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僕
は
中
三
の
時
に
一
度
生
徒
会
長
を
経
験
し
、高
二
に
な
っ
て
も

う
一
度
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。今
年
は
生
徒
会
長
選
挙
に

は
出
た
わ
け
で
は
な
く
議
員
に
な
っ
た
後
、議
員
の
中
か
ら
選
出
す

る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
ま
し
た
。ま
ず
僕
が
議
員
に
な
れ
な
け
れ

ば
、生
徒
会
長
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
投
票
し
て
く
れ
た
ク
ラ
ス
の

み
ん
な
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。ま
た
土
壇
場
で
僕
と
副
会
長
を
や
っ

て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
ら
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
僕
と
相

方
に
な
っ
て
く
れ
た
副
会
長
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
経
験
で
前
回
と
異
な
る
の
は
、他
校
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ

と
で
す
。東
海
高
校
か
ら
誘
い
が
あ
り
、何
校
も
集
ま
っ
て
生
徒
会
の

こ
と
や
文
化
祭
の
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
ま
し
た
。男
子
だ
け

だ
と
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
や
、公
立
校
な
ら
で
は
の
疑
問
な
ど

が
あ
り
、大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
中
で
他
校
の
人
に
、僕
ら
の

学
校
は『
過
去
に「
制
服
の
自
由
化
」や「
パ
ン
の
自
販
機
の
設
置
」な
ど

を
し
て
い
て
す
ご
い
』と
言
わ
れ
た
の
で
先
輩
方
は
さ
す
が
だ
と
改
め

て
感
心
し
ま
し
た
。な
の
で
中
学
の
時
も
そ
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た

ら
ま
た
変
わ
っ
て
い
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

僕
は
学
校
で
は
議
会
の
話
し
合
い
に
よ
り
、暖
房
便
座
の
設
置
を

公
約
と
し
て
積
極
的
に
行
い
ま
し
た
。す
で
に
各
階
に
一
つ
ず
つ
暖

房
便
座
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
い
つ
見
て
も
埋
ま
っ
て
い
た
上
、

僕
自
身
テ
ス
ト
の
時
に
腹
を
下
す
こ
と
が
よ
く
あ
り
、冷
た
い
便
座

で
寒
い
思
い
を
し
て
い
た
の
で
南
山
生
の
中
に
も
同
じ
よ
う
な
思
い

の
人
が
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。結
果
と
し
て

は
予
算
の
都
合
上
今
年
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、今
後
実
現
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

僕
は
他
校
と
の
交
流
や
、公
約
と
向
き
合
っ
て
取
り
組
む
こ
と
な
ど

学
生
で
は
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
を
中
学
、高
校
と
二
度
も
素
晴
ら
し

い
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
の
と
同
時
に
将
来
の
後
輩
に

少
し
で
も
快
適
な
学
校
に
な
っ
た
と
思
っ
て
も
ら
え
た
ら
幸
い
で
す
。

前
期
高
校
生
徒
自
治
会
会
長
　
高
二
E 

植
田 

崚
太

高
等
学
校
の
部

2
度
目
の
生
徒
会
長
を
経
験
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前
期
生
徒
会
副
会
長
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
森
蒼
太
朗
で

す
。僕
は
最
初
ク
ラ
ス
の
議
員
に
な
り
ま
し
た
が
、生
徒
会
長
選

挙
で
立
候
補
者
が
お
ら
ず
、議
員
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
り

生
徒
会
長
で
あ
っ
た
植
田
君
を
誘
い
立
候
補
し
ま
し
た
。

急
遽
決
ま
っ
た
生
徒
会
で
あ
っ
た
た
め
、公
約
と
か
は
何
も

な
く
議
会
で
決
め
た「
ト
イ
レ
の
便
座
の
改
良
」に
つ
い
て
中
心

に
行
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。南
山
で
は
、暖
房
便
座
が
各
階
に
一

つ
し
か
な
く「
冬
に
な
る
と
ト
イ
レ
の
便
座
が
と
て
も
冷
た
い
」

と
南
山
生
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
多
発
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
、

高
校
1
年
生
の
フ
ロ
ア
で
は
渡
り
廊
下
を
渡
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
暖

房
便
座
が
あ
る
ト
イ
レ
の
方
に
行
っ
て
い
た
り
、他
の
フ
ロ
ア

で
も
毎
休
憩
時
間
ご
と
に
暖
房
便
座
の
ト
イ
レ
は
必
ず
人
が

使
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、南
山
に
受
験
し
に
き
た
小
学
生
が
少
し

で
も
心
地
よ
く
テ
ス
ト
が
受
け
れ
る
よ
う
に
も
し
た
い
と
思
い

ま
し
た
。こ
れ
ら
の
理
由
で
僕
た
ち
は
ト
イ
レ
の
暖
房
便
座
を

増
や
す
よ
う
に
要
望
し
、各
フ
ロ
ア
に
2
台
ず
つ
暖
房
便
座
を

設
置
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
で
出
し
た
公
約
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は

生
徒
会
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
経
験
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。後
期
の
生
徒
会
で
も
公
約
を
実
現
で
き
る
よ
う
頑
張
っ
て

頂
き
た
い
で
す
。最
後
に
な
り
ま
す
が
、生
徒
会
顧
問
の
伊
藤
先

生
や
会
長
の
植
田
君
を
は
じ
め
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
短

い
間
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

前
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
高
二
D

活
動
報
告

森
蒼 

太
朗

前
期
、生
徒
自
治
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
加
藤

正
基
で
す
。今
回
の
任
期
中
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

私
の
仕
事
は
お
喪
に
、要
望
書
の
作
成
で
あ
り
ま
し
た
。と

い
っ
て
も
議
会
の
開
催
回
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ

り
、前
期
で
作
成
・
提
出
し
た
要
望
書
は
一
枚
、暖
房
便
座
の
設

置
を
求
め
る
も
の
で
し
た
。要
望
書
は
、学
校
側
に
生
徒
の
意
思

を
示
す
重
要
な
文
書
で
あ
り
、ま
た
暖
房
便
座
の
設
置
は
生
徒

の
生
活
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、作
成
時
に
多

少
の
緊
張
は
あ
り
ま
し
た
。た
だ
、中
学
で
も
生
徒
会
庶
務
と
し

て
要
望
書
作
成
を
担
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、特
に
こ
れ
と

言
っ
て
苦
労
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
期
の
生
徒
会
活
動
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、他

校
と
の
交
流
で
す
。東
海
高
校
さ
ん
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
さ

れ
た「
生
徒
会
サ
ミ
ッ
ト
」な
る
会
合
に
参
加
し
、県
内
の
複
数

の
公
立
・
私
立
高
校
の
生
徒
会
役
員
の
方
々
と
、主
に
文
化
祭
に

つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。校
内
活
動
の
み
で
は
得
ら
れ
な
い
、

様
々
な
視
点
か
ら
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、ま
た
、自
分
か

ら
も
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
れ
ま

で
、県
内
高
校
の
生
徒
会
同
士
で
の
交
流
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、非
常
に
画
期
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
と
感

心
し
ま
す
と
と
も
に
、今
後
は
我
々
南
山
男
子
の
生
徒
自
治
会

も
自
ら
、こ
う
い
っ
た
交
流
の
場
を
設
け
、施
策
な
ど
に
つ
い
て

の
議
論
や
連
帯
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
、僕
を
執
行
部
に
誘
っ
て
く
れ
た
植
田
会
長
と
、共
に

活
動
し
て
く
れ
た
他
の
役
員
の
皆
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

前
期
生
徒
自
治
会
書
記
　
高
二
E

活
動
報
告

加
藤 

正
基



3

前
期
生
徒
会
副
会
長
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
森
蒼
太
朗
で

す
。僕
は
最
初
ク
ラ
ス
の
議
員
に
な
り
ま
し
た
が
、生
徒
会
長
選

挙
で
立
候
補
者
が
お
ら
ず
、議
員
の
中
か
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選
ぶ
こ
と
に
な
り

生
徒
会
長
で
あ
っ
た
植
田
君
を
誘
い
立
候
補
し
ま
し
た
。

急
遽
決
ま
っ
た
生
徒
会
で
あ
っ
た
た
め
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約
と
か
は
何
も

な
く
議
会
で
決
め
た「
ト
イ
レ
の
便
座
の
改
良
」に
つ
い
て
中
心

に
行
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。南
山
で
は
、暖
房
便
座
が
各
階
に
一

つ
し
か
な
く「
冬
に
な
る
と
ト
イ
レ
の
便
座
が
と
て
も
冷
た
い
」

と
南
山
生
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
多
発
し
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
、

高
校
1
年
生
の
フ
ロ
ア
で
は
渡
り
廊
下
を
渡
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
暖

房
便
座
が
あ
る
ト
イ
レ
の
方
に
行
っ
て
い
た
り
、他
の
フ
ロ
ア

で
も
毎
休
憩
時
間
ご
と
に
暖
房
便
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の
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が

使
っ
て
い
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す
。ま
た
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受
験
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し
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も
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受
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れ
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よ
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た
。こ
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僕
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ト
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増
や
す
よ
う
に
要
望
し
、各
フ
ロ
ア
に
2
台
ず
つ
暖
房
便
座
を

設
置
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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公
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は

生
徒
会
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入
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て
い
な
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れ
ば
経
験
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。後
期
の
生
徒
会
で
も
公
約
を
実
現
で
き
る
よ
う
頑
張
っ
て

頂
き
た
い
で
す
。最
後
に
な
り
ま
す
が
、生
徒
会
顧
問
の
伊
藤
先

生
や
会
長
の
植
田
君
を
は
じ
め
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
短

い
間
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

前
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
高
二
D

活
動
報
告

森
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太
朗

前
期
、生
徒
自
治
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
加
藤

正
基
で
す
。今
回
の
任
期
中
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
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置
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た
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の
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思
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た
暖
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便
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生
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あ
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多
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あ
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し
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と
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。
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っ
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の
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海
高
校
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催
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複
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あ
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取
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思
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表
し
ま
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が
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ご
ざ
い
ま
し
た
。
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こ
ん
に
ち
は
。前
期
風
紀
厚
生
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
原
悠
一
朗
で
す
。前
期
風
紀
厚
生
委
員
会
の
活
動
に
つ

い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

前
期
風
紀
厚
生
委
員
会
の
半
年
間
の
活
動
は
主
に
校
内
の
清

掃
を
行
い
ま
し
た
。（
活
動
日
数
の
関
係
上
例
年
行
っ
て
い
る
ポ

ス
タ
ー
作
り
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。）

校
内
清
掃
は
主
に
北
校
舎
の
裏
や
部
室
棟
の
周
辺
を
中
心
に

行
い
ま
し
た
。部
室
棟
周
辺
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
ゴ
ミ
や

教
科
書
や
ノ
ー
ト
、部
活
の
用
意
な
ど
の
私
物
が
散
乱
し
て
お

り
、毎
週
清
掃
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、新
た
な
ゴ
ミ
が

次
々
と
出
て
き
た
た
め
、清
掃
を
行
う
の
が
非
常
に
大
変
で
し

た
。学
校
は
生
徒
達
を
含
め
、先
生
や
外
部
の
方
々
な
ど
の
た
く

さ
ん
の
人
が
利
用
す
る
場
所
な
の
で
生
徒
達
自
身
に
ゴ
ミ
を
出

し
た
ら
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
な
ど
学
校
を
綺
麗
に
保
つ
意
識
を
高

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

半
年
間
と
い
う
短
い
期
間
で
学
校
が
劇
的
に
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、僕
達
の
半
年
間
の
活
動
で
学
校
が
よ

り
良
い
場
所
に
な
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

委
員
の
皆
さ
ん
や
先
生
な
ど
協
力
し
て
く
れ
た
方
々
に
感
謝
し

た
い
と
思
い
ま
す
。半
年
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

風
紀
厚
生
委
員
会
委
員
長
　
高
二
E

活
動
報
告

原 

悠
一
朗

高
校
前
期
文
化
委
員
会
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
齊
藤

で
す
。こ
の
文
章
で
は
、前
期
文
化
委
員
会
の
活
動
内
容
を
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、文
化
委
員
会
は
、生
徒
向
け
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、開
催

す
る
こ
と
を
主
な
活
動
と
し
て
い
る
団
体
で
す
。毎
週
の
活
動
で

は
、委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
企
画
案
を
出
し
合
い
、ど
う
実
現
し
て

い
く
か
な
ど
を
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
。

前
期
で
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
カ
レ
ー
作
り
を
開
催
し
ま
し
た
。過

去
に
行
わ
れ
た
前
任
の
校
長
先
生
で
あ
る
ダ
シ
オ
ン
先
生
の
カ

レ
ー
作
り
企
画
が
好
評
で
、ダ
シ
オ
ン
先
生
は
不
在
で
あ
る
も
の

の
、な
ん
と
か
開
催
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、レ
シ
ピ
を
把
握
さ

れ
て
い
た
和
田
先
生
を
講
師
と
し
て
お
呼
び
し
て
、復
刻
の
よ
う
な

形
で
こ
の
企
画
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。参
加
者
は
10
名

で
、高
3
生
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。開
催
日
は
期
末
テ

文
化
委
員
会
委
員
長
　
高
二
B

高
校
前
期
文
化
委
員
会
活
動
報
告

齊
藤 

　武

ス
ト
明
け
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、テ
ス
ト
で
た
ま
っ
た
疲
れ
を
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
よ
う
に
、皆
カ
レ
ー
作
り
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

結
果
的
に
前
期
活
動
期
間
中
に
実
現
で
き
た
イ
ベ
ン
ト
は
カ

レ
ー
作
り
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
の
、委
員
会
の
話
し
合
い
の
場
で
は

ほ
か
に
も
案
が
出
て
お
り
、そ
れ
ら
が
開
催
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は

個
人
的
に
は
少
し
心
残
り
で
し
た
。し
か

し
、自
分
は
後
期
も
文
化
委
員
会
と
し
て
活

動
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
、そ
の
中
で
前
期

の
活
動
内
容
を
生
か
し
な
が
ら
、さ
ら
に
お

も
し
ろ
い
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
で
き
る
よ
う

に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、前
期
文
化
委
員
会
と
し
て
と
も

に
活
動
し
て
く
れ
た
メ
ン
バ
ー
や
、様
々
な

サ
ポ
ー
ト
を
施
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
に

は
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
を
伝
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。拙
い
文
章
で
し
た
が

こ
こ
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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前
期
体
育
委
員
長
を
し
て
い
た
社
本
と
い
い
ま
す
。こ
の
活

動
報
告
で
は
高
校
体
育
委
員
が
前
期
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
か

い
て
あ
り
ま
す
。ま
ず
体
育
祭
の
種
目
決
め
を
し
ま
し
た
。ま
ず

ク
ラ
ス
種
目
と
し
て
ま
ず
綱
引
き
が
決
ま
り
そ
の
後
投
票
で
玉

入
れ
と
決
ま
り
、次
に
個
人
種
目
と
し
て
二
人
三
脚
・
ク
ラ
ス
リ

レ
ー
・
障
害
物
リ
レ
ー
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
リ
レ
ー
・
棒
引
き
と
決

ま
り
。部
対
抗
リ
レ
ー
も
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
種
目
の
内
容
を

決
め
て
い
く
の
で
し
た
が
障
害
物
リ
レ
ー
で
何
を
す
る
か
で
候

補
が
多
く
出
過
ぎ
て
投
票
で
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
人
参
食
い
と
ハ
ー
ド
ル
ク
グ
リ
と
ネ
ッ
ト
く
ぐ
り
と
ダ
イ

ヤ
引
き
と
グ
ル
グ
ル
バ
ッ
ト
と
決
ま
り
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の

後
ハ
チ
マ
キ
を
封
筒
に
入
れ
る
作
業
を
し
ま
し
た
。そ
し
て
前

日
の
準
備
で
は
中
学
生
が
テ
ン
ト
を
建
て
て
く
れ
て
た
の
で
テ

ン
ト
を
建
て
る
手
間
が
な
か
っ
た
で
す
が
大
変
で
し
た
。体
育

祭
当
日
は
開
会
式
を
し
て
か
ら
綱
引
き
を
し
て
そ
の
後
障
害
物

リ
レ
ー
を
し
二
人
三
脚
を
し
ク
ラ
ス
リ
レ
ー
を
し
て
玉
入
れ
を

し
て
昼
休
憩
で
そ
の
後
部
対
抗
を
し
棒
引
き
を
し
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
リ
レ
ー
を
し
ま
し
た
。体
育
祭
を
見
て
て
全
種
目
盛
り
上

が
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。特
に
ク
ラ
ス
対
抗
リ
レ
ー
と
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
リ
レ
ー
が
盛
り
上
が
っ
て
て
み
て
て
と
て
も
面
白

か
っ
た
で
す
。最
後
に
津
村
先
生
を
主
に
体
育
祭
当
日
手
伝
っ

て
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
感
謝
し
か
な
い
で
す
。

体
育
委
員
会
委
員
長
　
高
二
B

活
動
報
告

社
本 

大
和

「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら
な
い
か
？
」こ
の
一
言
が
僕
を
文
化

祭
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。2
0
2
2
年
10
月
の

あ
る
放
課
後
、友
人
か
ら
実
行
委
員
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。彼
は
、前
年
度
の
文
化
祭
を
支
え
て
い
た
実
行
委
員
の
1
人
で
、そ

ん
な
彼
か
ら
結
構
ガ
チ
目
な
ト
ー
ン
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。僕
は「
や
れ
た
ら
や
る
」と
非
常
に
便
利
な
言
葉
を
使
っ
て

そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
の
で
す
が
、正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
話
を
引
き
受

け
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。と
言
う
の
も
、実
行
委
員
は
生

徒
会
と
は
違
い
1
年
間
任
期
が
あ
り
、尚
且
つ
仕
事
も
大
変
そ
う
、と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
ん
な
役
職
に
つ
く
な
ん
て
、め

ん
d
…
、僕
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
ん
で
す
。た
だ
そ
の
後
、あ
り
が

た
い
こ
と
に
他
の
友
達
や
先
生
か
ら
も
勧
め
て
も
ら
っ
た
の
で
、実
行

委
員
長
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

今
回
実
行
委
員
を
率
い
る
に
あ
た
っ
て
、僕
に
は
い
く
つ
か
達

成
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
1
つ
は
、「
後
輩
た
ち
に
南
山

の
文
化
祭
を
つ
な
げ
る
」と
い
う
も
の
で
す
。我
が
校
は
某
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
2
年
間
、一
般
客
を
入
れ
た
文
化
祭
の
中
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
2
年
は
、南
山
の
伝
統
を
ぶ
ち
壊
す
に
は

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
で
す
。去
年
は
来
場
者
を
受
け
入
れ
た

と
は
い
え
、そ
れ
で
も
制
限
付
き
で
し
た
。後
輩
た
ち
は
、決
起
集

会
や
全
校
生
徒
集
ま
っ
て
の
前
夜
祭
、模
擬
店
な
ど
を
1
度
も
経

験
し
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
僕
は
彼
ら
に「
こ
れ
こ
そ
が

南
山
の
文
化
祭
な
ん
だ
！
こ
れ
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
ん
だ
！
」

と
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
実
行
委
員
の
中

枢
メ
ン
バ
ー
に
後
輩
を
引
き
入
れ
、1
年
間
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ

て
き
ま
し
た
。決
起
集
会
を
通
し
て
、生
徒
に
文
化
祭
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
り
、み
ん
な
が
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
前
夜
祭
を
企
画
し
た
り
、文
化
祭
準
備
に
関
す
る
細
か
い
規
定

を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
動
画
を
作
成
し
た
り
…
、他
に
も
周
り

か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、今
年
の
展
示
は
本
当
に
ど
の
団
体
も
と
て
も
レ
ベ

ル
が
高
く
、当
日
に
め
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

文
化
祭
実
行
委
員
長
　
高
二
C

松
田 

東
士

文
化
祭

後
輩
た
ち
へ

さ
て
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、正
直
に
い
う

と
、ま
あ
ま
あ
キ
ツ
か
っ
た
で
す
笑
。な
に
せ
、か
く
い
う
僕
も
、完
全

な
状
態
の
文
化
祭
は
中
1
の
時
の
一
回
し
か
経
験
し
て
お
ら
ず
、そ

れ
を
再
現
し
さ
ら
に
よ
り
い
い
も
の
を
創
り
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
重
く
肩
に
の
し
か
か
り
、自
分
の
無
能
さ
が
悔

