ア
の
問
題
で
す
。

　
文
科
系

　
１

．
認
識
す
る
た
め
に
は
観
察
す
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
か
？

　
２

．
私
が
行
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
３

．
ル
ソ
ー
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
か
ら
の
抜
粋
の
説
明

　
経
済
社
会
系

　
１

．
理
性
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

　
２

．
芸
術
作
品
と
は
必
ず
美
し
い
も
の
だ
ろ
う
か
？

　
３

．
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
か
ら
の
抜
粋
の
説
明

　
理
科
系

　
１

．
自
分
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
だ
ろ
う
か
？
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２

．
自
分
自
身
の
文
化
か
ら
自
由
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
？

　
３

．
フ
ー
コ
ー
『
思
考
集
成
』
か
ら
の
抜
粋
の
説
明

　
一
読
し
て
、
お
そ
ら
く
「
こ
ん
な
問
題
を
高
校
生
が
解
く
の
か
！
」
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
哲
学
小
論
文
の
ど
の
問
題
も
、
一
体
ど
う
や
っ
て
解
答
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
も
そ
も
何
を
書
い
た
ら

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
多
く
の
日
本
人
の
反
応
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
も
し
か
す
る
と

フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
の
多
く
も
そ
う
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
す
）。

高
校
３
年
生
は
「
哲
学
漬
け
」

　
な
ぜ
こ
ん
な
に
難
し
い
問
題
が
出
題
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　
高
校
生
た
ち
は
ぶ
っ
つ
け
本
番
で
哲
学
の
問
題
を
解
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
（
リ

セ
と
呼
ば
れ
る
）
で
は
、
最
終
学
年
に
哲
学
の
授
業
が
あ
り
ま
す
。
文
科
系
で
は
週
８
時
間
、
経
済
社
会
系

で
は
週
４
時
間
、
理
科
系
で
は
週
３
時
間
と
い
う
時
間
数
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
週
８
時
間
と
い
う
の
は
か
な
り
の
時
間
配
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
高
校
の
文
科

33 C h a p i t r e 1　　フ ラ ン ス 人 は 大 学 に 入 る た め に、  幸 福 に つ い て 考 え る



系
の
時
間
割
を
見
て
み
る
と
、
哲
学
の
授
業
は
１
時
間
な
い
し
は
２
時
間
で
、
平
日
の
５
日
間
に
満
遍
な

く
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
校
の
最
終
学
年
は
か
つ
て
「
哲
学
級
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
漬
け
の
日
々
を
高
校
生
た
ち
は
送
る
の
で
す
。

　
で
は
、
高
校
で
の
哲
学
の
授
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
教
育
省
が
２
０
０
３
年
に
発
布
し
た
哲
学
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
れ
ば
、
そ
の

目
的
は
、
そ
れ
ま
で
生
徒
が
習
得
し
て
き
た
知
識
を
統
合
し
な
が
ら
、
考
え
る
力
を
鍛
え
、
最
終
的
に
は

自
律
的
か
つ
批
判
的
に
考
え
、
行
動
で
き
る
市
民
と
な
る
準
備
を
整
え
る
こ
と
で
す
。

　
高
校
最
後
の
一
年
間
で
行
わ
れ
る
哲
学
の
授
業
は
こ
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
具
体

的
に
は
何
が
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
哲
学
を
担
当
す
る
の
は
教
員
資
格
を
持
っ
た
教
員
で
す
。
授
業
の
内
容
、
方
法
に
つ
い
て
は
、
教
員
各

自
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
本
は
講
義
と
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
に
向
け
た
哲
学
小
論
文
や
テ
ク
ス
ト

説
明
の
添
削
指
導
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
教
員
に
よ
っ
て
授
業
に
は
か
な
り
の
多
様
性
が
あ
る
よ

う
で
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
人
が
高
校
時
代
の
哲
学
の
授
業
を
思
い
出
し
て
語
る
と
、
授
業
内
容
よ
り
も
先
生
の
独
特
な
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キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
思
い
出
話
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

　
そ
う
し
た
教
育
内
容
・
方
法
の
ば
ら
つ
き
が
許
容
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
資
格
社
会
と

し
て
の
特
徴
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
あ
る
資
格
を
取
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
資
格
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力

を
保
持
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
能
力
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が

あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
資
格
で
も
一
生
も
の
な
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
運
転
免
許
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
動
車
を
運
転
す
る
能
力
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
獲

得
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
は
日
本
の
よ
う
な
運
転
免
許
の
更
新
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
。
70
代
の
女
性
が
20
代
の
頃
の
写
真
が
貼
ら
れ
た
免
許
証
で
運
転
し
て
い
て
も
何
の
問
題
も
な
い
の

で
す
。

　
同
じ
こ
と
は
、
教
員
免
許
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。

　
教
え
る
資
格
を
持
っ
た
教
員
が
教
え
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
内
容
・
方
法
が
ど
う
で
あ
れ
そ
れ
は
き
ち
ん

と
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
想
定
（
あ
る
い
は
幻
想
？
）
の
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
制
度
は
機
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能
し
て
い
ま
す
。
内
容
よ
り
形
式
（
資
格
）
が
大
事
と
い
う
お
国
柄
は
、
な
か
な
か
興
味
深
い
点
で
す
。

　
こ
う
し
た
特
徴
は
、
哲
学
試
験
の
採
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
校
で
哲
学
を
教
え
た
経
験
の
あ
る
、
私
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
友
人
に
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
採
点
基
準
に

つ
い
て
か
つ
て
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
彼
の
答
え
は
「
採
点
基
準
は
な
い
よ
」
と
い
う
驚
く
べ
き
も
の
で
し
た
。

　
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
大
量
の
答
案
は
、
採
点
担
当
の
教
員
に
均
等
に
割
り
当
て
ら
れ
、
各
教
員
が
採
点

を
行
い
ま
す
。
点
数
の
転
記
等
に
は
確
認
作
業
が
あ
る
も
の
の
、
採
点
の
妥
当
性
自
体
は
問
わ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
教
員
の
好
み
に
よ
っ
て
点
数
が
上
下
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

資
格
持
ち
の
人
間
が
採
点
し
て
い
る
の
で
信
頼
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
可
能
性

は
排
除
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

哲
学
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
――
し
っ
か
り
哲
学
を
学
ぶ

　
教
員
に
よ
っ
て
授
業
の
内
容
や
方
法
の
違
い
が
大
き
い
と
い
っ
て
も
、
国
民
教
育
省
制
定
の
カ
リ
キ
ュ
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ラ
ム
に
は
授
業
で
取
り
上
げ
る
べ
き
概
念
（
表
１
）
や
哲
学
者
（
表
２
）
の
リ
ス
ト
、
そ
し
て
哲
学
的
な
も

の
の
見
方
を
す
る
こ
と
を
助
け
る
「
手
が
か
り
」（
表
３
）
の
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
概
念
の
リ
ス
ト
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
領域 概念

主体

意識
知覚
無意識
他者
欲望
存在と時間

文化

言語
芸術
労働と技術
宗教
歴史

理性と現実

理論と経験
証明
解釈
生物
物質と精神
真理

政治
社会
正義と法
国家

道徳
自由
義務
幸福

 表１　哲学教育が扱う概念（文科系）
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こ
の
よ
う
に
、
５
つ
の
領
域
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
概
念
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
試
験
で
は
、
た
と
え
ば
「
意
識
と
は
何
か
」
と
か
「
自
由
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
あ
る
い
は
「
主
体
と
は
何
か
」「
理
性
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
、
領
域
自
体
が
問
題

に
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
領
域
は
そ
の
下
に
属
す
る
概
念
を
ま
と
め
る
ラ
ベ
ル
で

あ
る
と
同
時
に
、
他
の
概
念
と
同
じ
よ
う
に
議
論
や
分
析
の
対
象
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
経
済
社
会
系
、
理
科
系
は
よ
り
少
な
い
数
の
概
念
を
扱
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
23
の
概
念
の
う
ち
、
経
済
社
会
系
で
取
り
上
げ
な
い
も
の
は
「
知
覚
」、「
存
在
と
時
間
」、「
理
論

と
経
験
」、「
生
物
」
の
４
つ
で
あ
り
、
か
わ
り
に
文
科
系
に
な
い
も
の
と
し
て
、
政
治
の
領
域
に
「
交
換
」

と
い
う
概
念
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
経
済
学
や
経
営
学
な
ど
の
コ
ー
ス
に
進
む
生
徒
に
合
わ
せ