し
く
て
た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」
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と
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も
面
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に
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村
先
生
を
主
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体
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当
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先
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た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」
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「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら
な
い
か
？
」こ
の
一
言
が
僕
を
文
化

祭
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。2
0
2
2
年
10
月
の

あ
る
放
課
後
、友
人
か
ら
実
行
委
員
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。彼
は
、前
年
度
の
文
化
祭
を
支
え
て
い
た
実
行
委
員
の
1
人
で
、そ

ん
な
彼
か
ら
結
構
ガ
チ
目
な
ト
ー
ン
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。僕
は「
や
れ
た
ら
や
る
」と
非
常
に
便
利
な
言
葉
を
使
っ
て

そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
の
で
す
が
、正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
話
を
引
き
受

け
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。と
言
う
の
も
、実
行
委
員
は
生

徒
会
と
は
違
い
1
年
間
任
期
が
あ
り
、尚
且
つ
仕
事
も
大
変
そ
う
、と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
ん
な
役
職
に
つ
く
な
ん
て
、め

ん
d
…
、僕
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
ん
で
す
。た
だ
そ
の
後
、あ
り
が

た
い
こ
と
に
他
の
友
達
や
先
生
か
ら
も
勧
め
て
も
ら
っ
た
の
で
、実
行

委
員
長
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

今
回
実
行
委
員
を
率
い
る
に
あ
た
っ
て
、僕
に
は
い
く
つ
か
達

成
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
1
つ
は
、「
後
輩
た
ち
に
南
山

の
文
化
祭
を
つ
な
げ
る
」と
い
う
も
の
で
す
。我
が
校
は
某
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
2
年
間
、一
般
客
を
入
れ
た
文
化
祭
の
中
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
2
年
は
、南
山
の
伝
統
を
ぶ
ち
壊
す
に
は

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
で
す
。去
年
は
来
場
者
を
受
け
入
れ
た

と
は
い
え
、そ
れ
で
も
制
限
付
き
で
し
た
。後
輩
た
ち
は
、決
起
集

会
や
全
校
生
徒
集
ま
っ
て
の
前
夜
祭
、模
擬
店
な
ど
を
1
度
も
経

験
し
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
僕
は
彼
ら
に「
こ
れ
こ
そ
が

南
山
の
文
化
祭
な
ん
だ
！
こ
れ
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
ん
だ
！
」

と
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
実
行
委
員
の
中

枢
メ
ン
バ
ー
に
後
輩
を
引
き
入
れ
、1
年
間
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ

て
き
ま
し
た
。決
起
集
会
を
通
し
て
、生
徒
に
文
化
祭
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
り
、み
ん
な
が
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
前
夜
祭
を
企
画
し
た
り
、文
化
祭
準
備
に
関
す
る
細
か
い
規
定

を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
動
画
を
作
成
し
た
り
…
、他
に
も
周
り

か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、今
年
の
展
示
は
本
当
に
ど
の
団
体
も
と
て
も
レ
ベ

ル
が
高
く
、当
日
に
め
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、正
直
に
い
う

と
、ま
あ
ま
あ
キ
ツ
か
っ
た
で
す
笑
。な
に
せ
、か
く
い
う
僕
も
、完
全

な
状
態
の
文
化
祭
は
中
1
の
時
の
一
回
し
か
経
験
し
て
お
ら
ず
、そ

れ
を
再
現
し
さ
ら
に
よ
り
い
い
も
の
を
創
り
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
重
く
肩
に
の
し
か
か
り
、自
分
の
無
能
さ
が
悔

し
く
て
た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら
な
い
か
？
」こ
の
一
言
が
僕
を
文
化

祭
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。2
0
2
2
年
10
月
の

あ
る
放
課
後
、友
人
か
ら
実
行
委
員
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。彼
は
、前
年
度
の
文
化
祭
を
支
え
て
い
た
実
行
委
員
の
1
人
で
、そ

ん
な
彼
か
ら
結
構
ガ
チ
目
な
ト
ー
ン
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。僕
は「
や
れ
た
ら
や
る
」と
非
常
に
便
利
な
言
葉
を
使
っ
て

そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
の
で
す
が
、正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
話
を
引
き
受

け
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。と
言
う
の
も
、実
行
委
員
は
生

徒
会
と
は
違
い
1
年
間
任
期
が
あ
り
、尚
且
つ
仕
事
も
大
変
そ
う
、と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
ん
な
役
職
に
つ
く
な
ん
て
、め

ん
d
…
、僕
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
ん
で
す
。た
だ
そ
の
後
、あ
り
が

た
い
こ
と
に
他
の
友
達
や
先
生
か
ら
も
勧
め
て
も
ら
っ
た
の
で
、実
行

委
員
長
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

今
回
実
行
委
員
を
率
い
る
に
あ
た
っ
て
、僕
に
は
い
く
つ
か
達

成
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
1
つ
は
、「
後
輩
た
ち
に
南
山

の
文
化
祭
を
つ
な
げ
る
」と
い
う
も
の
で
す
。我
が
校
は
某
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
2
年
間
、一
般
客
を
入
れ
た
文
化
祭
の
中
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
2
年
は
、南
山
の
伝
統
を
ぶ
ち
壊
す
に
は

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
で
す
。去
年
は
来
場
者
を
受
け
入
れ
た

と
は
い
え
、そ
れ
で
も
制
限
付
き
で
し
た
。後
輩
た
ち
は
、決
起
集

会
や
全
校
生
徒
集
ま
っ
て
の
前
夜
祭
、模
擬
店
な
ど
を
1
度
も
経

験
し
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
僕
は
彼
ら
に「
こ
れ
こ
そ
が

南
山
の
文
化
祭
な
ん
だ
！
こ
れ
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
ん
だ
！
」

と
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
実
行
委
員
の
中

枢
メ
ン
バ
ー
に
後
輩
を
引
き
入
れ
、1
年
間
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ

て
き
ま
し
た
。決
起
集
会
を
通
し
て
、生
徒
に
文
化
祭
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
り
、み
ん
な
が
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
前
夜
祭
を
企
画
し
た
り
、文
化
祭
準
備
に
関
す
る
細
か
い
規
定

を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
動
画
を
作
成
し
た
り
…
、他
に
も
周
り

か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、今
年
の
展
示
は
本
当
に
ど
の
団
体
も
と
て
も
レ
ベ

ル
が
高
く
、当
日
に
め
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、正
直
に
い
う

と
、ま
あ
ま
あ
キ
ツ
か
っ
た
で
す
笑
。な
に
せ
、か
く
い
う
僕
も
、完
全

な
状
態
の
文
化
祭
は
中
1
の
時
の
一
回
し
か
経
験
し
て
お
ら
ず
、そ

れ
を
再
現
し
さ
ら
に
よ
り
い
い
も
の
を
創
り
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
重
く
肩
に
の
し
か
か
り
、自
分
の
無
能
さ
が
悔

し
く
て
た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

Boys, be am
bitious

文
化
祭
実
行
副
委
員
長
　
高
二
E

前
田 

琉
翔

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」
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「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら
な
い
か
？
」こ
の
一
言
が
僕
を
文
化

祭
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。2
0
2
2
年
10
月
の

あ
る
放
課
後
、友
人
か
ら
実
行
委
員
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。彼
は
、前
年
度
の
文
化
祭
を
支
え
て
い
た
実
行
委
員
の
1
人
で
、そ

ん
な
彼
か
ら
結
構
ガ
チ
目
な
ト
ー
ン
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。僕
は「
や
れ
た
ら
や
る
」と
非
常
に
便
利
な
言
葉
を
使
っ
て

そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
の
で
す
が
、正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
話
を
引
き
受

け
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。と
言
う
の
も
、実
行
委
員
は
生

徒
会
と
は
違
い
1
年
間
任
期
が
あ
り
、尚
且
つ
仕
事
も
大
変
そ
う
、と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
ん
な
役
職
に
つ
く
な
ん
て
、め

ん
d
…
、僕
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
ん
で
す
。た
だ
そ
の
後
、あ
り
が

た
い
こ
と
に
他
の
友
達
や
先
生
か
ら
も
勧
め
て
も
ら
っ
た
の
で
、実
行

委
員
長
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

今
回
実
行
委
員
を
率
い
る
に
あ
た
っ
て
、僕
に
は
い
く
つ
か
達

成
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
1
つ
は
、「
後
輩
た
ち
に
南
山

の
文
化
祭
を
つ
な
げ
る
」と
い
う
も
の
で
す
。我
が
校
は
某
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
2
年
間
、一
般
客
を
入
れ
た
文
化
祭
の
中
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
2
年
は
、南
山
の
伝
統
を
ぶ
ち
壊
す
に
は

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
で
す
。去
年
は
来
場
者
を
受
け
入
れ
た

と
は
い
え
、そ
れ
で
も
制
限
付
き
で
し
た
。後
輩
た
ち
は
、決
起
集

会
や
全
校
生
徒
集
ま
っ
て
の
前
夜
祭
、模
擬
店
な
ど
を
1
度
も
経

験
し
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
僕
は
彼
ら
に「
こ
れ
こ
そ
が

南
山
の
文
化
祭
な
ん
だ
！
こ
れ
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
ん
だ
！
」

と
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
実
行
委
員
の
中

枢
メ
ン
バ
ー
に
後
輩
を
引
き
入
れ
、1
年
間
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ

て
き
ま
し
た
。決
起
集
会
を
通
し
て
、生
徒
に
文
化
祭
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
り
、み
ん
な
が
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
前
夜
祭
を
企
画
し
た
り
、文
化
祭
準
備
に
関
す
る
細
か
い
規
定

を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
動
画
を
作
成
し
た
り
…
、他
に
も
周
り

か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、今
年
の
展
示
は
本
当
に
ど
の
団
体
も
と
て
も
レ
ベ

ル
が
高
く
、当
日
に
め
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、正
直
に
い
う

と
、ま
あ
ま
あ
キ
ツ
か
っ
た
で
す
笑
。な
に
せ
、か
く
い
う
僕
も
、完
全

な
状
態
の
文
化
祭
は
中
1
の
時
の
一
回
し
か
経
験
し
て
お
ら
ず
、そ

れ
を
再
現
し
さ
ら
に
よ
り
い
い
も
の
を
創
り
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
重
く
肩
に
の
し
か
か
り
、自
分
の
無
能
さ
が
悔

し
く
て
た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら
な
い
か
？
」こ
の
一
言
が
僕
を
文
化

祭
へ
と
駆
り
立
て
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。2
0
2
2
年
10
月
の

あ
る
放
課
後
、友
人
か
ら
実
行
委
員
長
に
な
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
ま
し

た
。彼
は
、前
年
度
の
文
化
祭
を
支
え
て
い
た
実
行
委
員
の
1
人
で
、そ

ん
な
彼
か
ら
結
構
ガ
チ
目
な
ト
ー
ン
で
話
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。僕
は「
や
れ
た
ら
や
る
」と
非
常
に
便
利
な
言
葉
を
使
っ
て

そ
の
場
を
切
り
抜
け
た
の
で
す
が
、正
直
な
と
こ
ろ
そ
の
話
を
引
き
受

け
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。と
言
う
の
も
、実
行
委
員
は
生

徒
会
と
は
違
い
1
年
間
任
期
が
あ
り
、尚
且
つ
仕
事
も
大
変
そ
う
、と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
ん
な
役
職
に
つ
く
な
ん
て
、め

ん
d
…
、僕
に
は
荷
が
重
い
と
感
じ
た
ん
で
す
。た
だ
そ
の
後
、あ
り
が

た
い
こ
と
に
他
の
友
達
や
先
生
か
ら
も
勧
め
て
も
ら
っ
た
の
で
、実
行

委
員
長
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

今
回
実
行
委
員
を
率
い
る
に
あ
た
っ
て
、僕
に
は
い
く
つ
か
達

成
目
標
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
1
つ
は
、「
後
輩
た
ち
に
南
山

の
文
化
祭
を
つ
な
げ
る
」と
い
う
も
の
で
す
。我
が
校
は
某
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
2
年
間
、一
般
客
を
入
れ
た
文
化
祭
の
中
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
2
年
は
、南
山
の
伝
統
を
ぶ
ち
壊
す
に
は

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
時
間
で
す
。去
年
は
来
場
者
を
受
け
入
れ
た

と
は
い
え
、そ
れ
で
も
制
限
付
き
で
し
た
。後
輩
た
ち
は
、決
起
集

会
や
全
校
生
徒
集
ま
っ
て
の
前
夜
祭
、模
擬
店
な
ど
を
1
度
も
経

験
し
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
僕
は
彼
ら
に「
こ
れ
こ
そ
が

南
山
の
文
化
祭
な
ん
だ
！
こ
れ
を
引
き
継
い
で
欲
し
い
ん
だ
！
」

と
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
に
実
行
委
員
の
中

枢
メ
ン
バ
ー
に
後
輩
を
引
き
入
れ
、1
年
間
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ

て
き
ま
し
た
。決
起
集
会
を
通
し
て
、生
徒
に
文
化
祭
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た
り
、み
ん
な
が
心
か
ら
楽
し
め
る
よ
う

に
前
夜
祭
を
企
画
し
た
り
、文
化
祭
準
備
に
関
す
る
細
か
い
規
定

を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
動
画
を
作
成
し
た
り
…
、他
に
も
周
り

か
ら
は
見
え
な
い
よ
う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、今
年
の
展
示
は
本
当
に
ど
の
団
体
も
と
て
も
レ
ベ

ル
が
高
く
、当
日
に
め
ち
ゃ
驚
き
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、正
直
に
い
う

と
、ま
あ
ま
あ
キ
ツ
か
っ
た
で
す
笑
。な
に
せ
、か
く
い
う
僕
も
、完
全

な
状
態
の
文
化
祭
は
中
1
の
時
の
一
回
し
か
経
験
し
て
お
ら
ず
、そ

れ
を
再
現
し
さ
ら
に
よ
り
い
い
も
の
を
創
り
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な

い
。プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
重
く
肩
に
の
し
か
か
り
、自
分
の
無
能
さ
が
悔

し
く
て
た
ま
ら
な
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。な
か
な
か
思
い
通
り
に

い
か
な
い
こ
と
も
多
い
中
、そ
れ
で
も
頑
張
っ
て
こ
れ
た
の
は
、や
は

り
支
え
て
く
れ
た
仲
間
と
先
生
方
の
お
か
げ
で
す
。僕
は
本
当
に
周

り
の
人
た
ち
に
恵
ま
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
の
場
を
お
借
り

し
て
、も
う
1
度
お
礼
を
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
1
年
間
は
僕
の
人
生
史
上
、最
も
濃
か
っ
た
時
間
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
ん
な
に
も
先
生
と
話
し
込
ん
だ
こ
と
、

学
校
に
こ
も
っ
た
こ
と
、動
画
を
作
成
し
た
こ
と
、悩
ん
だ
こ
と
、全

て
初
め
て
で
、そ
し
て
新
鮮
で
し
た
。「
何
か
を
自
分
で
創
り
出
す
」こ

と
が
こ
ん
な
に
も
難
し
く
、素
晴
ら
し
い
も
の
な
ん
だ
、と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。実
行
委
員
長
の
役
目
を
終
え
た
今
、僕
の
目
に
は
世
界

が
少
し
違
っ
て
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。大
袈
裟
に
言
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
に
と
っ
て
は
そ
れ

だ
け
の
価
値
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。ど
ん
な
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト
で
も
、

街
中
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
1
枚
で
さ
え
、多
く
の
人
が
関

わ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。こ
ん
な
普
通
の
こ
と
が
、当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
言
え
ば
分
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、今
回
の
文
化
祭
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。嫌
に
な
っ
た
こ
と
も
、イ
ラ
つ
い
た
こ

と
も
、た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
か
ら
こ

そ
、閉
会
式
で
講
堂
に
集
ま
る
み
ん
な
の
顔
を
見
た
時
、溢
れ
る
涙
を

止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
せ
い
で
、話
し
た
い
こ
と

の
半
分
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
…
笑
。た
だ
そ
れ
だ
け
本
気
で
取

り
組
め
た
こ
の
経
験
は
何
に
も
変
え
難
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。僕
の
最
後
の
文
化
祭
、胸
を
張
っ
て
全
力
で
楽
し
ん
だ
と
言
え
ま

す
。こ
れ
か
ら
先
、さ
ら
に
良
い
文
化
祭
を
創
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、も
し
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
後
輩
が
い
る
な
ら
、伝
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
大
変
な
こ
と
も
多
い
し
、辛
い

時
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ
け
ど
、そ
れ
で
も
絶
対
自
分
の
経

験
は
裏
切
ら
な
い
。だ
か
ら
君
も「
文
化
祭
実
行
委
員
長
に
な
ら

な
い
か
？
」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

Boys, be am
bitious

文
化
祭
実
行
副
委
員
長
　
高
二
E

前
田 

琉
翔

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」



10

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
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無
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を
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の
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な
ど
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の
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と
思
い
ま
す
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、一
学
期
に
全
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生
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を
集
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た
決
起
集
会
に
て
意
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改
革
を
行
う
こ
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に
よ
り
、
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ェ
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ー
ス
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や
バ
イ
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グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新
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ウ
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流
行
前
は
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れ
て
い
た
模
擬
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の
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活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
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こ
の
一
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間
は
、今
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で
経
験
し
た
事
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無
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こ
と
の
連
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で
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た
。毎
日
下
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時
間
ま
で
作
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を
し
た
こ
と
、パ
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ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
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と
、約
1
0
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の
注
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を
浴
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事
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が
新
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で
面
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で
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に
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行
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が
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な
意
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中
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ア
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デ
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や
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の
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週
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委
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の
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半
が
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に
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た
時

数
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量
の
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務
を
し
な
け
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な
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や
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の
チ
ケ
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に
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当
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を
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と
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よ
う
と
立
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た
時
に
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に
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べ
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が
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た
事
、閉
会
式
の
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の
コ
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ト
で
ネ
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を
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っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
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な
思
い
出
で
す
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）。ま
さ
に
私
の
人
生
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上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
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え
る
で
し
ょ
う
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の
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化
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に
協
力
頂
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た

全
て
の
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に
改
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深
く
感
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申
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上
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た
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の
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で
も
し
実
行
委
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と
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う
も
の
に
興
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が
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た
ら
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非
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だ
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た
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・
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が
え
の
な
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も
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と
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、今
後
確
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に
立
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も
の
と
な
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で
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。
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に
、こ
の
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を
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て
私
が
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に
伝
え
た
い
の
は

「
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く
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と
の
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目
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こ

と
に
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に
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同
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る
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と
つ
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き
、目
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を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
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な
る
で
し
ょ
う
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さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
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せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
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と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
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を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
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し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

展
示
パ
ー
ト
活
動
報
告

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

今
年
度
、展
示
パ
ー
ト
は
、展
示
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
展

示
面
談
な
ど
を
行
っ
た
り
装
飾
道
具
の
配
布
や
白
パ
ネ
ル
の
搬

入
な
ど
、様
々
な
活
動
で
展
示
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
ま
し
た
。仕

事
内
容
が
多
く
て
と
て
も
大
変
で
し
た
が
、と
て
も
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
で
あ
り
、無
事
に
終
え
る
こ
と
が
出
来
て
良
か
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
度
、同
じ
展
示
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
し
た
時
、

準
備
開
始
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
に
加
え
人
手
不
足
も
あ
り
、

や
り
た
い
事
全
て
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、今
年
度
は
そ
の
反

省
点
を
生
か
し
、早
め
に
行
動
す
る
こ
と
で
余
裕
を
持
っ
て
活

動
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

来
場
者
や
模
擬
店
な
ど
の
制
限
の
な
い
文
化
祭
を
経
験
し
た

の
が
コ
ロ
ナ
禍
前
の
中
学
1
年
生
の
頃
で
、そ
の
時
の
文
化
祭

の
雰
囲
気
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
と
い
う
事
が
は
っ
き
り
と
記

憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、自
分
が
ど
の
よ
う
な
事
を

す
れ
ば
そ
の
時
の
文
化
祭
以
上
に
楽
し
い
文
化
祭
を
作
れ
る
か

不
安
で
し
た
。正
直
、失
敗
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。た
だ
、そ
の
失

敗
を
糧
に
自
分
が
大
き
く
成
長
出
来
た
事
は
事
実
で
す
。や
っ

ぱ
り
、成
功
し
て
も
失
敗
し
て
も
何
か
に
挑
戦
し
て
、経
験
す
る

こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

今
年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
会
に
は
、高
校
二
年
生
だ
け
で

は
な
く
他
の
学
年
の
生
徒
も
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。来
年
度

以
降
の
文
化
祭
も
頑
張
っ
て
欲
し
い
で
す
。

最
後
に
、二
年
間
文
化
祭
を
支
え
て
く
れ
た
先
生
方
や
一
緒

に
作
り
上
げ
て
き
た
実
行
委
員
に
は
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

本
当
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

展
示
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
B

中
村 

圭
彦
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皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。今
年
度
の
文
化
祭
実
行
副
委
員
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、前
田
琉
翔
と
申
し
ま
す
。今
年
度

の
飛
翔
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。ま
た
、こ
の
文
化
祭
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
御
支
援
頂
い
た

諸
先
生
方
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
が
副
委
員
長
と
な
っ
た
経
緯
は
松
田
君（
委
員
長
）の
声
掛

け
で
し
た
。そ
の
後
、選
挙
に
当
選
し
た
こ
と
で
、私
の「
文
化
祭

実
行
副
委
員
長
」と
し
て
の
、慌
た
だ
し
く
、そ
し
て
あ
っ
と
い

う
間
の
一
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。最
初
は
不
安
も
た
く
さ
ん
あ

り
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
し
た
が
、パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
・
副

リ
ー
ダ
ー
、そ
の
他
実
行
委
員
の
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
で
、比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。協
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
生
徒
の
皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
開
催
や
チ
ケ
ッ
ト
制（
規
模
縮
小
の
為
）で
の
文
化
祭
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
為
、私
達
の
ほ
と
ん
ど
は
本
来
の「
文
化
祭
」と

い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
正
確
に
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
数
年

前
ま
で
の
伝
統
的
な
も
の
か
ら
脱
却
し
、新
た
な
文
化
祭
を
創
造

す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。イ
ン
ス
タ
等
S
N
S
の
有
効
活
用
、

L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の
作
成
、ス
マ
ホ
を
使
っ
て
の
投
票

な
ど
は
そ
の
代
表
例
か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、一
学
期
に
全
校
生

徒
を
集
め
た
決
起
集
会
に
て
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
や
バ
イ
キ
ン
グ
な
ど
そ
れ
ま
で
考
え
も

し
な
か
っ
た
よ
う
な
企
画
が
多
く
誕
生
し
ま
し
た
。そ
し
て
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
前
は
行
わ
れ
て
い
た
模
擬
店
の
復
活

も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
間
は
、今
ま
で
経
験
し
た
事
の
無
い
こ
と
の
連
続
で

し
た
。毎
日
下
校
時
間
ま
で
作
業
を
し
た
こ
と
、パ
ソ
コ
ン
で
動

画
や
シ
フ
ト
表
を
作
っ
た
こ
と
、約
1
0
0
0
人
の
注
目
を
浴
び

る
事
、す
べ
て
が
新
鮮
で
面
白
か
っ
た
で
す
。同
時
に
、実
行
委
員

の
皆
が
様
々
な
意
見
を
出
し
合
う
中
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
事
、前
夜
祭
や
閉
会
式
で
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
う

展
示
パ
ー
ト
活
動
報
告

ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
な
ど
悔
し
か
っ
た
出
来
事
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
も
大
切
な
思
い
出
で
す
。文
化
祭
一

週
間
前
に
な
っ
て
実
行
委
員
の
大
半
が
イ
ン
フ
ル
に
な
っ
た
時

数
人
で
大
量
の
雑
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
や
、模

擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
折
角
買
っ
た
の
に
文
化
祭
当
日
、激
務
を
終

わ
ら
せ
て
や
っ
と
休
憩
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
時
に
は
既
に
食

べ
物
が
売
り
切
れ
て
い
た
事
、閉
会
式
の
最
後
の
コ
メ
ン
ト
で
ネ

タ
を
し
て
す
べ
っ
た
事
も
今
と
な
れ
ば
大
切
な
思
い
出
で
す

（
笑
）。ま
さ
に
私
の
人
生
史
上
最
も
濃
厚
で
、か
つ
重
要
な
一
年

間
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。こ
の
文
化
祭
に
協
力
頂
い
た

全
て
の
方
々
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、こ
の

飛
翔
祭
で
も
し
実
行
委
員
と
い
う
も
の
に
興
味
が
湧
い
た
ら
是

非
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。そ
こ
で
培
わ
れ
た
知
識
・
経
験
は
か
け

が
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、今
後
確
実
に
役
に
立
つ
も
の
と
な
る

で
し
ょ
う
。

最
後
に
、こ
の
一
年
を
経
て
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は

「
大
志
」を
抱
く
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。大
き
な
目
標
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
そ
れ
に
賛
同
す
る
人
々
が
自
然
と
つ
い
て
い
き
、目
標

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。例
え
そ
れ
が
困
難
で
あ

る
と
感
じ
た
と
し
て
も
希
望
を
も
っ
て
進
む
こ
と
が
一
番
重
要

で
あ
り
、成
功
か
失
敗
か
に
関
わ
ら
ず
、其
処
に
辿
り
着
く
ま
で

の
長
き
道
は
人
生
を
変
え
る
よ
う
な
重
要
な
一
頁（
ペ
ー
ジ
）と

な
る
で
し
ょ
う
。皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で
は
、こ
の
有
名
な
言
葉

で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「Boys, be am
bitious!（

少
年
よ
、大
志
を
抱
け
）」

今
年
度
、展
示
パ
ー
ト
は
、展
示
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
展

示
面
談
な
ど
を
行
っ
た
り
装
飾
道
具
の
配
布
や
白
パ
ネ
ル
の
搬

入
な
ど
、様
々
な
活
動
で
展
示
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
ま
し
た
。仕

事
内
容
が
多
く
て
と
て
も
大
変
で
し
た
が
、と
て
も
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
で
あ
り
、無
事
に
終
え
る
こ
と
が
出
来
て
良
か
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
度
、同
じ
展
示
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
し
た
時
、

準
備
開
始
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
に
加
え
人
手
不
足
も
あ
り
、

や
り
た
い
事
全
て
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、今
年
度
は
そ
の
反

省
点
を
生
か
し
、早
め
に
行
動
す
る
こ
と
で
余
裕
を
持
っ
て
活

動
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

来
場
者
や
模
擬
店
な
ど
の
制
限
の
な
い
文
化
祭
を
経
験
し
た

の
が
コ
ロ
ナ
禍
前
の
中
学
1
年
生
の
頃
で
、そ
の
時
の
文
化
祭

の
雰
囲
気
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
と
い
う
事
が
は
っ
き
り
と
記

憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、自
分
が
ど
の
よ
う
な
事
を

す
れ
ば
そ
の
時
の
文
化
祭
以
上
に
楽
し
い
文
化
祭
を
作
れ
る
か

不
安
で
し
た
。正
直
、失
敗
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。た
だ
、そ
の
失

敗
を
糧
に
自
分
が
大
き
く
成
長
出
来
た
事
は
事
実
で
す
。や
っ

ぱ
り
、成
功
し
て
も
失
敗
し
て
も
何
か
に
挑
戦
し
て
、経
験
す
る

こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

今
年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
会
に
は
、高
校
二
年
生
だ
け
で

は
な
く
他
の
学
年
の
生
徒
も
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。来
年
度

以
降
の
文
化
祭
も
頑
張
っ
て
欲
し
い
で
す
。

最
後
に
、二
年
間
文
化
祭
を
支
え
て
く
れ
た
先
生
方
や
一
緒

に
作
り
上
げ
て
き
た
実
行
委
員
に
は
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

本
当
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

展
示
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
B

中
村 

圭
彦
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講
堂
舞
台
パ
ー
ト
活
動
報
告

舞
台
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
岩
室
剛
央
で
す
。こ
う
い
っ
た
学
校
の
仕
事
を
し
た
の
は
、初

め
て
だ
っ
た
の
で
、不
慣
れ
な
点
も
多
か
っ
た
で
す
。し
か
し
舞

台
パ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
や
り
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
今
年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
舞
台
パ
ー
ト
の
活
動

に
つ
い
て
報
告
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。舞
台
パ
ー
ト
は
以
下
の

三
つ
の
こ
と
を
し
ま
し
た
。

ま
ず
、文
化
祭
当
日
の
舞
台
で
演
奏
さ
れ
る
団
体
や
部
活
動

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
み
ま
し
た
。一
階
と
二
階
で
静
か
な
空

気
が
大
事
な
団
体
と
大
き
な
盛
り
上
が
り
が
あ
る
団
体
を
同
じ

時
間
に
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い

け
な
か
っ
た
の
が
、難
し
か
っ
た
で
す
。

次
に
講
堂
で
舞
台
が
つ
つ
が
な
く
進
む
た
め
に
常
に
講
堂
内

に
は
舞
台
パ
ー
ト
三
名
が
待
機
す
る
よ
う
に
し
、そ
の
指
導
及

び
シ
フ
ト
組
み
を
し
ま
し
た
。講
堂
の
入
り
口
で
お
客
様
の
案

内
誘
導
を
し
て
外
の
光
を
入
れ
な
い
事
を
徹
底
し
ま
し
た
。反

省
点
と
し
て
は
シ
フ
ト
に
遅
れ
て
く
る
人
が
出
な
い
よ
う
な
工

夫
を
す
べ
き
で
し
た
。来
年
か
ら
は
そ
こ
を
注
意
し
て
進
め
て

い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

三
つ
目
は
文
化
祭
の
開
会
式
と
閉
会
式
の
照
明
の
操
作
で

す
。式
の
雰
囲
気
ご
と
に
ど
の
照
明
を
つ
け
、ど
う
ス
ポ
ッ
ト
ラ

イ
ト
を
当
て
る
か
な
ど
覚
え
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た

が
式
が
終
わ
り
、と
て
も
盛
り
上
が
っ
た
と
声
を
掛
け
て
も
ら

い
達
成
感
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

改
善
の
余
地
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
完
璧
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、無
事
文
化
祭
が
こ
こ
ま
で
成
功
で
き
た
の
は
初
め
に
言
っ

た
通
り
舞
台
パ
ー
ト
に
入
っ
て
く
れ
た
仲
間
た
ち
が
い
た
か
ら

こ
そ
で
し
た
。来
年
、手
伝
っ
て
く
れ
た
後
輩
た
ち
が
学
校
を

引
っ
張
っ
て
い
く
番
に
な
っ
て
も
文
化
祭
は
必
ず
成
功
す
る
と

自
信
を
も
っ
て
言
え
ま
す
。手
伝
っ
て
く
れ
た
後
輩
た
ち
に
は

感
謝
し
て
も
し
き
れ
な
い
で
す
。本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
！

講
堂
舞
台
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
E

岩
室 

剛
央

案
内
パ
ー
ト
は
2
0
2
3
年
の
文
化
祭
か
ら
新
し
く
設
置
さ

れ
、初
回
の
文
化
祭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、事
前
に
や
る

必
要
の
あ
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
一
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。案
内
パ
ー
ト
は
入
り
口
付
近
に
案
内
所
を
設
置
し
、行
き
先

の
わ
か
ら
な
い
来
場
者
に
場
所
を
案
内
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
っ

た
。今
年
か
ら
各
ク
ラ
ス
5
人
ず
つ
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
い
、

案
内
パ
ー
ト
と
受
付
パ
ー
ト
に
振
り
分
け
て
シ
フ
ト
を
組
み
、

仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。文
化
祭
で
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
っ

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、シ
フ
ト
通
り
に
来
て
く

れ
る
か
が
当
日
ま
で
最
大
の
不
安
で
あ
っ
た
が
、シ
フ
ト
通
り

に
来
て
く
れ
た
生
徒
が
多
く
、案
内
パ
ー
ト
と
し
て
は
非
常
に

安
堵
し
た
。

今
後
の
学
園
祭
に
も
使
え
る
よ
う
に
、学
園
祭
前
に
行
っ
た

こ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
講
堂
の
入
り
口
の
標
識
の
印
刷

で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
も
年
に
よ
っ
て
企
画
が
違
う
た
め
来
年

か
ら
も
毎
年
や
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、掲
示
用
の
学
校
の
地

図
や
階
段
の
踊
り
場
に
貼
る
矢
印
付
き
の
案
内
板
の
印
刷
で
あ

る
。案
内
板
は
実
際
に
そ
の
場
に
行
っ
て
確
か
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
想
定
外
の
時
間
を
要
し
た
。

文
化
祭
の
当
日
に
模
擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
人
の
列
が
物

販
の
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、物
販
を
案
内
所
に
移

し
、案
内
パ
ー
ト
で
物
販
を
行
う
と
い
う
変
更
が
急
遽
あ
っ
た
。

文
化
祭
以
前
に
も
想
定
外
の
こ
と
が
何
度
か
起
こ
っ
た
こ
と
で

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
が
必
要
だ
と
強
く
感
じ
た
。

ま
た
、僕
に
は
飛
翔
祭
の
公
式
I
n
s
t
a
g
r
a
m
を
更
新
す

る
仕
事
も
あ
っ
た
。僕
が
今
年
投
稿
し
た
こ
と
は
各
団
体
の
展

示
内
容
の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
、学
校
紹
介

だ
っ
た
。時
間
が
あ
れ
ば
男
子
部
の
受
験
を
考
え
て
い
る
小
学

生
や
保
護
者
の
参
考
に
な
る
よ
う
、も
う
少
し
学
校
紹
介
に
力

を
入
れ
た
か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
、大
き
な
問
題
が
案
内
パ
ー
ト
で
起
こ
る
こ
と
な
く
文
化

祭
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
や
各
ク
ラ
ス
か
ら
来
て
く
れ
た
生
徒
達
、関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
教
員
方
の
お
か
げ
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
ま
と
め
る
立
場
に
あ
ま
り
立
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
自
分
は
感
じ
て
い
る
の
で
、是

非
来
年
以
降
の
文
化
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、来
場
者
を
楽
し

ま
せ
ら
れ
る
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。

案
内
パ
ー
ト
活
動
報
告

案
内
パ
ー
ト
は
2
0
2
3
年
の
文
化
祭
か
ら
新
し
く
設
置
さ

れ
、初
回
の
文
化
祭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、事
前
に
や
る

必
要
の
あ
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
一
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。案
内
パ
ー
ト
は
入
り
口
付
近
に
案
内
所
を
設
置
し
、行
き
先

の
わ
か
ら
な
い
来
場
者
に
場
所
を
案
内
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
っ

た
。今
年
か
ら
各
ク
ラ
ス
5
人
ず
つ
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
い
、

案
内
パ
ー
ト
と
受
付
パ
ー
ト
に
振
り
分
け
て
シ
フ
ト
を
組
み
、

仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。文
化
祭
で
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
っ

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、シ
フ
ト
通
り
に
来
て
く

れ
る
か
が
当
日
ま
で
最
大
の
不
安
で
あ
っ
た
が
、シ
フ
ト
通
り

に
来
て
く
れ
た
生
徒
が
多
く
、案
内
パ
ー
ト
と
し
て
は
非
常
に

安
堵
し
た
。

今
後
の
学
園
祭
に
も
使
え
る
よ
う
に
、学
園
祭
前
に
行
っ
た

こ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
講
堂
の
入
り
口
の
標
識
の
印
刷

で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
も
年
に
よ
っ
て
企
画
が
違
う
た
め
来
年

か
ら
も
毎
年
や
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、掲
示
用
の
学
校
の
地

図
や
階
段
の
踊
り
場
に
貼
る
矢
印
付
き
の
案
内
板
の
印
刷
で
あ

る
。案
内
板
は
実
際
に
そ
の
場
に
行
っ
て
確
か
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
想
定
外
の
時
間
を
要
し
た
。

文
化
祭
の
当
日
に
模
擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
人
の
列
が
物

販
の
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、物
販
を
案
内
所
に
移

し
、案
内
パ
ー
ト
で
物
販
を
行
う
と
い
う
変
更
が
急
遽
あ
っ
た
。

文
化
祭
以
前
に
も
想
定
外
の
こ
と
が
何
度
か
起
こ
っ
た
こ
と
で

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
が
必
要
だ
と
強
く
感
じ
た
。

ま
た
、僕
に
は
飛
翔
祭
の
公
式
I
n
s
t
a
g
r
a
m
を
更
新
す

る
仕
事
も
あ
っ
た
。僕
が
今
年
投
稿
し
た
こ
と
は
各
団
体
の
展

示
内
容
の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
、学
校
紹
介

だ
っ
た
。時
間
が
あ
れ
ば
男
子
部
の
受
験
を
考
え
て
い
る
小
学

生
や
保
護
者
の
参
考
に
な
る
よ
う
、も
う
少
し
学
校
紹
介
に
力

を
入
れ
た
か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

案
内
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
B

徳
田 

海
龍

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
、大
き
な
問
題
が
案
内
パ
ー
ト
で
起
こ
る
こ
と
な
く
文
化

祭
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
や
各
ク
ラ
ス
か
ら
来
て
く
れ
た
生
徒
達
、関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
教
員
方
の
お
か
げ
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
ま
と
め
る
立
場
に
あ
ま
り
立
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
自
分
は
感
じ
て
い
る
の
で
、是

非
来
年
以
降
の
文
化
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、来
場
者
を
楽
し

ま
せ
ら
れ
る
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。
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講
堂
舞
台
パ
ー
ト
活
動
報
告

舞
台
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
岩
室
剛
央
で
す
。こ
う
い
っ
た
学
校
の
仕
事
を
し
た
の
は
、初

め
て
だ
っ
た
の
で
、不
慣
れ
な
点
も
多
か
っ
た
で
す
。し
か
し
舞

台
パ
ー
ト
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
や
り
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

こ
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か
ら
今
年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
舞
台
パ
ー
ト
の
活
動
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つ
い
て
報
告
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。舞
台
パ
ー
ト
は
以
下
の

三
つ
の
こ
と
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し
ま
し
た
。

ま
ず
、文
化
祭
当
日
の
舞
台
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演
奏
さ
れ
る
団
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や
部
活
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ス
ケ
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ュ
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組
み
ま
し
た
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階
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階
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静
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空

気
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大
事
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体
と
大
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盛
り
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が
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あ
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団
体
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同
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時
間
に
合
わ
せ
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よ
う
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ど
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し
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け
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か
っ
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が
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台
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に
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舞
台
パ
ー
ト
三
名
が
待
機
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び
シ
フ
ト
組
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を
し
ま
し
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入
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光
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イ
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が
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り
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。
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た
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言
っ

た
通
り
舞
台
パ
ー
ト
に
入
っ
て
く
れ
た
仲
間
た
ち
が
い
た
か
ら

こ
そ
で
し
た
。来
年
、手
伝
っ
て
く
れ
た
後
輩
た
ち
が
学
校
を

引
っ
張
っ
て
い
く
番
に
な
っ
て
も
文
化
祭
は
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ず
成
功
す
る
と

自
信
を
も
っ
て
言
え
ま
す
。手
伝
っ
て
く
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た
後
輩
た
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に
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し
て
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い
で
す
。本
当
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あ
り
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と
う
ご
ざ
い

ま
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た
！

講
堂
舞
台
パ
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ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
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岩
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剛
央

案
内
パ
ー
ト
は
2
0
2
3
年
の
文
化
祭
か
ら
新
し
く
設
置
さ

れ
、初
回
の
文
化
祭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、事
前
に
や
る

必
要
の
あ
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
一
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。案
内
パ
ー
ト
は
入
り
口
付
近
に
案
内
所
を
設
置
し
、行
き
先