た
選
択
で
す
。

　
ま
た
、
理
科
系
で
扱
わ
な
い
も
の
は
「
知
覚
」、「
他
者
」、「
存
在
と
時
間
」、「
言
語
」、「
歴
史
」、「
理

論
と
経
験
」、「
解
釈
」
の
７
つ
の
概
念
で
す
。
経
済
社
会
系
で
は
扱
わ
な
い
「
生
物
」
が
対
象
に
含
ま
れ
、

「
言
語
」
や
「
歴
史
」
と
い
っ
た
文
科
系
の
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
る
概
念
が
扱
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
哲
学
者
の
リ
ス
ト
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
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古代・中世 近代 現代

プラトン

アリストテレス

エピクロス

ルクレティウス

セネカ

キケロ

エピクテトス

マルクス・ 
アウレリウス

セクストス・ 
エンペイリコス

プロティノス

アウグスティヌス

アヴェロエス

アンセルムス

トマス・アクィナス

オッカムの 
ウィリアム

マキャベリ

モンテーニュ

ベーコン

ホッブズ

デカルト

パスカル

スピノザ

ロック

マルブラン
シュ

ライプニッツ

ヴィーコ

バークリ

コンディヤック

モンテスキュー

ヒューム

ルソー

ディドロ

カント

ヘーゲル

ショーペンハウアー

トクヴィル

コント

クルノー

ミル

キルケゴール

マルクス

ニーチェ

フロイト

デュルケーム

フッサール

ベルクソン

アラン

ラッセル

バシュラール

ハイデガー

ウィトゲンシュタイン

ポパー

サルトル

アレント

メルロ = ポンティ

レヴィナス

フーコー

表 2「哲学者のリスト」一覧



こ
こ
に
も
多
く
の
哲
学
者
の
名
前
が
出
て
き
て
圧
倒
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
す
べ
て
を
平
等
に
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
す

べ
て
の
哲
学
者
の
す
べ
て
の
著
作
を
読
む
べ
し
と
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
と
え
ば
カ
ン
ト
だ
と
主
著
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
全
部
読
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
（
教
員
に
も
よ

り
ま
す
が
）
な
く
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
よ
う
な
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
本
が
選
ば
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
続
い
て
、「
手
が
か
り
」
の
リ
ス
ト
で
す
。
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絶対的／相対的

分析／総合

信じる／認識する

事実上／権利上

観念的／現実的

合法な／正当な

義務／制約

類似／類比

超越的／内在的

抽象的／具体的

原因／目的

形式的（形相的）／物質的（質料的）

本質的／偶有的

同一／平等／差異

間接的／直截的

起源／基礎

原則／結果

普遍的／一般的／個別的／個体的

現実態／可能態

偶然的／必然的／可能的

説明する／理解する

類／種／個体

直観的／論証的

客観的／主観的

（論理的に）説得する／　　　　　
　　　（感情的に）納得させる

理論上／実践上

表３「手がかり」一覧
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手
が
か
り
は
、
哲
学
的
な
議
論
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
対
義
語
や
類
義
語
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
言
葉
の
意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
し
、
適
切
に
使
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
抽
象
的
な
概
念

の
差
異
を
区
別
し
な
が
ら
議
論
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
哲
学
だ
け
で
な
く
一
般
社
会
に
お
い
て
も
広

く
役
立
つ
能
力
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
概
念
、
哲
学
者
、
手
が
か
り
を
ど
う
教
え
る
か
は
、
教
員
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
概
念
別
に
教
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
し
、
い
く
つ
か
の
哲
学
書
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
現
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
概
念
の
関
係
を
議
論
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、
高
校
で
学
ぶ
哲
学
は
、
大
学
の
哲
学
科
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
哲
学
史
的
視
点
か
ら
の
研
究
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
哲
学
を
専
門
に
研
究
す
る
場
合
、
哲
学
者
の
属
す
る
学
派
や
思
想
的
背
景
や
、
あ
る
概

念
を
め
ぐ
る
問
題
の
歴
史
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
高
校
で
の
哲
学
は
、

著
者
の
議
論
を
哲
学
史
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
た
形
で
扱
い
ま
す
。

　
な
ぜ
な
ら
、
高
校
で
哲
学
を
教
え
る
目
的
は
、
哲
学
者
を
育
て
る
こ
と
で
は
な
く
、
哲
学
と
い
う
知
の

モ
デ
ル
を
使
っ
て
自
律
的
・
批
判
的
に
思
考
す
る
力
を
育
て
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
哲
学
史