の
わ
か
ら
な
い
来
場
者
に
場
所
を
案
内
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
っ

た
。今
年
か
ら
各
ク
ラ
ス
5
人
ず
つ
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
い
、

案
内
パ
ー
ト
と
受
付
パ
ー
ト
に
振
り
分
け
て
シ
フ
ト
を
組
み
、

仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。文
化
祭
で
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
っ

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、シ
フ
ト
通
り
に
来
て
く

れ
る
か
が
当
日
ま
で
最
大
の
不
安
で
あ
っ
た
が
、シ
フ
ト
通
り

に
来
て
く
れ
た
生
徒
が
多
く
、案
内
パ
ー
ト
と
し
て
は
非
常
に

安
堵
し
た
。

今
後
の
学
園
祭
に
も
使
え
る
よ
う
に
、学
園
祭
前
に
行
っ
た

こ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
講
堂
の
入
り
口
の
標
識
の
印
刷

で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
も
年
に
よ
っ
て
企
画
が
違
う
た
め
来
年

か
ら
も
毎
年
や
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、掲
示
用
の
学
校
の
地

図
や
階
段
の
踊
り
場
に
貼
る
矢
印
付
き
の
案
内
板
の
印
刷
で
あ

る
。案
内
板
は
実
際
に
そ
の
場
に
行
っ
て
確
か
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
想
定
外
の
時
間
を
要
し
た
。

文
化
祭
の
当
日
に
模
擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
人
の
列
が
物

販
の
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、物
販
を
案
内
所
に
移

し
、案
内
パ
ー
ト
で
物
販
を
行
う
と
い
う
変
更
が
急
遽
あ
っ
た
。

文
化
祭
以
前
に
も
想
定
外
の
こ
と
が
何
度
か
起
こ
っ
た
こ
と
で

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
が
必
要
だ
と
強
く
感
じ
た
。

ま
た
、僕
に
は
飛
翔
祭
の
公
式
I
n
s
t
a
g
r
a
m
を
更
新
す

る
仕
事
も
あ
っ
た
。僕
が
今
年
投
稿
し
た
こ
と
は
各
団
体
の
展

示
内
容
の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
、学
校
紹
介

だ
っ
た
。時
間
が
あ
れ
ば
男
子
部
の
受
験
を
考
え
て
い
る
小
学

生
や
保
護
者
の
参
考
に
な
る
よ
う
、も
う
少
し
学
校
紹
介
に
力

を
入
れ
た
か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
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が
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内
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で
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な
く
文
化
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を
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の
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や
各
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か
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来
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生
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だ

さ
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教
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方
の
お
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げ
で
あ
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と
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感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
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る
立
場
に
あ
ま
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立
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た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
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ト
の
パ
ー
ト
リ
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ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
自
分
は
感
じ
て
い
る
の
で
、是

非
来
年
以
降
の
文
化
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、来
場
者
を
楽
し

ま
せ
ら
れ
る
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。
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部
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に
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を
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が
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が
ら
今
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は
で
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前
も
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初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
、大
き
な
問
題
が
案
内
パ
ー
ト
で
起
こ
る
こ
と
な
く
文
化

祭
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
や
各
ク
ラ
ス
か
ら
来
て
く
れ
た
生
徒
達
、関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
教
員
方
の
お
か
げ
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
ま
と
め
る
立
場
に
あ
ま
り
立
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
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ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
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じ
ら
れ
る
達
成
感
は
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忘
れ
ら
れ
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の
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と
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は
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の
で
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的
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れ
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。
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案
内
パ
ー
ト
は
2
0
2
3
年
の
文
化
祭
か
ら
新
し
く
設
置
さ

れ
、初
回
の
文
化
祭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、事
前
に
や
る

必
要
の
あ
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
一
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。案
内
パ
ー
ト
は
入
り
口
付
近
に
案
内
所
を
設
置
し
、行
き
先

の
わ
か
ら
な
い
来
場
者
に
場
所
を
案
内
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
っ

た
。今
年
か
ら
各
ク
ラ
ス
5
人
ず
つ
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
い
、

案
内
パ
ー
ト
と
受
付
パ
ー
ト
に
振
り
分
け
て
シ
フ
ト
を
組
み
、

仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。文
化
祭
で
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
っ

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、シ
フ
ト
通
り
に
来
て
く

れ
る
か
が
当
日
ま
で
最
大
の
不
安
で
あ
っ
た
が
、シ
フ
ト
通
り

に
来
て
く
れ
た
生
徒
が
多
く
、案
内
パ
ー
ト
と
し
て
は
非
常
に

安
堵
し
た
。

今
後
の
学
園
祭
に
も
使
え
る
よ
う
に
、学
園
祭
前
に
行
っ
た

こ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
講
堂
の
入
り
口
の
標
識
の
印
刷

で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
も
年
に
よ
っ
て
企
画
が
違
う
た
め
来
年

か
ら
も
毎
年
や
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、掲
示
用
の
学
校
の
地

図
や
階
段
の
踊
り
場
に
貼
る
矢
印
付
き
の
案
内
板
の
印
刷
で
あ

る
。案
内
板
は
実
際
に
そ
の
場
に
行
っ
て
確
か
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
想
定
外
の
時
間
を
要
し
た
。

文
化
祭
の
当
日
に
模
擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
人
の
列
が
物

販
の
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、物
販
を
案
内
所
に
移

し
、案
内
パ
ー
ト
で
物
販
を
行
う
と
い
う
変
更
が
急
遽
あ
っ
た
。

文
化
祭
以
前
に
も
想
定
外
の
こ
と
が
何
度
か
起
こ
っ
た
こ
と
で

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
が
必
要
だ
と
強
く
感
じ
た
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ま
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、僕
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は
飛
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の
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も
あ
っ
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。僕
が
今
年
投
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し
た
こ
と
は
各
団
体
の
展

示
内
容
の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
、学
校
紹
介

だ
っ
た
。時
間
が
あ
れ
ば
男
子
部
の
受
験
を
考
え
て
い
る
小
学

生
や
保
護
者
の
参
考
に
な
る
よ
う
、も
う
少
し
学
校
紹
介
に
力

を
入
れ
た
か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の
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が
、大
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な
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が
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と
な
く
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感
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験
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を
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ど
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後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
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忘
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と
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分
は
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の
で
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と
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に
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だ
と
強
く
感
じ
た
。

ま
た
、僕
に
は
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の
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I
n
s
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更
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る
仕
事
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っ
た
。僕
が
今
年
投
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た
こ
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は
各
団
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の
展

示
内
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の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
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ダ
ウ
ン
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紹
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だ
っ
た
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間
が
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ば
男
子
部
の
受
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を
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え
て
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る
小
学
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や
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者
の
参
考
に
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よ
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、も
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し
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紹
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に
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を
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た
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が
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ら
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は
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は
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パ
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っ
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か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
、大
き
な
問
題
が
案
内
パ
ー
ト
で
起
こ
る
こ
と
な
く
文
化

祭
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
や
各
ク
ラ
ス
か
ら
来
て
く
れ
た
生
徒
達
、関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
教
員
方
の
お
か
げ
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
ま
と
め
る
立
場
に
あ
ま
り
立
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
自
分
は
感
じ
て
い
る
の
で
、是

非
来
年
以
降
の
文
化
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、来
場
者
を
楽
し

ま
せ
ら
れ
る
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。

案
内
パ
ー
ト
は
2
0
2
3
年
の
文
化
祭
か
ら
新
し
く
設
置
さ

れ
、初
回
の
文
化
祭
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、事
前
に
や
る

必
要
の
あ
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
一
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
っ

た
。案
内
パ
ー
ト
は
入
り
口
付
近
に
案
内
所
を
設
置
し
、行
き
先

の
わ
か
ら
な
い
来
場
者
に
場
所
を
案
内
す
る
こ
と
が
仕
事
だ
っ

た
。今
年
か
ら
各
ク
ラ
ス
5
人
ず
つ
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
い
、

案
内
パ
ー
ト
と
受
付
パ
ー
ト
に
振
り
分
け
て
シ
フ
ト
を
組
み
、

仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。文
化
祭
で
生
徒
を
派
遣
し
て
も
ら
っ

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、シ
フ
ト
通
り
に
来
て
く

れ
る
か
が
当
日
ま
で
最
大
の
不
安
で
あ
っ
た
が
、シ
フ
ト
通
り

に
来
て
く
れ
た
生
徒
が
多
く
、案
内
パ
ー
ト
と
し
て
は
非
常
に

安
堵
し
た
。

今
後
の
学
園
祭
に
も
使
え
る
よ
う
に
、学
園
祭
前
に
行
っ
た

こ
と
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
講
堂
の
入
り
口
の
標
識
の
印
刷

で
あ
る
。そ
の
ほ
か
に
も
年
に
よ
っ
て
企
画
が
違
う
た
め
来
年

か
ら
も
毎
年
や
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、掲
示
用
の
学
校
の
地

図
や
階
段
の
踊
り
場
に
貼
る
矢
印
付
き
の
案
内
板
の
印
刷
で
あ

る
。案
内
板
は
実
際
に
そ
の
場
に
行
っ
て
確
か
め
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
想
定
外
の
時
間
を
要
し
た
。

文
化
祭
の
当
日
に
模
擬
店
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
人
の
列
が
物

販
の
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
た
こ
と
か
ら
、物
販
を
案
内
所
に
移

し
、案
内
パ
ー
ト
で
物
販
を
行
う
と
い
う
変
更
が
急
遽
あ
っ
た
。

文
化
祭
以
前
に
も
想
定
外
の
こ
と
が
何
度
か
起
こ
っ
た
こ
と
で

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
が
必
要
だ
と
強
く
感
じ
た
。

ま
た
、僕
に
は
飛
翔
祭
の
公
式
I
n
s
t
a
g
r
a
m
を
更
新
す

る
仕
事
も
あ
っ
た
。僕
が
今
年
投
稿
し
た
こ
と
は
各
団
体
の
展

示
内
容
の
紹
介
、文
化
祭
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
、学
校
紹
介

だ
っ
た
。時
間
が
あ
れ
ば
男
子
部
の
受
験
を
考
え
て
い
る
小
学

生
や
保
護
者
の
参
考
に
な
る
よ
う
、も
う
少
し
学
校
紹
介
に
力

を
入
れ
た
か
っ
た
が
残
念
な
が
ら
今
年
は
で
き
な
か
っ
た
。各

団
体
の
紹
介
は
団
体
数
が
非
常
に
多
い
た
め
前
も
っ
て
投
稿
を

作
っ
て
お
き
、予
約
投
稿
の
機
能
を
使
う
こ
と
を
強
く
お
勧
め

す
る
。

装
飾
パ
ー
ト
活
動
報
告

僕
ら
装
飾
パ
ー
ト
は
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
ボ
ー
ド
、門
の
制
作

を
行
い
ま
し
た
。門
の
柱
を
正
六
角
形
に
し
た
た
め
に
色
々
と

計
算
を
し
た
り
測
っ
て
木
材
を
切
り
出
し
た
り
す
る
の
が
大
変

で
し
た
が
、と
て
も
見
栄
え
の
良
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

反
省
点
と
し
て
は
、予
定
で
は
オ
ブ
ジ
ェ
も
制
作
予
定
で
し

た
が
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
ミ
ス
、副
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
の
連

携
の
不
十
分
、制
作
の
取
り
掛
か
り
の
遅
れ
な
ど
に
よ
っ
て
完

成
に
間
に
合
わ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
心
残
り
で
す
。

な
の
で
来
年
以
降
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
活
動
を
通
し
て
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
と
副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
の
連
携
が
も
の
す
ご
く
大
切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。ま
た
、

パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
、副
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
だ
と
決
め
た
後
に
そ

の
後
の
自
身
の
予
定
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
パ
ー
ト
の
仕
事
を

疎
か
に
す
る
よ
う
な
人
は
向
い
て
い
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。絵

心
や
工
作
意
欲
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
て
い
て
も
下
級
生
を
ま
と
め

る
力
や
予
定
を
立
て
る
能
力
が
乏
し
い
人
は
向
い
て
い
な
い
と

も
思
い
ま
し
た
。予
定
は
ど
れ
だ
け
早
く
立
て
て
も
全
て
予
定

通
り
に
行
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、臨
機
応
変
力
が
求
め
ら
れ

ま
す
。下
級
生
な
し
で
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

来
年
以
降
も
夏
休
み
が
始
ま
る
ま
で
に
下
級
生
を
集
め
て
夏
休

み
が
終
わ
る
ま
で
に
あ
る
程
度
終
わ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
9

月
に
入
っ
て
か
ら
余
裕
が
で
き
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
改
善
点
や
反
省
点
は
あ
る
も
の
の
、総
じ
て
楽
し

か
っ
た
で
す
。中
学
一
年
生
か
ら
高
校
二
年
生
ま
で
た
く
さ
ん

の
人
と
関
わ
っ
て
一
つ
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
経
験
が

で
き
た
の
は
本
当
に
良
か
っ
た
で
す
。来
年
以
降
も
今
年
手

伝
っ
て
く
れ
た
後
輩
た
ち
を
中
心
と
し
て
素
晴
ら
し
い
装
飾
を

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。最
後
に
パ
ー
ト
に
入
っ

て
手
伝
っ
て
く
れ
た
後
輩
に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

装
飾
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
E

植
田 

崚
太

初
回
の
案
内
所
は
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
思
う
の

だ
が
、大
き
な
問
題
が
案
内
パ
ー
ト
で
起
こ
る
こ
と
な
く
文
化

祭
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
最
大
の
理
由
は
、副
パ
ー
ト
リ
ー

ダ
ー
や
各
ク
ラ
ス
か
ら
来
て
く
れ
た
生
徒
達
、関
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
教
員
方
の
お
か
げ
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
。ま
た

人
を
ま
と
め
る
立
場
に
あ
ま
り
立
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
僕

を
、案
内
パ
ー
ト
の
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
誘
っ
て
く
れ
た
委
員

長
に
も
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。今
年
の
文
化
祭
で
非
常
に
貴

重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。

後
輩
達
に
は
こ
れ
ほ
ど
貴
重
な
経
験
が
で
き
る
機
会
は
な
か

な
か
な
く
、文
化
祭
が
終
わ
っ
た
後
に
感
じ
ら
れ
る
達
成
感
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
と
自
分
は
感
じ
て
い
る
の
で
、是

非
来
年
以
降
の
文
化
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、来
場
者
を
楽
し

ま
せ
ら
れ
る
よ
う
に
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。
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2
0
2
3
年
模
擬
店
パ
ー
ト
活
動
記
録

2
0
2
3
年
度
の
模
擬
店
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
寺
本
伊
織
で
す
。模
擬
店
パ
ー
ト
は
四
年
ぶ
り
に

設
置
さ
れ
た
た
め
、経
験
者
が
い
な
い
中
、来
場
者
の
方
々
や
在

校
生
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
標
に
手
探
り
な
が

ら
活
動
し
て
き
ま
し
た
。こ
こ
ま
で
支
え
て
い
た
だ
い
た
関
係

者
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
店
舗
側
で
も
模
擬
店
経
験
者
が
お
ら
ず
、材
料
の
発
注

個
数
か
ら
調
理
に
必
要
な
時
間
、お
客
様
へ
の
対
応
の
仕
方
な
ど

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
我
々
も
微
力

な
が
ら
裏
側
か
ら
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ク
ラ
ス

の
模
擬
店
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
が
積
極
的
に
試
食
会
や
衛
星
講

習
会
に
参
加
し
た
り
、テ
ン
ト
設
営
の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
た
お

か
げ
で
今
回
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、後
片
づ
け
ま
で
し
っ
か
り
と
行
っ
て
く
れ
た
為
、来
年

も
き
れ
い
に
備
品
を
使
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
回
の
文
化
祭
の
成
功
に
は
模
擬
店
の
盛
況
も
少
な
か
ら
ず

要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。今
年
度
の
反
省
点

と
し
て
一
つ
挙
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、材
料
の
発
注
数
が
少
な
く
、

昼
頃
に
は
売
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
団
体
も
多
く
あ
っ
た
た
め
、

来
年
度
か
ら
は
発
注
数
増
加
を
検
討
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

当
日
発
生
し
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
反
省
点
な
ど
も
多
く
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、そ
れ
を
踏
ま
え
て
来
年
以
降
に
活
か
し
て
今

年
以
上
に
盛
り
上
が
る
文
化
祭
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
甚
に

存
じ
ま
す
。

文
化
祭
実
行
委
員
は
、確
実
に
貴
重
な
経
験
を
得
て
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。今
年
度
の
模
擬
店
や
、

ク
ラ
ス
企
画
に
携
わ
っ
て
楽
し
か
っ
た
と
感
じ
た
人
は
是
非
来

年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
会
に
入
っ
て
文
化
祭
を
成
功
に
導
い

て
く
だ
さ
い
！

模
擬
店
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
E

寺
本 

伊
織

2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

後
期
高
校
生
徒
自
治
会
会
長
　
高
二
C

松
田 

東
士

誰
が
為
の
生
徒
会

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2
0
2
3
年
模
擬
店
パ
ー
ト
活
動
記
録

2
0
2
3
年
度
の
模
擬
店
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
寺
本
伊
織
で
す
。模
擬
店
パ
ー
ト
は
四
年
ぶ
り
に

設
置
さ
れ
た
た
め
、経
験
者
が
い
な
い
中
、来
場
者
の
方
々
や
在

校
生
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
標
に
手
探
り
な
が

ら
活
動
し
て
き
ま
し
た
。こ
こ
ま
で
支
え
て
い
た
だ
い
た
関
係

者
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
店
舗
側
で
も
模
擬
店
経
験
者
が
お
ら
ず
、材
料
の
発
注

個
数
か
ら
調
理
に
必
要
な
時
間
、お
客
様
へ
の
対
応
の
仕
方
な
ど

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
我
々
も
微
力

な
が
ら
裏
側
か
ら
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ク
ラ
ス

の
模
擬
店
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
が
積
極
的
に
試
食
会
や
衛
星
講

習
会
に
参
加
し
た
り
、テ
ン
ト
設
営
の
手
伝
い
を
し
て
く
れ
た
お

か
げ
で
今
回
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、後
片
づ
け
ま
で
し
っ
か
り
と
行
っ
て
く
れ
た
為
、来
年

も
き
れ
い
に
備
品
を
使
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
回
の
文
化
祭
の
成
功
に
は
模
擬
店
の
盛
況
も
少
な
か
ら
ず

要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。今
年
度
の
反
省
点

と
し
て
一
つ
挙
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、材
料
の
発
注
数
が
少
な
く
、

昼
頃
に
は
売
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
団
体
も
多
く
あ
っ
た
た
め
、

来
年
度
か
ら
は
発
注
数
増
加
を
検
討
し
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

当
日
発
生
し
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
反
省
点
な
ど
も
多
く
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、そ
れ
を
踏
ま
え
て
来
年
以
降
に
活
か
し
て
今

年
以
上
に
盛
り
上
が
る
文
化
祭
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
甚
に

存
じ
ま
す
。

文
化
祭
実
行
委
員
は
、確
実
に
貴
重
な
経
験
を
得
て
成
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。今
年
度
の
模
擬
店
や
、

ク
ラ
ス
企
画
に
携
わ
っ
て
楽
し
か
っ
た
と
感
じ
た
人
は
是
非
来

年
度
の
文
化
祭
実
行
委
員
会
に
入
っ
て
文
化
祭
を
成
功
に
導
い

て
く
だ
さ
い
！

模
擬
店
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
　
高
二
E

寺
本 

伊
織

2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

後
期
高
校
生
徒
自
治
会
会
長
　
高
二
C

松
田 

東
士

誰
が
為
の
生
徒
会

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

僕
は
次
期
生
徒
会
に
立
候
補
を
考
え
て
い
る
人
に
問
い
た
い
。

「
普
段
の
学
校
生
活
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
掲
げ
た
い
公
約
と
は

何
か
？
」と
。お
そ
ら
く
、パ
ッ
と
は
思
い
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。強
い

て
言
え
ば
、「
ス
マ
ホ
の
使
用
許
可
」な
ど
だ
ろ
う
か
。つ
ま
り
、こ
の

質
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
今
す
ぐ
に
は
実
現
が
難
し
い
こ
と
ば

か
り
が
思
い
つ
く
の
で
あ
る
。で
は
、ど
の
よ
う
な
公
約
を
掲
げ
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

僕
は
、生
徒
会
の
認
証
式
で
の
濱
口
先
生
の
話
が
心
に
残
っ
て
い

る
。そ
れ
は
、「
後
世
に
受
け
継
い
で
も
い
い
か
ら
大
き
な
公
約
、実

現
の
難
し
い
公
約
に
挑
戦
し
て
ほ
し
い
。」と
い
う
趣
旨
の
も
の

だ
っ
た
。公
約
を
考
え
る
際
に
こ
の
よ
う
な
公
約
を
ど
こ
と
な
く
遠

ざ
け
て
い
た
僕
に
は
、と
て
も
刺
さ
る
お
話
だ
っ
た
。確
か
に
、こ
の

学
校
の「
制
服
撤
廃
」も
何
世
代
に
も
渡
る
生
徒
会
の
活
動
の
成
果

で
あ
る
。し
か
し
、僕
も
中
高
で
前
期
と
後
期
の
生
徒
会
を
経
験
し

て
み
て
、や
っ
ぱ
り
時
間
の
足
り
な
さ
と
公
約
を
実
現
す
る
難
し
さ

は
痛
感
し
た
。で
は
、今
回
僕
た
ち
が
公
約
に
掲
げ
た
現
実
味
が
あ

り
そ
う
な「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」な
ど
に
走
っ
て
み
る

の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
ス
マ
ホ
の
使
用
許
可
」に
比
べ
す
ぐ
実
現
す

る
か
も
し
れ
な
い
し
、そ
れ
に
よ
り
無
事
公
約
を
達
成
し
た
と
い
う

安
心
感
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
僕
は
今
回「
ク
イ
ッ

ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
取
り
組
ん
で
み
て
、ど
う
も
自
分
と
し

て
は
妥
協
し
た
感
が
あ
り
、あ
ま
り
達
成
感
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。む
し
ろ
こ
の
公
約
の
裏
で
ひ
そ
か
に
進
め
て
い
た「
漫
画

の
設
置
」に
取
り
組
ん
で
い
る
と
き
の
方
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と

が
で
き
て
い
て
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
僕
が
伝
え
た
い
の
は
、要
は
妥
協
し
て
他
の

実
現
で
き
そ
う
な
公
約
、「
実
現
で
き
そ
う
な
公
約
」を
掲
げ
る
の
で

は
な
く
、今
す
ぐ
に
は
実
現
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
本
当
に
や
り
た
い
と
思
え
る
公
約
、「
叶
え
た
い
公
約
」に
挑
戦
し

て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。一
朝
一
夕
に
は
結
果
は
出

な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、そ
の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
を

担
う
こ
と
だ
け
で
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
に
違
い
な
い
。

後
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
高
二
B

「
叶
え
た
い
公
約
」を
公
約
に

山
田 

敬
都

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
、高
校
2
年
生
の
松
田
東
士
で
す
。今
期
の
生
徒
会
活
動

を
振
り
返
っ
て
一
言
で
表
す
な
ら「
短
い
」で
す
か
ね
。10
月
に

生
徒
会
長
に
就
任
し
、気
づ
け
ば
も
う
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。本
当
に
あ
っ
と
い
う
間
に
任
期
が
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。三
学
期
に
至
っ
て
は
、修
学
旅
行
や
模
試
な
ど
が
重

な
り
、議
会
が
合
計
4
回
し
か
な
い
と
い
う
超
タ
イ
ト
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
。満
足
の
い
く
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
中
学
3
年
生
の
時
に
も
生
徒
会
長
を
務
め
て
お
り
、そ

こ
か
ら
2
年
が
経
っ
た
今
、過
去
の
反
省
を
活
か
し
な
が
ら
よ

り
効
率
的
に
公
約
を
こ
な
し
て
い
く
予
定
で
し
た
。し
か
し
、現

実
は
そ
う
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。主
に
3
つ
の
議
題
を
同
時
進

行
で
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
が
、結
局
提
出
で
き
た
の
は「
ク

イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
つ
い
て
の
要
望
書
、1
枚
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。（
他
の
2
つ
の
議
題
に
つ
い
て
は
執
行
部
メ
ン

バ
ー
が
触
れ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
割
愛
）こ
の
公
約
は
、自

分
の
ク
ラ
ス
の
不
潔
さ
が
極
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
た
発
案

で
し
た
が
、な
か
な
か
建
設
的
な
議
論
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
有

用
性
を
示
す
た
め
、実
際
に
普
段
の
掃
除
で
使
用
し
て
み
た
り

し
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
、大
袈
裟
じ
ゃ
な
く
本
当
に
想
像
の
5

倍
以
上
の
汚
れ
が
取
れ
、教
室
が
い
か
に
汚
い
か
再
確
認
で
き

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
す
。な
ぜ
こ
う
も
す
ぐ
床
が
汚
れ

る
の
か
、思
い
当
た
る
節
が
多
す
ぎ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。先
生
方
と
の
話
し
合
い
が
学
期
末
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
が
試
験
的
に
運
用
さ
れ
る
の
か
、却
下
さ

れ
る
の
か
、私
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、少
な

く
と
も
も
う
少
し
真
面
目
に
掃
除
を
す
る
べ
き
な
の
は
明
ら
か

で
し
ょ
う
。

僕
は
次
期
生
徒
会
に
立
候
補
を
考
え
て
い
る
人
に
問
い
た
い
。

「
普
段
の
学
校
生
活
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
掲
げ
た
い
公
約
と
は

何
か
？
」と
。お
そ
ら
く
、パ
ッ
と
は
思
い
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。強
い

て
言
え
ば
、「
ス
マ
ホ
の
使
用
許
可
」な
ど
だ
ろ
う
か
。つ
ま
り
、こ
の

質
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
今
す
ぐ
に
は
実
現
が
難
し
い
こ
と
ば

か
り
が
思
い
つ
く
の
で
あ
る
。で
は
、ど
の
よ
う
な
公
約
を
掲
げ
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

僕
は
、生
徒
会
の
認
証
式
で
の
濱
口
先
生
の
話
が
心
に
残
っ
て
い

る
。そ
れ
は
、「
後
世
に
受
け
継
い
で
も
い
い
か
ら
大
き
な
公
約
、実

現
の
難
し
い
公
約
に
挑
戦
し
て
ほ
し
い
。」と
い
う
趣
旨
の
も
の

だ
っ
た
。公
約
を
考
え
る
際
に
こ
の
よ
う
な
公
約
を
ど
こ
と
な
く
遠

ざ
け
て
い
た
僕
に
は
、と
て
も
刺
さ
る
お
話
だ
っ
た
。確
か
に
、こ
の

学
校
の「
制
服
撤
廃
」も
何
世
代
に
も
渡
る
生
徒
会
の
活
動
の
成
果

で
あ
る
。し
か
し
、僕
も
中
高
で
前
期
と
後
期
の
生
徒
会
を
経
験
し

て
み
て
、や
っ
ぱ
り
時
間
の
足
り
な
さ
と
公
約
を
実
現
す
る
難
し
さ

は
痛
感
し
た
。で
は
、今
回
僕
た
ち
が
公
約
に
掲
げ
た
現
実
味
が
あ

り
そ
う
な「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」な
ど
に
走
っ
て
み
る

の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
ス
マ
ホ
の
使
用
許
可
」に
比
べ
す
ぐ
実
現
す

る
か
も
し
れ
な
い
し
、そ
れ
に
よ
り
無
事
公
約
を
達
成
し
た
と
い
う

安
心
感
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
僕
は
今
回「
ク
イ
ッ

ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
」に
取
り
組
ん
で
み
て
、ど
う
も
自
分
と
し

て
は
妥
協
し
た
感
が
あ
り
、あ
ま
り
達
成
感
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。む
し
ろ
こ
の
公
約
の
裏
で
ひ
そ
か
に
進
め
て
い
た「
漫
画

の
設
置
」に
取
り
組
ん
で
い
る
と
き
の
方
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と

が
で
き
て
い
て
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
僕
が
伝
え
た
い
の
は
、要
は
妥
協
し
て
他
の

実
現
で
き
そ
う
な
公
約
、「
実
現
で
き
そ
う
な
公
約
」を
掲
げ
る
の
で

は
な
く
、今
す
ぐ
に
は
実
現
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
本
当
に
や
り
た
い
と
思
え
る
公
約
、「
叶
え
た
い
公
約
」に
挑
戦
し

て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。一
朝
一
夕
に
は
結
果
は
出

な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、そ
の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
を

担
う
こ
と
だ
け
で
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
に
違
い
な
い
。

後
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
高
二
B

「
叶
え
た
い
公
約
」を
公
約
に

山
田 

敬
都

さ
て
、話
は
変
わ
り
ま
す
が
、今
回
の
任
期
の
半
ば
ご
ろ
に
、

と
あ
る
先
生
か
ら「
生
徒
会
は
学
校
側
に
要
望
ば
か
り
し
て
い

る
け
ど
、も
っ
と
主
体
的
な
活
動
を
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
？
」と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。確
か
に
私
が
知
る

生
徒
会
は
、私
も
含
め
、何
と
か
公
約
を
捻
り
出
し
て
そ
れ
が
明

ら
か
に
無
理
な
こ
と
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、と
い
う

流
れ
が
多
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。な
に
せ
私
た
ち
は
非
常
に
恵

ま
れ
た
環
境
に
お
り
、現
状
の
学
校
生
活
に
対
す
る
明
確
な
不

満
と
い
え
ば
、共
学
で
な
い
こ
と
く
ら
い
で
す
か
ら（
あ
く
ま
で

私
の
周
り
で
よ
く
つ
ぶ
や
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、私
の
意

見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、公
約
を
考
え
る
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の

も
頷
け
ま
す
。そ
の
結
果
、生
徒
会
は
活
動
し
た
結
果
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、多
く
の
生
徒
は
そ
も
そ
も
生
徒
会
が
何

を
し
て
い
る
か
さ
え
把
握
で
き
ず
、関
心
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て

い
く
、と
い
う
負
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
周
り
に
目
を
向
け
る
と
、な
る
ほ
ど
、生
徒
会
主
体
で
著

名
人
を
招
い
た
り
、文
化
祭
で
銀
行
と
直
接
や
り
と
り
し
た
り

と
、魅
力
的
な
企
画
を
催
し
て
い
る
高
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。こ
れ
は
完
全
に
盲
点
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、私
た
ち
に
は

時
間
と
気
力
が
足
り
ず
、新
し
い
企
画
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、そ
れ
こ
そ
が
南
山
の
新
し
い
生
徒
会

の
進
む
べ
き
道
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
学
校
に
求
め
る

ば
か
り
が
生
徒
会
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
。自
ら
動
き
、自
ら
を
変

え
、自
ら
創
り
だ
す
」こ
れ
が
今
期
の
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
得

た
私
の
教
訓
で
す
。も
し
生
徒
会
を
目
指
し
て
い
て
、か
つ
こ
の

文
章
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
稀
有
な
生
徒
が
い
る
の
で
あ
れ

ば
、生
徒
会
と
は
誰
の
た
め
、そ
し
て
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

以
上
で
活
動
報
告
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。ご
精
読
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
執
行
部
書
記
、そ
し
て
会
計

を
兼
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、高
校
2
年
の
マ
ク
レ
ラ
ン

奨
音
で
す
。今
期
は
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
を
主
な
公

約
と
し
て
掲
げ
、そ
れ
を
実
現
す
べ
く
議
論
を
重
ね
て
参
り
ま

し
た
。し
か
し
、修
学
旅
行
や
そ
の
他
行
事
等
も
あ
り
議
会
の
回

数
が
あ
ま
り
に
も
少
な
か
っ
た
た
め
、十
分
な
準
備
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
す
。私
は
松
田
会
長
や
山

田
副
会
長
に
同
行
し
て
要
望
書
の
提
出
に
立
ち
会
っ
て
き
ま
し

た
が
、要
望
書
を
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
磨
く
こ
と
が
で
き
て

い
れ
ば
、そ
れ
を
受
け
取
っ
た
濱
口
副
校
長
先
生
の
半
信
半
疑

だ
っ
た
表
情
も
、も
う
少
し
納
得
し
た
よ
う
な
明
る
い
も
の

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。10
月
か
ら
の
短
い
期
間
で
公
約
に

つ
い
て
議
会
を
頷
か
せ
、校
内
ア
ン
ケ
ー
ト
や
実
証
実
験
等
を

重
ね
て
か
ら
完
璧
な
要
望
書
を
完
成
さ
せ
る
に
は
時
間
が
足
り

ず
、そ
の
間
も
成
績
や
部
活
の
こ
と
も
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ

り
、こ
の
3
点
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
ま
し

た
。そ
の
せ
い
か
、1
9
9
5
年
に
実
現
し
た
よ
う
な「
制
服
の

自
由
化
」と
い
っ
た
大
き
な
公
約
に
手
を
出
す
こ
と
の
ハ
ー
ド

ル
が
高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。無
論
、そ
れ
は
多
く
の
代
に
渡
っ

て
繰
り
返
し
強
い
要
望
を
学
校
側
に
伝
え
た
こ
と
の
結
果
な
の

で
す
が
、自
分
た
ち
の
意
思
や
仕
事
を
う
ま
く
次
世
代
の
執
行

部
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
難
し
く
、先
輩
・
後
輩
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
円
滑
な
も
の
に
す
る
の
も
一
つ
課
題
と
し

て
あ
る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、「
今
年
実
現
し
な
く
て

も
近
い
将
来
で
実
現
さ
れ
れ
ば
」と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ン
ド
で
、

世
代
を
超
え
て
協
力
し
合
い
、難
し
い
公
約
を
掲
げ
て
実
現
さ

せ
て
く
れ
る
人
物
が
現
れ
る
と
い
い
な
と
強
く
思
い
ま
す
。後

輩
た
ち
に
は
こ
の
学
校
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
も
、大
き
な

も
の
に
向
か
っ
て
地
道
に
努
力
し
て
く
れ
る
と
心
か
ら
期
待
し

て
い
ま
す
。

後
期
生
徒
自
治
会
書
記
兼
会
計
　
高
二
A

限
ら
れ
た
時
間
で
何
を
す
る
かマ

ク
レ
ラ
ン
奨
音

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

後
期
生
徒
自
治
会
書
記
　
高
二
E

「
自
由
」の
獲
得

前
田 

琉
翔

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
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2
0
2
3
年
度
後
期
の
生
徒
会
執
行
部
書
記
、そ
し
て
会
計

を
兼
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、高
校
2
年
の
マ
ク
レ
ラ
ン

奨
音
で
す
。今
期
は
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
の
導
入
を
主
な
公

約
と
し
て
掲
げ
、そ
れ
を
実
現
す
べ
く
議
論
を
重
ね
て
参
り
ま

し
た
。し
か
し
、修
学
旅
行
や
そ
の
他
行
事
等
も
あ
り
議
会
の
回

数
が
あ
ま
り
に
も
少
な
か
っ
た
た
め
、十
分
な
準
備
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
す
。私
は
松
田
会
長
や
山

田
副
会
長
に
同
行
し
て
要
望
書
の
提
出
に
立
ち
会
っ
て
き
ま
し

た
が
、要
望
書
を
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
磨
く
こ
と
が
で
き
て

い
れ
ば
、そ
れ
を
受
け
取
っ
た
濱
口
副
校
長
先
生
の
半
信
半
疑

だ
っ
た
表
情
も
、も
う
少
し
納
得
し
た
よ
う
な
明
る
い
も
の

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。10
月
か
ら
の
短
い
期
間
で
公
約
に

つ
い
て
議
会
を
頷
か
せ
、校
内
ア
ン
ケ
ー
ト
や
実
証
実
験
等
を

重
ね
て
か
ら
完
璧
な
要
望
書
を
完
成
さ
せ
る
に
は
時
間
が
足
り

ず
、そ
の
間
も
成
績
や
部
活
の
こ
と
も
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ

り
、こ
の
3
点
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
ま
し

た
。そ
の
せ
い
か
、1
9
9
5
年
に
実
現
し
た
よ
う
な「
制
服
の

自
由
化
」と
い
っ
た
大
き
な
公
約
に
手
を
出
す
こ
と
の
ハ
ー
ド

ル
が
高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。無
論
、そ
れ
は
多
く
の
代
に
渡
っ

て
繰
り
返
し
強
い
要
望
を
学
校
側
に
伝
え
た
こ
と
の
結
果
な
の

で
す
が
、自
分
た
ち
の
意
思
や
仕
事
を
う
ま
く
次
世
代
の
執
行

部
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
難
し
く
、先
輩
・
後
輩
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
円
滑
な
も
の
に
す
る
の
も
一
つ
課
題
と
し

て
あ
る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、「
今
年
実
現
し
な
く
て

も
近
い
将
来
で
実
現
さ
れ
れ
ば
」と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ン
ド
で
、

世
代
を
超
え
て
協
力
し
合
い
、難
し
い
公
約
を
掲
げ
て
実
現
さ

せ
て
く
れ
る
人
物
が
現
れ
る
と
い
い
な
と
強
く
思
い
ま
す
。後

輩
た
ち
に
は
こ
の
学
校
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
も
、大
き
な

も
の
に
向
か
っ
て
地
道
に
努
力
し
て
く
れ
る
と
心
か
ら
期
待
し

て
い
ま
す
。

後
期
生
徒
自
治
会
書
記
兼
会
計
　
高
二
A

限
ら
れ
た
時
間
で
何
を
す
る
かマ

ク
レ
ラ
ン
奨
音

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

後
期
生
徒
自
治
会
書
記
　
高
二
E

「
自
由
」の
獲
得

前
田 

琉
翔

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
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こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

後
期
文
化
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
兼
田
英
翔
で

す
。今
回
は
後
期
文
化
委
員
会
で
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
2
つ

報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
1
つ
目
は
、2
学
期
末
に
行
っ
た「
ア
ッ
プ
ル
ク
ラ
ン
ブ

ル
作
り
」で
す
。文
化
委
員
会
顧
問
の
長
久
保
先
生
直
伝
の
英
国

式
の
本
格
的
な
ア
ッ
プ
ル
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
作
り
ま
し
た
。何
か

お
菓
子
作
り
を
し
て
み
た
い
、と
い
う
案
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の

企
画
は
長
久
保
先
生
の
協
力
の
も
と
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。高
校
3
年
生
の
皆
さ
ん
に
も
忙
し
い
中
た
く

さ
ん
参
加
し
て
い
た
だ
き
、賑
や
か
な
会
と
な
り
ま
し
た
。

2
つ
目
の
企
画
は
、3
学
期
末
の
高
校
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
後

に
行
わ
れ
た「
ガ
ト
ー
シ
ョ
コ
ラ
作
り
」で
す
。こ
の
企
画
は
、カ

フ
ェ
ダ
イ
ニ
ン
グ
花
音
の
シ
ェ
フ
で
あ
る
佐
々
木
シ
ェ
フ
を
お

招
き
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。佐
々
木
シ
ェ
フ
に

は
各
テ
ー
ブ
ル
を
ま
わ
り
な
が
ら
直
接
ご
指
導
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
、本
格
的
な
ガ
ト
ー
シ
ョ
コ
ラ
作
り
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。卒
業
を
し
た
ば
か
り
の
高
校
3
年
生
に
も

ま
た
参
加
し
て
い
た
だ
き
、異
学
年
同
士
の
交
流
も
あ
り
と
て

も
楽
し
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
、2
つ
の
企
画
で
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
長
久
保

先
生
と
佐
々
木
シ
ェ
フ
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
伝
え
た
い

と
思
い
ま
す
。短
い
文
章
で
す
が
、こ
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

後
期
文
化
委
員
長
　
高
二
A

高
校
後
期
文
化
委
員
会
活
動
記
録

兼
田 

英
翔



23

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
後
期
生
徒
自
治
会
書
記
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
前