の
知
識
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
い
の
で
す
。
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バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
出
題
数
ラ
ン
キ
ン
グ
――
「
自
由
」
が
僅
差
で
第
１
位

　
こ
こ
で
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
の
出
題
数
ベ
ス
ト
10
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
出
題
傾
向
を
見
て
お
く
こ
と
は
、
哲
学
教
育
の
中
で
何
が
教
え
ら
れ
、
何
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
を
理

解
す
る
手
が
か
り
に
な
る
か
ら
で
す
。

　
ラ
ン
キ
ン
グ
は
１
９
９
６
年
か
ら
２
０
１
５
年
ま
で
の
20
年
間
で
出
題
さ
れ
た
９
９
２
問
を
対
象
に
集

計
し
ま
し
た
。
複
数
の
概
念
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
概
念
（
労
働
と
技
術
、
理
性
と
現
実
な
ど
）
に
つ
い
て

は
、
片
方
の
み
が
問
題
に
出
て
く
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
別
個
の
も
の
と
し
て
集
計
し
て
い

ま
す
。

　
集
計
対
象
と
な
っ
た
概
念
は
全
部
で
37
種
類
で
し
た
。
な
お
、
複
数
の
概
念
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る

問
題
は
、
重
複
し
て
数
え
て
い
ま
す
（
た
と
え
ば
、「
芸
術
は
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
一
手
段
だ
ろ
う
か
」
の
よ
う

な
問
題
は
、「
芸
術
」
と
「
真
理
」
の
両
方
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
ま
す
）。
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２
０
０
問
を
超
え
て
い
る
「
自
由
」「
芸
術
」「
真
理
」
の
３
つ
は
重
要
な
哲
学
的
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
高
校
生
た
ち
が
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
や
、
持
っ
て
い
る
知
識
を
活
用
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と

の
で
き
る
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　
４
位
以
下
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
歴
史
」
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
、
高
校
生
の
歴
史
に

関
す
る
知
識
を
哲
学
的
に
見
直
す
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
の
学
び
と
哲
学
的
思
考
の
接
点
に
な
っ
て

１位 自由 ２５２問

２位 芸術 ２４５問

３位 真理 ２３６問

４位 理性 １３２問

５位 道徳 １３１問

６位 歴史 １２１問

７位 技術 １２０問

８位 正義 １１１問

９位 幸福 １０５問

10 位 言語 97 問
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い
ま
す
。

「
幸
福
」
は
第
９
位
で
す
。
１
０
０
問
超
え
の
概
念
は
わ
ず
か
９
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
バ
カ
ロ
レ
ア
哲

学
試
験
で
幸
福
の
問
題
が
頻
繁
に
出
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
で
し
ょ
う
（
ち
な
み
に
最
下
位
は

「
知
覚
」
と
「
生
物
」
で
、
ど
ち
ら
も
21
問
で
す
。「
知
覚
」
は
文
科
系
の
み
の
学
習
事
項
、「
生
物
」
は
文
科
系
と
理
科
系
の

み
の
学
習
事
項
で
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
で
し
ょ
う
）。

　
出
題
数
ラ
ン
キ
ン
グ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
高
校
で
の
哲
学
の
授
業
と
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
が
、

高
校
生
の
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
が
考
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
哲
学
的
問
題
の

扱
い
方
を
通
じ
て
振
り
返
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
し
か
も
、
こ
う
し
た
概
念
が
頻
出
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
試
験
に
向
け
て
対
策
を
し
て
い
く
中
で
、
高

校
生
た
ち
は
単
な
る
試
験
対
策
に
と
ど
ま
ら
な
い
思
索
に
足
を
踏
み
入
れ
て
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
本
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
幸
福
」
も
ま
た
、
高
校
生
た
ち
に
と
っ
て
は
受
験
対
策
の
対
象
で
あ
る
以

上
に
、
自
分
た
ち
が
生
き
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
い
わ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
校
生
は
、
幸
福
に
つ
い
て
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
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る
の
で
す
。

　
で
は
、
実
際
に
幸
福
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

　
次
章
で
は
、
バ
カ
ロ
レ
ア
哲
学
試
験
で
必
要
と
さ
れ
る
、
思
考
の
方
法
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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