田
琉
翔
で
す
。約
五
か
月
間
と
い
う
短
い
期
間
で
し
た
が
、そ
の
間

生
徒
会
が
掲
げ
た
公
約
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
我
々
は
議
会
に
て「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―

の
設
置
」に
重
き
を
置
い
て
話
を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。普
段
、私

た
ち
生
徒
は
教
室
を
箒
で
ほ
ぼ
毎
日
掃
除
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

教
室
内
を
歩
き
回
る
と
白
い
粉
が
つ
き
大
変
滑
り
や
す
く
な
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
が
俗
に
言
う「
N
A
N
Z
A
N 

P
O
W
D
E
R
」と

呼
ば
れ
る
謎
の
粉
で
す（
恐
ら
く
チ
ョ
ー
ク
の
粉
…
）。こ
の
粉
は
一

応
雑
巾
で
と
る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、た
だ
で
さ
え
面
倒
臭
が
り
な

南
山
生
に
と
っ
て
こ
の
行
動
を
起
こ
す
の
は
至
難
の
業
で
す（
笑
）。

そ
こ
で
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
―
を
使
用
す
る
こ
と
で
効
率
よ
く
床

を
綺
麗
に
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
公
約
の
実
現
の
為
に
、ま
ず
は
情
報
収
集
に
よ
っ
て
現
状

を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。各
ク
ラ
ス
に「
雑
巾
が

け
は
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
行
っ
て
い
る
か
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
ー
は
必
要
か
否
か
」等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、そ
の
結
果
、

半
数
以
上
が「
雑
巾
が
け
は
行
っ
て
い
な
い
」「
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ

パ
ー
は
必
ず
欲
し
い
」と
の
意
見
で
し
た
。ま
た
T
e
a
m
s
に
て

高
校
一
・
二
年
生（
約
4
0
0
人
）に
、「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
か
」

「
飲
み
物
が
床
に
零
れ
て
い
る
の
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
は
あ
る
か
」等
の
質
問
を
投
げ
ま
し
た
。最
終
的
に
回
答
が

あ
っ
た
の
は
1
1
5
人
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の
約
七
割
が

「
ク
ラ
ス
の
床
は
清
潔
で
な
い
」「
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
」と
い
う
意
見
で
し
た
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
正

直
唖
然
と
し
ま
し
た
が
、そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ

イ
パ
―
を
設
置
す
る
事
の
有
用
性
を
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
ク
ラ
ス
の
掃
除
に
お
い
て
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。普
段
の
掃
除

と
同
じ
く
箒
・
モ
ッ
プ
で
掃
除
を
行
っ
た
後
に
検
証
し
ま
し
た

が
、そ
れ
で
も
大
量
の
埃
や
粉
が
シ
ー
ト
に
付
着
す
る
と
い
う
結

果
で
し
た
。や
は
り
箒
や
モ
ッ
プ
の
み
で
は
床
に
溜
ま
る
ゴ
ミ
を

集
め
き
れ
な
い
事
、そ
し
て
ク
イ
ッ
ク
ル
ワ
イ
パ
ー
が
教
室
掃
除

に
お
い
て
大
い
に
効
果
を
発
揮
す
る
事
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
意
見・検
証
を
踏
ま
え
て
要
望
書
を
作
成
し
先
生
方
に
提

出
し
ま
し
た
。こ
の
案
が
通
っ
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
す
が
、

も
し
通
れ
ば
格
段
に
校
内
の
清
潔
さ
が
向
上
す
る
事
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、も
う
一
つ「
図
書
館
で
の
漫
画
の
貸
し
出
し
」と
い
う

公
約
も
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
し
た
。ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
・
ワ
ン

ピ
ー
ス
・
名
探
偵
コ
ナ
ン
等
の
漫
画
は
海
外
で
も
人
気
の
あ
る
日

本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
す
が
、こ
れ
ら
を
読
ん
だ
事
が
な
い
と

い
う
日
本
人
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。こ
の
後
期
で
は
残
念
な

が
ら
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、来
年
度
以
降
会
長
・
副
会

長
へ
の
立
候
補
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
優
秀
な
生
徒
に
は
是
非

こ
の
公
約
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

生
徒
会
と
い
う
組
織
は
殆
ど
の
生
徒
に
と
っ
て
は
無
縁
と
感

じ
る
で
し
ょ
う
が
、校
内
に
お
い
て
最
重
要
な
組
織
で
あ
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
及
び
権
利
は
、国
民
の
不
断
な
努
力

に
よ
っ
て
、こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
憲
法
第
十

二
条
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
南
山
男
子
部
に
お
い
て
は

「
生
徒
会
」に
よ
っ
て
こ
の
学
校
の
自
由
が
獲
得
し
守
ら
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
と
私
は
考
え
ま
す
。も
し
興
味
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、是
非
生
徒
会
に
入
り
こ
の
学
校
の
更
な
る

「
自
由
」の
獲
得
に
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、半
年
間
支
え
て
下
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

後
期
文
化
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
兼
田
英
翔
で

す
。今
回
は
後
期
文
化
委
員
会
で
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
2
つ

報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
1
つ
目
は
、2
学
期
末
に
行
っ
た「
ア
ッ
プ
ル
ク
ラ
ン
ブ

ル
作
り
」で
す
。文
化
委
員
会
顧
問
の
長
久
保
先
生
直
伝
の
英
国

式
の
本
格
的
な
ア
ッ
プ
ル
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
作
り
ま
し
た
。何
か

お
菓
子
作
り
を
し
て
み
た
い
、と
い
う
案
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の

企
画
は
長
久
保
先
生
の
協
力
の
も
と
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。高
校
3
年
生
の
皆
さ
ん
に
も
忙
し
い
中
た
く

さ
ん
参
加
し
て
い
た
だ
き
、賑
や
か
な
会
と
な
り
ま
し
た
。

2
つ
目
の
企
画
は
、3
学
期
末
の
高
校
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
後

に
行
わ
れ
た「
ガ
ト
ー
シ
ョ
コ
ラ
作
り
」で
す
。こ
の
企
画
は
、カ

フ
ェ
ダ
イ
ニ
ン
グ
花
音
の
シ
ェ
フ
で
あ
る
佐
々
木
シ
ェ
フ
を
お

招
き
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。佐
々
木
シ
ェ
フ
に

は
各
テ
ー
ブ
ル
を
ま
わ
り
な
が
ら
直
接
ご
指
導
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
、本
格
的
な
ガ
ト
ー
シ
ョ
コ
ラ
作
り
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。卒
業
を
し
た
ば
か
り
の
高
校
3
年
生
に
も

ま
た
参
加
し
て
い
た
だ
き
、異
学
年
同
士
の
交
流
も
あ
り
と
て

も
楽
し
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
、2
つ
の
企
画
で
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
長
久
保

先
生
と
佐
々
木
シ
ェ
フ
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
伝
え
た
い

と
思
い
ま
す
。短
い
文
章
で
す
が
、こ
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

後
期
文
化
委
員
長
　
高
二
A

高
校
後
期
文
化
委
員
会
活
動
記
録

兼
田 

英
翔
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初
め
て
の
委
員
長
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、し
っ
か
り
後
輩
や
同

級
生
を
纏
め
ら
れ
る
か
、委
員
長
と
し
て
は
た
ら
き
役
に
立
て
る

か
と
い
う
不
安
や
心
配
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、無
事
体
育
委
員

長
を
成
し
遂
げ
れ
て
良
か
っ
た
で
す
。後
期
体
育
委
員
の
活
動
は

体
育
の
授
業
時
の
体
操
や
先
生
の
手
伝
い
、メ
イ
ン
は
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
運
営
で
あ
り
毎
週
水
曜
日
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
意
見
を

出
し
合
い
よ
り
多
く
の
人
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
。競
技
は
た
く
さ
ん
の
人
が
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
を

選
べ
る
よ
う
に
、様
々
な
部
活
に
所
属
し
て
い
る
人
が
活
躍
で
き

る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
の
で
、例
年
通
り
の
フ
ッ
ト
サ
ル
、バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
決
定
し
ま

し
た
が
、去
年
の
ル
ー
ル
を
ベ
ー
ス
に
よ
り
試
合
が
円
滑
に
進
行

で
き
楽
し
め
る
よ
う
に
ル
ー
ル
を
改
善
し
ま
し
た
。当
日
は
い
つ

も
よ
り
早
く
登
校
し
て
リ
ー
グ
・
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
表
や
総
合
得
点

表
の
貼
り
出
し
、ビ
ブ
ス
や
ボ
ー
ル
な
ど
試
合
で
使
う
道
具
を
用

意
し
ま
し
た
。そ
し
て
朝
の
祈
り
の
後
に
委
員
長
と
し
て
注
意
事

項
な
ど
を
含
め
た
一
言
を
放
送
し
ま
し
た
、教
頭
先
生
に
見
守
ら

れ
る
中
か
な
り
緊
張
し
ま
し
た
が
噛
む
こ
と
な
く
で
き
て
安
心

し
ま
し
た
。試
合
自
体
は
全
て
の
競
技
に
大
き
な
怪
我
が
出
な
く

良
か
っ
た
で
す
。前
期
は
体
育
委
員
で
は
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、毎
週
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
り
、行

事
前
・
当
日
の
準
備
や
片
付
け
や
そ
の
他
諸
々
を
ご
指
示
し
て
い

た
だ
い
た
津
村
先
生
を
主
に
体
育
祭
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
協
力

し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。学
年

最
後
の
ク
ラ
ス
行
事
、高
校
2
年
生
に
と
っ
て
は
最
後
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
だ
っ
た
の
で
ク
ラ
ス
が
一
丸
と
な
り
楽
し
む
こ
と
が
で

き
た
と
思
い
ま
す
。ス
ポ
ー
ツ
を
み
ん
な
で
協
力
し
勝
利
を
目
指

し
楽
し
む
こ
と
は
友
人
と
の
友
情
を
強
く
し
、普
段
あ
ま
り
喋
ら

な
か
っ
た
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
な
い
人
と
も
交

流
す
る
機
会
、仲
良
く
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
、仲
間
と
協
力
し

楽
し
ん
だ
経
験
は
一
生
の
思
い
出
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。後
期

の
委
員
会
は
前
期
に
比
べ
て
活
動
期
間
が
短
か
っ
た
で
す
が
、充

実
し
た
南
山
生
活
の
1
ペ
ー
ジ
と
な
り
ま
し
た
。

後
期
体
育
委
員
長
　
高
二
B

後
期
体
育
委
員
会
活
動
報
告

細
野 

圭
人

「
生
徒
会
長
」こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。あ
る
人
は
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
、と
あ
る
人
は
優

等
生
の
真
面
目
、僕
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
制
服
の
自
由
化

を
語
っ
て
い
た
事
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と

と
も
に
自
分
も
生
徒
会
長
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
行
い
た

い
と
思
っ
た
の
が
憧
れ
に
な
っ
た
理
由
で
す
。そ
れ
か
ら
南
山

で
の
学
校
生
活
を
夢
見
て
受
験
勉
強
に
い
そ
し
み
無
事
合
格
し

こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
年
生
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
、生
徒
会

選
挙
に
立
候
補
し
憧
れ
で
あ
る
生
徒
会
長
の
座
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。し
か
し
、憧
れ
に
な
っ
た
時
の
感
触
は
思
っ

た
よ
り
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
、多
分
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
自
分
の
中
の
生
徒
会
長
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
会
わ
な
さ
過
ぎ
て
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
た
だ
し
か
し
も
ち
ろ
ん
先
生
や

生
徒
は
自
分
の
事
を
生
徒
会
長
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
の
で
そ

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。自
分
が
あ
こ
が
れ
た

こ
と
は
確
か
に
他
の
人
に
と
っ
て
も「
憧
れ
で
あ
る
し
憧
れ
に

な
れ
る
よ
う
な
存
在
」で
あ
る
、こ
こ
で
初
め
て
憧
れ
に
な
る
こ

と
の
重
さ
が
分
か
っ
た
の
で
す
。実
を
言
う
と
生
徒
会
長
に

な
っ
た
後
最
初
の
1
月
は
と
に
か
く
焦
り
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か

ら
仲
間
の
意
見
を
半
ば
強
引
に
振
り
切
り
生
徒
会
活
動
を
行
い

見
事
に
失
敗
し
ま
し
た
。身
体
的
に
も
心
身
的
に
も
限
界
が
来

た
頃
僕
を
救
っ
て
く
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。大
切
な
人
N
さ

ん
が
そ
ん
な
僕
を
見
て
、僕
に
、「
最
近
の
君
は
常
に
お
も
り
を

前
期
中
学
生
徒
自
治
会
会
長
　
中
三
B 

土
岐 

頼
人

中
学
校
の
部

憧
れ
に
な
る
と
い
う
事

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!
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初
め
て
の
委
員
長
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、し
っ
か
り
後
輩
や
同

級
生
を
纏
め
ら
れ
る
か
、委
員
長
と
し
て
は
た
ら
き
役
に
立
て
る

か
と
い
う
不
安
や
心
配
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、無
事
体
育
委
員

長
を
成
し
遂
げ
れ
て
良
か
っ
た
で
す
。後
期
体
育
委
員
の
活
動
は

体
育
の
授
業
時
の
体
操
や
先
生
の
手
伝
い
、メ
イ
ン
は
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
運
営
で
あ
り
毎
週
水
曜
日
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
意
見
を

出
し
合
い
よ
り
多
く
の
人
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を
目
指

し
て
い
ま
し
た
。競
技
は
た
く
さ
ん
の
人
が
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
を

選
べ
る
よ
う
に
、様
々
な
部
活
に
所
属
し
て
い
る
人
が
活
躍
で
き

る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
の
で
、例
年
通
り
の
フ
ッ
ト
サ
ル
、バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
に
決
定
し
ま

し
た
が
、去
年
の
ル
ー
ル
を
ベ
ー
ス
に
よ
り
試
合
が
円
滑
に
進
行

で
き
楽
し
め
る
よ
う
に
ル
ー
ル
を
改
善
し
ま
し
た
。当
日
は
い
つ

も
よ
り
早
く
登
校
し
て
リ
ー
グ
・
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
表
や
総
合
得
点

表
の
貼
り
出
し
、ビ
ブ
ス
や
ボ
ー
ル
な
ど
試
合
で
使
う
道
具
を
用

意
し
ま
し
た
。そ
し
て
朝
の
祈
り
の
後
に
委
員
長
と
し
て
注
意
事

項
な
ど
を
含
め
た
一
言
を
放
送
し
ま
し
た
、教
頭
先
生
に
見
守
ら

れ
る
中
か
な
り
緊
張
し
ま
し
た
が
噛
む
こ
と
な
く
で
き
て
安
心

し
ま
し
た
。試
合
自
体
は
全
て
の
競
技
に
大
き
な
怪
我
が
出
な
く

良
か
っ
た
で
す
。前
期
は
体
育
委
員
で
は
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、毎
週
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
り
、行

事
前
・
当
日
の
準
備
や
片
付
け
や
そ
の
他
諸
々
を
ご
指
示
し
て
い

た
だ
い
た
津
村
先
生
を
主
に
体
育
祭
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
協
力

し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。学
年

最
後
の
ク
ラ
ス
行
事
、高
校
2
年
生
に
と
っ
て
は
最
後
の
ス
ポ
ー

ツ
大
会
だ
っ
た
の
で
ク
ラ
ス
が
一
丸
と
な
り
楽
し
む
こ
と
が
で

き
た
と
思
い
ま
す
。ス
ポ
ー
ツ
を
み
ん
な
で
協
力
し
勝
利
を
目
指

し
楽
し
む
こ
と
は
友
人
と
の
友
情
を
強
く
し
、普
段
あ
ま
り
喋
ら

な
か
っ
た
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
な
い
人
と
も
交

流
す
る
機
会
、仲
良
く
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
、仲
間
と
協
力
し

楽
し
ん
だ
経
験
は
一
生
の
思
い
出
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。後
期

の
委
員
会
は
前
期
に
比
べ
て
活
動
期
間
が
短
か
っ
た
で
す
が
、充

実
し
た
南
山
生
活
の
1
ペ
ー
ジ
と
な
り
ま
し
た
。

後
期
体
育
委
員
長
　
高
二
B

後
期
体
育
委
員
会
活
動
報
告

細
野 

圭
人

「
生
徒
会
長
」こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。あ
る
人
は
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
、と
あ
る
人
は
優

等
生
の
真
面
目
、僕
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
制
服
の
自
由
化

を
語
っ
て
い
た
事
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と

と
も
に
自
分
も
生
徒
会
長
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
行
い
た

い
と
思
っ
た
の
が
憧
れ
に
な
っ
た
理
由
で
す
。そ
れ
か
ら
南
山

で
の
学
校
生
活
を
夢
見
て
受
験
勉
強
に
い
そ
し
み
無
事
合
格
し

こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
年
生
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
、生
徒
会

選
挙
に
立
候
補
し
憧
れ
で
あ
る
生
徒
会
長
の
座
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。し
か
し
、憧
れ
に
な
っ
た
時
の
感
触
は
思
っ

た
よ
り
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
、多
分
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
自
分
の
中
の
生
徒
会
長
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
会
わ
な
さ
過
ぎ
て
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
た
だ
し
か
し
も
ち
ろ
ん
先
生
や

生
徒
は
自
分
の
事
を
生
徒
会
長
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
の
で
そ

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。自
分
が
あ
こ
が
れ
た

こ
と
は
確
か
に
他
の
人
に
と
っ
て
も「
憧
れ
で
あ
る
し
憧
れ
に

な
れ
る
よ
う
な
存
在
」で
あ
る
、こ
こ
で
初
め
て
憧
れ
に
な
る
こ

と
の
重
さ
が
分
か
っ
た
の
で
す
。実
を
言
う
と
生
徒
会
長
に

な
っ
た
後
最
初
の
1
月
は
と
に
か
く
焦
り
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か

ら
仲
間
の
意
見
を
半
ば
強
引
に
振
り
切
り
生
徒
会
活
動
を
行
い

見
事
に
失
敗
し
ま
し
た
。身
体
的
に
も
心
身
的
に
も
限
界
が
来

た
頃
僕
を
救
っ
て
く
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。大
切
な
人
N
さ

ん
が
そ
ん
な
僕
を
見
て
、僕
に
、「
最
近
の
君
は
常
に
お
も
り
を

前
期
中
学
生
徒
自
治
会
会
長
　
中
三
B 

土
岐 

頼
人

中
学
校
の
部

憧
れ
に
な
る
と
い
う
事

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!
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「
生
徒
会
長
」こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。あ
る
人
は
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
、と
あ
る
人
は
優

等
生
の
真
面
目
、僕
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
制
服
の
自
由
化

を
語
っ
て
い
た
事
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と

と
も
に
自
分
も
生
徒
会
長
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
行
い
た

い
と
思
っ
た
の
が
憧
れ
に
な
っ
た
理
由
で
す
。そ
れ
か
ら
南
山

で
の
学
校
生
活
を
夢
見
て
受
験
勉
強
に
い
そ
し
み
無
事
合
格
し

こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
年
生
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
、生
徒
会

選
挙
に
立
候
補
し
憧
れ
で
あ
る
生
徒
会
長
の
座
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。し
か
し
、憧
れ
に
な
っ
た
時
の
感
触
は
思
っ

た
よ
り
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
、多
分
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
自
分
の
中
の
生
徒
会
長
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
会
わ
な
さ
過
ぎ
て
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
た
だ
し
か
し
も
ち
ろ
ん
先
生
や

生
徒
は
自
分
の
事
を
生
徒
会
長
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
の
で
そ

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。自
分
が
あ
こ
が
れ
た

こ
と
は
確
か
に
他
の
人
に
と
っ
て
も「
憧
れ
で
あ
る
し
憧
れ
に

な
れ
る
よ
う
な
存
在
」で
あ
る
、こ
こ
で
初
め
て
憧
れ
に
な
る
こ

と
の
重
さ
が
分
か
っ
た
の
で
す
。実
を
言
う
と
生
徒
会
長
に

な
っ
た
後
最
初
の
1
月
は
と
に
か
く
焦
り
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か

ら
仲
間
の
意
見
を
半
ば
強
引
に
振
り
切
り
生
徒
会
活
動
を
行
い

見
事
に
失
敗
し
ま
し
た
。身
体
的
に
も
心
身
的
に
も
限
界
が
来

た
頃
僕
を
救
っ
て
く
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。大
切
な
人
N
さ

ん
が
そ
ん
な
僕
を
見
て
、僕
に
、「
最
近
の
君
は
常
に
お
も
り
を

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
生
徒
会
長
」こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。あ
る
人
は
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
、と
あ
る
人
は
優

等
生
の
真
面
目
、僕
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
制
服
の
自
由
化

を
語
っ
て
い
た
事
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と

と
も
に
自
分
も
生
徒
会
長
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
行
い
た

い
と
思
っ
た
の
が
憧
れ
に
な
っ
た
理
由
で
す
。そ
れ
か
ら
南
山

で
の
学
校
生
活
を
夢
見
て
受
験
勉
強
に
い
そ
し
み
無
事
合
格
し

こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
年
生
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
、生
徒
会

選
挙
に
立
候
補
し
憧
れ
で
あ
る
生
徒
会
長
の
座
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。し
か
し
、憧
れ
に
な
っ
た
時
の
感
触
は
思
っ

た
よ
り
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
、多
分
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
自
分
の
中
の
生
徒
会
長
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
会
わ
な
さ
過
ぎ
て
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
た
だ
し
か
し
も
ち
ろ
ん
先
生
や

生
徒
は
自
分
の
事
を
生
徒
会
長
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
の
で
そ

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。自
分
が
あ
こ
が
れ
た

こ
と
は
確
か
に
他
の
人
に
と
っ
て
も「
憧
れ
で
あ
る
し
憧
れ
に

な
れ
る
よ
う
な
存
在
」で
あ
る
、こ
こ
で
初
め
て
憧
れ
に
な
る
こ

と
の
重
さ
が
分
か
っ
た
の
で
す
。実
を
言
う
と
生
徒
会
長
に

な
っ
た
後
最
初
の
1
月
は
と
に
か
く
焦
り
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か

ら
仲
間
の
意
見
を
半
ば
強
引
に
振
り
切
り
生
徒
会
活
動
を
行
い

見
事
に
失
敗
し
ま
し
た
。身
体
的
に
も
心
身
的
に
も
限
界
が
来

た
頃
僕
を
救
っ
て
く
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。大
切
な
人
N
さ

ん
が
そ
ん
な
僕
を
見
て
、僕
に
、「
最
近
の
君
は
常
に
お
も
り
を

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

前
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
中
三
A

「
名
前
は
ま
だ
な
い
」最
終
号
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林 
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太

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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「
生
徒
会
長
」こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
聞
い
て
感
じ
る
も
の
は
人
そ

れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。あ
る
人
は
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
、と
あ
る
人
は
優

等
生
の
真
面
目
、僕
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
制
服
の
自
由
化

を
語
っ
て
い
た
事
が
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
は
大
き
な
衝
撃
と

と
も
に
自
分
も
生
徒
会
長
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
行
い
た

い
と
思
っ
た
の
が
憧
れ
に
な
っ
た
理
由
で
す
。そ
れ
か
ら
南
山

で
の
学
校
生
活
を
夢
見
て
受
験
勉
強
に
い
そ
し
み
無
事
合
格
し

こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
年
生
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
意
を
決
し
、生
徒
会

選
挙
に
立
候
補
し
憧
れ
で
あ
る
生
徒
会
長
の
座
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。し
か
し
、憧
れ
に
な
っ
た
時
の
感
触
は
思
っ

た
よ
り
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
、多
分
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
自
分
の
中
の
生
徒
会
長
と
自
分
の
イ
メ
ー
ジ

が
会
わ
な
さ
過
ぎ
て
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
た
だ
し
か
し
も
ち
ろ
ん
先
生
や

生
徒
は
自
分
の
事
を
生
徒
会
長
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
る
の
で
そ

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。自
分
が
あ
こ
が
れ
た

こ
と
は
確
か
に
他
の
人
に
と
っ
て
も「
憧
れ
で
あ
る
し
憧
れ
に

な
れ
る
よ
う
な
存
在
」で
あ
る
、こ
こ
で
初
め
て
憧
れ
に
な
る
こ

と
の
重
さ
が
分
か
っ
た
の
で
す
。実
を
言
う
と
生
徒
会
長
に

な
っ
た
後
最
初
の
1
月
は
と
に
か
く
焦
り
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か

ら
仲
間
の
意
見
を
半
ば
強
引
に
振
り
切
り
生
徒
会
活
動
を
行
い

見
事
に
失
敗
し
ま
し
た
。身
体
的
に
も
心
身
的
に
も
限
界
が
来

た
頃
僕
を
救
っ
て
く
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。大
切
な
人
N
さ

ん
が
そ
ん
な
僕
を
見
て
、僕
に
、「
最
近
の
君
は
常
に
お
も
り
を

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
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ず
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約
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は
至
り
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ん
で
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た
。議
会
や
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行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し
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い
ま
し
た
が
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ざ
要
望
書
に
し
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学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
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て
い
る
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し
て
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し
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10
回
近
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と
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し
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、そ
れ
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だ

足
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と
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っ
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す
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の
で
、

早
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に
取
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る
こ
と
、先
生
方
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さ
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話
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こ
と
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切
だ
と
思
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ま
す
。
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と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
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っ
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国
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ー
ル
で
作
っ
た
の
は
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い
思
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で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
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、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
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、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
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。
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生
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る
も
の
は
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だ
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あ
る
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は
優

等
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の
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目
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に
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は
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の
象
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で
あ
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た
。ま

ず
、な
ぜ
あ
こ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
書
こ
う
と
思
う
。

今
か
ら
6
年
前
塾
が
主
催
し
て
い
た「
南
山
中
学
校
に
行
っ

て
み
よ
う
」と
い
う
企
画
に
参
加
を
し
た
際
当
時
の
校
長
先
生

が
誇
ら
し
げ
に
南
山
生
徒
会
に
よ
っ
て
行
っ
た
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服
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由
化
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て
い
た
事
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時
の
自
分
に
と
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て
は
大
き
な
衝
撃
と
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に
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会
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な
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と
を
行
い
た
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と
思
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た
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憧
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湧
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こ

と
の
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で
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意
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切
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ま
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的
に
も
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的
に
も
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が
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た
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僕
を
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っ
て
く
れ
た
事
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人
N
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な
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を
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て
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に
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近
の
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に
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は
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」と
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前
の
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を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

前
期
生
徒
自
治
会
副
会
長
　
中
三
A

「
名
前
は
ま
だ
な
い
」最
終
号

小
林 

瞭
太

背
負
っ
て
崖
沿
い
を
歩
い
て
い
て
い
つ
居
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

わ
か
ん
な
く
て
不
安
に
な
る
し
君
ら
し
く
な
い
。」と
本
気
で

𠮟
っ
て
く
れ
て
初
め
て
自
分
が
憧
れ
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
仲
間
を
頼
り
仕
事

を
振
っ
て
い
っ
て
自
分
と
憧
れ
を
上
手
い
こ
と
合
わ
せ
て
い
き

今
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
生
徒
会
長
だ
っ
た
と
誇
ら
し
げ
に
語

れ
ま
す
。憧
れ
と
は
、結
局
理
想
道
理
に
は
元
々
行
か
な
く
て
憧

れ
た
姿
に
自
分
ら
し
さ
を
加
え
て
な
る
も
の
な
ん
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。

最
後
に
、こ
こ
ま
で
自
分
語
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
本
当
に

伝
え
た
い
、残
し
た
い
も
の
は
こ
こ
か
ら
で
す
。今
回
生
徒
会
長

に
な
っ
て
感
じ
た
の
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
に
た
す
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、選
挙
に
出
る
に
あ
っ
て
最
初
に
声
を

か
け
て
相
棒
と
し
て
共
に
過
ご
し
て
き
た
副
生
徒
会
長
で
あ
る

小
林
を
は
じ
め
と
し
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
会
で
た
く
さ
ん

意
見
し
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
た
ち
、生
徒
会
顧
問
と
し

て
毎
週
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
た
和
田
先
生
、様
々
な

公
約
を
行
う
う
え
で
助
言
を
く
れ
た
先
生
た
ち
、大
切
な
こ
と

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
N
さ
ん
を
は
じ
め
友
達
た
ち
、あ
ま

り
に
も
仕
事
が
多
す
ぎ
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
元
生
徒
会
長
さ

ん
、そ
し
て
い
つ
で
も
支
え
続
け
て
く
れ
た
家
族
。僕
の
名
前
は

人
に
頼
ら
れ
て
、人
に
頼
れ
る
事
が
で
き
る
人
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
を
込
め
ら
れ
て
頼
人
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
と
こ
ろ
人
に
頼
る
事
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
け
ど
頼
ら
れ

る
の
は
ま
だ
ま
だ
な
の
で
気
長
に
そ
れ
を
あ
こ
が
れ
と
し
て
頑

張
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

最
後
の
最
後
に
全
て
の
支
え
て
く
れ
た
人
達
に
感
謝
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
!!

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職
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務
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三
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指
導
部
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先
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と
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し
合

い
を
重
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ま
し
た
が
、時
間
が
足
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ず
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約
の
実
現
に
は
至
り
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で
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た
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会
や
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行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
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ま
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た
が
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ざ
要
望
書
に
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て
学
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に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
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離
し
て
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た
こ
と
が
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く
あ
り
ま
し
た
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ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
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学
年

の
議
員
の
協
力
も
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っ
て
3
日
間
で
な
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と
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ま
り
ま
し
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執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
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と
は
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う
い
う
も
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か
、そ
の
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で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
ち
は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
つ
目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。は
じ
め
は
執
行
部
内
や
議
会

で
体
育
館
を
開
放
し
た
と
き
の
デ
メ
リ
ッ
ト
や
そ
の
対
策
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
が
、生
徒
目
線
の
議
論
だ
け
で
は
見
え
な
い

点
が
あ
り
、体
育
科
の
先
生
方
に
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。す
る

と
昼
休
み
に
開
放
し
て
い
る
中
庭
に
食
べ
物
の
ご
み
が
よ
く
捨

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。ご
み
を
捨
て
て
い

る
の
は
一
部
の
生
徒
だ
け
れ
ど
、生
徒
全
体
の
信
頼
が
失
わ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。「
先
生
は
生
徒
を
信
頼
す

る
。そ
し
て
そ
れ
に
応
え
る
南
山
生
」と
い
う
男
子
部
の
校
風

が
・・・
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
僕
は
、ま
ず
は
先
生
か
ら
の
信
頼

を
取
り
戻
す
べ
く
何
が
で
き
る
か
考
え
ま
し
た
。ま
ず
は『
ポ
イ

捨
て
し
な
い
で
』や『
中
庭
で
飲
食
し
な
い
で
』と
い
っ
た
内
容

の
ポ
ス
タ
ー
を
最
近
話
題
の
A
I
で
作
り
、協
力
を
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
と
同
時
に
生
徒
会
通

信
で
も
、先
生
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
ま

し
た
。す
る
と
中
庭
に
あ
っ
た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
り

減
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。小
さ
い
こ
と
で
す
が
、効
果
が

あ
っ
た
ん
だ
な
と
嬉
し
か
っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中

庭
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。そ
の
後
は
開
放

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
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で
、今
後
、僕
た
ち
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活
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引
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継
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ら
、是
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活
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し
て
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さ
い
。半
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で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
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委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
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と
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し
た
。
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す
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に

部
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来
な
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か
も
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な
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と
小
林
君
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伝
え
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と
そ
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も
大
丈
夫
と
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て
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で
私
は
小
林
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激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
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生
徒
会
に
尽
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そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
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す
る
事
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く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
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ん
で
し
た
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そ
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後
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知

ポ
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タ
ー
の
制
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募
金
活
動
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ど
自
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で
き
る
範
囲
内
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尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
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せ
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頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
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精
一

杯
自
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の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。「
名
前
は
ま
だ
な
い
」と
い
う
名
前
の

生
徒
会
通
信
に
見
覚
え
の
あ
る
方
は
い
ま
す
か
？
そ
の
生
徒
会

通
信
を
書
い
て
い
た
前
期
副
会
長
の
小
林
瞭
太
で
す
。読
ん
で

な
い
方
も
多
い
と
思
う
の
で（
笑
）、僕
が
ど
の
よ
う
に
生
徒
会

活
動
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
中
学
1
年
生
の
時
か
ら
議
員
と
し
て
生
徒
会
活
動
に
参

加
す
る
う
ち
に
、い
つ
か
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
、土
岐
君
と
共
に
立
候
補
す
る
こ
と
に
決
め

ま
し
た
。前
期
は
5
組
の
候
補
者
が
い
た
た
め
、当
選
し
た
時
に

は
嬉
し
い
気
持
ち
と
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

僕
た
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は
大
き
く
分
け
て
3
つ
の
公
約
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
ま
し
た
。1
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目
が
昼
休
み
の
体
育
館
の
開
放
、2
つ
目
が

購
買
の
充
実
、3
つ
目
が
ス
マ
ホ
の
一
部
制
限
解
除（
文
化
祭
や

そ
の
ほ
か
の
行
事
の
時
に
）で
す
が
、今
回
は
1
つ
目
の
公
約
に

つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
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め
は
執
行
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内
や
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会
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き
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や
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目
線
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あ
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に
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に
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会
通
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で
も
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の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
大
切
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を
訴
え
ま
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た
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と
中
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に
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た
ゴ
ミ
の
数
が
そ
れ
ま
で
よ
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た
よ
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に
感
じ
ま
し
た
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い
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と
で
す
が
、効
果
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た
ん
だ
な
と
嬉
し
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っ
た
で
す
。今
で
も
図
書
館
前
と
中
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に
貼
っ
て
あ
る
の
で
ぜ
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見
て
く
だ
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の
後
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に
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前
期
生
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会
庶
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を
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頂
き

ま
し
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川
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虎
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と
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は
中
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生
前
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も
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会
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生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

前
期
生
徒
自
治
会
庶
務
　
中
三
E

生
徒
会
庶
務
報
告
書

川
合 

虎
太
朗

し
た
場
合
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
指
導
部
の
先
生
と
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
が
、時
間
が
足
り
ず
公
約
の
実
現
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。議
会
や
、執
行
部
メ
ン
バ
ー
で
た
く
さ
ん
話
し

合
い
ま
し
た
が
、い
ざ
要
望
書
に
し
て
学
校
に
提
出
し
よ
う
と

し
て
も
、先
生
方
と
僕
た
ち
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
乖
離
し
て

い
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。僕
ら
は
合
計
で
10
回
近
く

様
々
な
先
生
方
と
、意
見
交
換
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
ま
だ

足
り
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。半
年
の
任
期
は
短
い
の
で
、

早
め
に
取
り
掛
か
る
こ
と
、先
生
方
と
た
く
さ
ん
話
す
こ
と
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

任
期
の
最
後
に
は
、9
月
頃
に
発
生
し
た
モ
ロ
ッ
コ
地
震
と

リ
ビ
ア
の
大
洪
水
の
た
め
に
募
金
活
動
を
し
ま
し
た
。3
学
年

の
議
員
の
協
力
も
あ
っ
て
3
日
間
で
な
ん
と
6
4
2
0
3
円
集

ま
り
ま
し
た
！
執
行
部
の
メ
ン
バ
ー
と
モ
ロ
ッ
コ
と
リ
ビ
ア
の

国
旗
を
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
の
は
い
い
思
い
で
す
。募
金
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
3
つ
の
公
約
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、失
敗
を
重
ね
な
が
ら
挑
戦
で
き
た
こ
と
は
い
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
。組
織
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、そ
の
中
で
ど
う
物

事
を
す
す
め
て
い
く
か
な
ど
多
く
を
学
べ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を

生
か
し
て
高
校
で
も
生
徒
会
活
動
に
携
わ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。ち
な
み
に
今
期
の
デ
ー
タ
は
す
べ
て
中
学
生
徒
会
の
パ
ソ
コ

ン
に
入
れ
て
お
い
た
の
で
、今
後
、僕
た
ち
の
活
動
を
引
き
継
い

で
く
れ
る
方
が
い
た
ら
、是
非
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。半
年
で
し

た
が
、支
え
て
く
れ
た
執
行
部
の
み
ん
な
、議
員
や
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
、先
生
方
、本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

中
学
体
育
委
員
会
の
行
っ
て
い
た
主
な
仕
事
は
体
育
で
毎
授

業
見
本
で
ク
ラ
ス
全
員
の
前
で
の
体
操
と
体
育
祭
に
向
け
て
の

準
備
と
当
日
の
仕
事
で
し
た
。体
育
祭
の
準
備
で
は
、五
月
頃
か

ら
進
め
て
い
て
、一
番
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
は
、や
は
り
種
目

決
め
で
し
た
。去
年
の
も
の
を
参
考
に
し
た
り
各
々
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
て
盛
り
上
が
る
よ
う
な
競
技
を
探
し
た

り
ま
た
、当
日
も
時
間
に
限
り
が
あ
る
の
で
ど
れ
く
ら
い
の
競

技
数
が
行
え
る
と
か
も
考
慮
し
て
考
え
を
す
す
め
て
い
ま
し

た
。な
の
で
八
月
上
旬
ま
で
難
航
し
て
お
り
、最
終
的
に
、中
学

三
年
生
全
員
で
競
技
を
決
め
、そ
れ
が
賛
成
か
ど
う
か
を
中
学

二
年
一
年
に
投
票
し
て
も
ら
う
こ
と
で
決
定
し
ま
し
た
。次
に

ル
ー
ル
の
確
認
で
細
か
い
反
則
や
お
お
よ
そ
の
手
順
な
ど
を
決

め
ま
し
た
。地
域
に
よ
っ
て
違
っ
た
り
し
て
い
て
少
し
手
こ

ず
っ
て
い
ま
し
た
が
、無
事
に
顧
問
の
先
生
が
ま
と
め
て
ひ
と

つ
に
し
て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、当
日
は
、朝
七
時
か
ら

み
ん
な
で
テ
ン
ト
を
立
て
て
テ
ン
ト
を
止
め
る
お
も
り
を
学
校

か
ら
グ
ラ
ウ
ン
ド
ま
で
計
30
個
ほ
ど
運
び
ま
し
た
。そ
し
て
当

日
選
手
宣
誓
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。僕
は
一
ヶ
月
前
か
ら
考
え

て
い
ま
し
た
。失
敗
し
な
い
か
不
安
で
し
た
が
何
と
か
成
功
し

て
良
か
っ
た
で
す
。そ
し
て
な
ん
と
か
問
題
が
お
き
ず
に
終
わ

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。今
回
、僕
が
体
育
委
員
長
に
な
っ
て
み

て
思
っ
た
事
は
、人
は
助
け
合
う
事
が
大
切
だ
と
、感
じ
ま
し

た
。な
ぜ
な
ら
、体
育
祭
は
一
人
で
は
準
備
で
き
な
い
し
、当
日

も
や
は
り
み
ん
な
が
い
た
か
ら
こ
そ
成
功
し
た
も
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

前
期
体
育
委
員
会
委
員
長
　
中
三
B

長
江 

遼
真

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
前
期
生
徒
会
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
川
合
虎
太
朗
と
申
し
ま
す
。。私
は
中
学
二
年
生
前
期
も

生
徒
会
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
た
経
験
が
あ
る
の
で
今
期
は
私
は

二
度
目
の
生
徒
会
と
な
っ
た
の
で
す
が
、残
り
の
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
方
々
は
今
回
が
初
の
執
行
部
員
と
い
う
事
な
の
で
最

初
は
経
験
者
と
し
て
リ
ー
ド
し
て
見
せ
よ
う
と
意
気
揚
々
と
し

て
い
た
の
で
す
が
、会
長
の
土
岐
君
、副
会
長
小
林
君
の
ユ
ー
モ

ア
と
聡
明
さ
、野
尻
君
、行
平
君
の
実
力
を
見
て
私
が
し
ゃ
し
ゃ

り
で
る
事
は
な
い
思
い
、後
ろ
に
て
サ
ポ
ー
ト
に
回
る
事
に
徹

し
た
自
分
で
あ
っ
た
と
今
に
な
っ
て
振
り
返
り
ま
す
。

さ
て
、こ
こ
で
本
当
は
、何
を
し
た
、何
や
り
た
か
っ
た
等
を

語
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
実
際
の
と
こ
ろ
私

が
中
心
と
な
り
や
っ
た
事
は
今
期
一
つ
た
り
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。と
言
う
の
も
先
ほ
ど
も
申
し
た
通
り
他
の
メ
ン
バ
ー

が
余
り
に
も
実
力
が
あ
る
の
で
僕
は
経
験
を
生
か
し
た
サ
ポ
ー

ト
が
最
も
役
に
立
て
る
と
考
え
た
が
為
で
す
。例
え
ば
今
期
実

施
し
た
政
策
の
内
募
金
活
動
な
ど
で
は
、校
門
の
前
に
の
み
募

金
活
動
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
為
、私
は
自
転
車
通
学
者
や

教
員
の
方
々
や
飲
み
物
を
買
い
に
き
た
人
に
も
募
金
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
自
販
機
前
で
も
募
金
活
動
を
す
る
べ
き
だ
と
提
案

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
中
学
二
年
生
の
前
期
、内
ヶ
島

君
が
会
長
と
し
て
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
募
金
の
際
自
販
機

の
前
に
設
置
し
た
募
金
箱
に
校
門
前
の
募
金
箱
よ
り
多
く
の
金

額
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
考

え
る
こ
と
の
出
来
た
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
増
え

た
金
額
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
募
金
先
の
人
々
が
増
え
た
と
思

う
と
多
少
は
こ
の
経
験
と
そ
れ
に
よ
っ
て
思
い
つ
い
た
ア
イ
デ

ア
と
そ
れ
を
発
表
で
き
た
生
徒
会
員
庶
務
と
い
う
立
場
は
役
に

立
っ
て
い
る
の
か
な
と
確
信
は
な
い
な
が
ら
に
も
感
じ
ま
す
。

僕
は
元
々
生
徒
会
に
入
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、只

副
会
長
の
小
林
君
が
生
徒
会
員
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
事
を

理
由
に
や
っ
て
く
れ
な
い
か
と
誘
わ
れ
ま
し
た
、

正
直
に
言
い
ま
す
と
迷
い
ま
し
た
。部
活
で
忙
し
い
中
そ
の
職

中
学
体
育
委
員
会
の
行
っ
て
い
た
主
な
仕
事
は
体
育
で
毎
授

業
見
本
で
ク
ラ
ス
全
員
の
前
で
の
体
操
と
体
育
祭
に
向
け
て
の

準
備
と
当
日
の
仕
事
で
し
た
。体
育
祭
の
準
備
で
は
、五
月
頃
か

ら
進
め
て
い
て
、一
番
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
は
、や
は
り
種
目

決
め
で
し
た
。去
年
の
も
の
を
参
考
に
し
た
り
各
々
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
て
盛
り
上
が
る
よ
う
な
競
技
を
探
し
た

り
ま
た
、当
日
も
時
間
に
限
り
が
あ
る
の
で
ど
れ
く
ら
い
の
競

技
数
が
行
え
る
と
か
も
考
慮
し
て
考
え
を
す
す
め
て
い
ま
し

た
。な
の
で
八
月
上
旬
ま
で
難
航
し
て
お
り
、最
終
的
に
、中
学

三
年
生
全
員
で
競
技
を
決
め
、そ
れ
が
賛
成
か
ど
う
か
を
中
学

二
年
一
年
に
投
票
し
て
も
ら
う
こ
と
で
決
定
し
ま
し
た
。次
に

ル
ー
ル
の
確
認
で
細
か
い
反
則
や
お
お
よ
そ
の
手
順
な
ど
を
決

め
ま
し
た
。地
域
に
よ
っ
て
違
っ
た
り
し
て
い
て
少
し
手
こ

ず
っ
て
い
ま
し
た
が
、無
事
に
顧
問
の
先
生
が
ま
と
め
て
ひ
と

つ
に
し
て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、当
日
は
、朝
七
時
か
ら

み
ん
な
で
テ
ン
ト
を
立
て
て
テ
ン
ト
を
止
め
る
お
も
り
を
学
校

か
ら
グ
ラ
ウ
ン
ド
ま
で
計
30
個
ほ
ど
運
び
ま
し
た
。そ
し
て
当

日
選
手
宣
誓
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。僕
は
一
ヶ
月
前
か
ら
考
え

て
い
ま
し
た
。失
敗
し
な
い
か
不
安
で
し
た
が
何
と
か
成
功
し

て
良
か
っ
た
で
す
。そ
し
て
な
ん
と
か
問
題
が
お
き
ず
に
終
わ

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。今
回
、僕
が
体
育
委
員
長
に
な
っ
て
み

て
思
っ
た
事
は
、人
は
助
け
合
う
事
が
大
切
だ
と
、感
じ
ま
し

た
。な
ぜ
な
ら
、体
育
祭
は
一
人
で
は
準
備
で
き
な
い
し
、当
日

も
や
は
り
み
ん
な
が
い
た
か
ら
こ
そ
成
功
し
た
も
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。

前
期
体
育
委
員
会
委
員
長
　
中
三
B

長
江 

遼
真

務
を
果
た
せ
る
か
心
配
で
あ
っ
た
為
で
す
、し
か
し
私
が
正
直
に

部
活
で
忙
し
い
為
あ
ま
り
執
行
部
会
議
な
ど
に
は
出
席
出
来
な

い
か
も
知
れ
な
い
と
小
林
君
に
伝
え
る
と
そ
れ
で
も
大
丈
夫
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
小
林
君
の
寛
容
さ
に
感
激

し
、そ
の
期
待
に
応
え
出
来
る
限
り
生
徒
会
に
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
し
た
。議
会
の
場
で
も
余
り
積
極
的
に
発
言
す
る
事
な
く
、

生
徒
会
で
も
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
の
後
は
告
知

ポ
ス
タ
ー
の
制
作
募
金
活
動
な
ど
自
分
の
で
き
る
範
囲
内
で
尽

力
致
し
ま
し
た
。最
後
に
生
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
で
終
わ
っ
た
こ
と

を
記
念
し
て
遊
ん
だ
時
に
も
こ
ん
な
僕
を
生
徒
会
執
行
部
メ
ン

バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
小
林
君
を
始
め
と
し
た
メ
ン

バ
ー
ら
に
は
本
当
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

私
は
生
徒
会
執
行
部
庶
務
を
通
し
て
普
通
で
は
出
来
な
い
濃

い
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
、ま
た
、自
分
の
力
や
時
間
の
限
り
精
一

杯
自
分
の
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
頂
き
ま
す
が
、私
を
受
け

入
れ
て
く
れ
た
生
徒
会
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ま
、一
緒
に
よ
り
良

い
学
校
の
為
に
と
頑
張
っ
て
貰
い
ま
し
た
皆
さ
ま
、ま
た
、そ
れ

を
支
え
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ま
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。こ
の
よ
う
な
貴
重
な
体
験
を
、出
来
た
こ
と
を
今
後
に
活

か
し
て
い
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。関
わ
っ
て
く
れ
た
皆
さ
ま

本
当
に
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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後
期
中
学
文
化
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
山
田
で

す
。こ
の
文
章
で
は
、後
期
中
学
文
化
委
員
会
で
行
っ
た
企
画
に

つ
い
て
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

1
つ
目
は
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
生
と
行
っ
た
お
寿
司
作

り
で
す
。こ
の
企
画
は
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
S
h
o
r
e
と
い

う
学
校
か
ら
来
た
留
学
生
と
南
山
生
が
お
寿
司
作
り
を
通
し
て

交
流
を
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。お
寿
司
作
り
を
通
し
て
、お
互

い
の
国
の
文
化
の
違
い
や
英
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。お
寿
司
作
り
後
に
は
、け
ん
玉
な
ど
の

日
本
の
玩
具
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
生
と
楽
し
み
ま
し
た
。

2
つ
目
は
、生
徒
と
教
員
に
行
っ
た
ス
マ
ホ
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
に

つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
す
。こ
の
企
画
は
、生
徒
の
ス
マ
ホ
の

利
用
状
況
や
、生
徒
と
教
員
の
現
状
の
ス
マ
ホ
利
用
に
関
す
る

意
見
を
知
り
、今
後
生
徒
が
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
、

よ
り
学
習
し
や
す
い
環
境
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

す
。こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
、教
員
に
よ
っ
て
ス
マ
ホ
の
利

用
許
可
の
考
え
方
が
異
な
っ
て
お
り
、今
の
ス
マ
ホ
・
タ
ブ
レ
ッ

ト
の
ル
ー
ル
は
適
切
に
使
え
る
生
徒
に
と
っ
て
は
制
限
が
厳
し

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

最
後
に
、活
動
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
全
て
の
教
員
・
生
徒

の
方
、文
化
委
員
の
メ
ン
バ
ー
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝

を
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。短
い
文
章
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、最
後
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

後
期
中
学
文
化
委
員
会
委
員
長
　
中
三
E 

山
田 

光
優

中
学
後
期
文
化
委
員
会
活
動
報
告
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序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の

連合国が戦い、連合国側が勝利した戦争であるが、枢軸国の侵略を連合国が止め

たという印象がある。枢軸国が周辺諸国を攻撃したことは間違いないが、枢軸国が

悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権

掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。
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悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権

掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。
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国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

第二次世界大戦の原因
～多角的な視点から平和を目指す～

序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の

連合国が戦い、連合国側が勝利した戦争であるが、枢軸国の侵略を連合国が止め

たという印象がある。枢軸国が周辺諸国を攻撃したことは間違いないが、枢軸国が

悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権
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2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか
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（Bachelor）を得ると、学位は専攻した
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」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味
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ると考えられる。しかし、現代の学問分
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掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。

参考文献
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序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

第二次世界大戦の原因
～多角的な視点から平和を目指す～

序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の

連合国が戦い、連合国側が勝利した戦争であるが、枢軸国の侵略を連合国が止め

たという印象がある。枢軸国が周辺諸国を攻撃したことは間違いないが、枢軸国が

悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権
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2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。

参考文献

渡辺惣樹『誰が第二次世界大戦を起こしたのか』（（草思社、20202020年））
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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図6　【学科別学部学生数割合の推移】
　　  （隠岐さや香，星海社，2018， 『文系と理系
　　   はなぜ分かれたのか』，p.199 より）

Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の

連合国が戦い、連合国側が勝利した戦争であるが、枢軸国の侵略を連合国が止め

たという印象がある。枢軸国が周辺諸国を攻撃したことは間違いないが、枢軸国が

悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

序論 ─第二次世界大戦の印象と影響─
歴史を多角的な視点から評価することは、我々が自身のアイデンティティを理解

し、未来について考えるために非常に重要であり、特に歴史の分岐点となった大き

な出来事は慎重に考察しなければならない。その中で第二次世界大戦は、近代で最

も大きな歴史的出来事の一つである。この戦争は、日独伊の枢軸国と米英仏露中の

連合国が戦い、連合国側が勝利した戦争であるが、枢軸国の侵略を連合国が止め

たという印象がある。枢軸国が周辺諸国を攻撃したことは間違いないが、枢軸国が

悪で、連合国が正義というイメージがついてしまっている。連合国が国連安保理の

常任理事国を占めていたり、国際機関の中心メンバーにも軒並み参加したりしてい

るのはその表れだろう。だが当時、枢軸国の行動は完全に悪だったのだろうか。ま

た、連合国の行動は正しいものしかなかったのか。本レポートでは、第二次世界大戦

の経緯を再考し、現代に与えた影響を考察しようと思う。

本論 ─大戦の経緯─
まずは枢軸国側から見ていく。戦争の発端は、ドイツがポーランドに侵攻したこと

だが、これにはいくつかの理由がある。まずドイツは第一次世界大戦の敗戦国とし

て、領土の再編、没収や、莫大な賠償金の支払命令などが出されていた。これにより

ドイツの国際社会での地位は地に落ちており、国内の経済は最悪の状況にあった。

これをアメリカが支援していたことでドイツはギリギリ成り立っていたが、その支援も

世界恐慌によって絶えてしまった。こうして荒れに荒れたドイツに現れたのが、アドル

フ・ヒトラー率いるナチス党だった。ヒトラーは国民の不満を利用し支持を集め、政権

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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掌握後はユダヤ人への差別を徹底するなどして国民の団結力を高めた。さらにドイツ

は国際連盟から脱退し、イギリスの宥和政策によってドイツは勢いづき、ヒトラーは

ポーランド侵攻を決断した。こうしてドイツは戦争に急速に向かっていった。

一方イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国となったが、戦争で得た利益よりも損失

のほうが大きく経済が不安定になり、農民や労働者の反乱が起きていた。そんな中

現れたベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党は反乱を鎮圧し、革命を恐れてい

た支配者層や中産階級からの支持を得た。そして政権を握ったムッソリーニはエチ

オピアに侵攻し、国際連盟を脱退、日本、ドイツと日独伊三国同盟と結び、イタリアは

第二次世界大戦に参戦した。

そして日本は、第一次世界大戦の敗戦国ではなかったが、第一次世界大戦による

好景気が終わり、世界恐慌によって経済が悪化した。また日本は、第一次世界大戦

のころから中国大陸や太平洋地域に領土を拡大することを目指しており、国内の混

乱で軍部が政権を握ったこともあり、満州事変、日中戦争など大陸進攻を開始した。

さらに日本は日独伊三国同盟に参加したことで枢軸国として第二次世界大戦に加

わった。

前述の三国による侵略の理由は、どれも経済不況を打開するためという点が共通

している。だが、世界恐慌によって全世界で経済危機が発生したにもかかわらず、な

ぜ連合国側は経済を立て直すことができたのか。まずイギリスやフランスは、植民地

を利用してブロック経済を展開した。ブロック経済とは、同じ通貨を使う自国と植民

地のみで貿易をし、他国を自国経済圏から締め出すことで他の経済圏の影響を受け

にくくする政策であり、これにより英仏は経済を立て直した。また、アメリカはニュー

ディール政策を実施し、政府が経済に介入することで経済の活性化を図った。さら

にソ連は社会主義国であるため計画経済を採用し、国家が経済を綿密に管理する

ことで恐慌の影響を防いだ。そして中国は農業中心の経済だったため、影響がそも

そも少なかった。

しかし、ブロック経済は十分な規模の植民地を持っていなければできず、敗戦国

となり植民地を奪われたドイツや、植民地を持っていても小規模であったり資源が

不足したりしていた日本、イタリアは、このような手段をとることはできなかった。さ

らにブロック経済を展開したイギリスやフランスからの支援は期待できず、アメリカ

は自国の立て直しで手一杯、ソ連は計画経済によって支援を行っていなかったた

め、ドイツ、イタリア、日本は自力での現状打開をせざるを得なくなった。そして、三

国は他国を侵略することで自国の経済圏を拡大し、経済状況の改善を図った。

結論 ─多角的な視点から平和を目指す─
他国を侵略することはあってはならず、言うまでもなくドイツ、イタリア、日本がそ

れを行ったことは悪だろう。だが、それに至る経緯を考えれば、アメリカ、イギリス、

フランス、ソ連などが行った自国優先の経済政策もまた、他に与える影響を十分考

慮しなかったものである。つまり、どちらの行動も同情の余地があるものではある

が、自国を優先したものであり、一概にどちらが正義か悪かは判断できない。にもか

かわらず、やはり枢軸国は悪で連合国が正義という印象は根強く、「悪の枢軸」とい

う言葉があるようにそのイメージがついてしまっている。これがいわゆる「歴史は勝

者によって作られる」というものだろう。これの最も重要な問題点は、同じ流れが第

一次世界大戦後にも見られたことである。さすがに当時ほど敗戦国は蔑ろにはされ

ていないが、現在の国際社会では当時連合国だった国が上に立っていることが多

い。さらに、大国の自国優先の行動も時折見られ、ロシアによるウクライナ侵攻や、ガ

ザ地区の紛争でアメリカがウクライナよりも自国に利益のあるイスラエルを支援して

いることなどが挙げられる。周囲との調和だけを考えていては国際社会が成り立た

ないが、大国が自国の利益を優先してしまうとそれに追随する国が出てしまうかも

しれない。

戦勝国が敗戦国の上に立ち、戦勝国がその後の国際社会を創り上げていく状況

は、第一次世界大戦から何も学んでいないように思える。実際今や大国間の均衡が

崩れつつあるように思える。これを打開するために必要なことこそ、歴史を多角的な

視点から評価することだろう。今回の例で言えば、戦争に勝てば正義、負けたら悪と

いう単一の視点から戦争を評価するのではなく、敗戦国から見た相手、戦勝国から

見た相手、世界情勢、経済状況、軍事力など様 な々視点から評価するべきだ。それに

よって見えた新たな観点は、平和を実現するための鍵になるだろう。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

図3　【7 自由学科について表している細密画】
　　  （ヘルラート・フォン・ランツベルク，
　　  『愉楽の庭』の挿絵より）

図4　【当時の大学の授業風景】
　　  （ベルリン国立版画館所蔵，
　　  『アリストテレスの倫理』の挿絵より）

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。

図5　【知識人の登場と理系的学問の発展】
　　  （アンドレアス・セラリウス，
　　  『コペルニクスの天空図 』より）
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

図3　【7 自由学科について表している細密画】
　　  （ヘルラート・フォン・ランツベルク，
　　  『愉楽の庭』の挿絵より）

図4　【当時の大学の授業風景】
　　  （ベルリン国立版画館所蔵，
　　  『アリストテレスの倫理』の挿絵より）

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。

図5　【知識人の登場と理系的学問の発展】
　　  （アンドレアス・セラリウス，
　　  『コペルニクスの天空図 』より）
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

図1　【知を探究する古代ギリシアの哲学者たち】
　　  （ラファエロ・サンティ, 『アテネの学堂』より

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

図2　【中世以来の大学の学問分類】
　　  （隠岐さや香，星海社，2018，
　　  『文系と理系はなぜ分かれたのか』，p.16 より）

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。

Ⅶ 参考文献

・阿部晃平，2020，中世の学問観と、現代の「文系・理系」， https://rikkyo.re-
po.nii.ac.jp

・大口 邦雄，さんこう社，2014，『リベラル・アーツとは何か その歴史的系譜』

・隠岐さや香，星海社，2018，『文系と理系はなぜ分かれたのか』

・中村正史，『「文理分けは日本だけ」は本当か？ 隠岐さや香・名古屋大教授に聞
く』，https://www.asahi.com/edua/article/13850303

・リベラルアーツガイド，『文系・理系とは 日本や海外の区別と歴史的な変遷をわ
かりやすく解説』 ，https://liberal-arts-guide.com/liberal-arts/

・リベラルアーツガイド，『リベラルアーツとは 古代の起源から現代の役割までわ
かりやすく解説』，https://liberal-arts-guide.com/liberal-arts/

・吉見俊哉，岩波新書，2022，『大学とは何か』

・吉見俊哉，集英社，2016，『「文系学部廃止」の衝撃』



45

Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

図1　【知を探究する古代ギリシアの哲学者たち】
　　  （ラファエロ・サンティ, 『アテネの学堂』より

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

図2　【中世以来の大学の学問分類】
　　  （隠岐さや香，星海社，2018，
　　  『文系と理系はなぜ分かれたのか』，p.16 より）

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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文理の概念はどのように生まれたのか
─大学の歴史から辿る学問の発展─

Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

高三B 都 築  勇 翔

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

文系（価値創造型）…その目的自体を支える価値観を再考したり、創造したりする実践

理系（目的遂行型）…目的がすでに設定されていて、その目的を実現するために役立つ

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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文理の概念はどのように生まれたのか
─大学の歴史から辿る学問の発展─

Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

高三B 都 築  勇 翔

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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Ⅰ はじめに
現在、日本の多くの高校では文理選択があり、文系コース・理系コースと二分され

る。その選択は、大学の受験科目や進学・就職の進路という重要なものとなっており、

「文系・理系」という概念は日本社会に強く根付いている。また、日本では文系廃止論

を唱える政治家が現れるなど、文系が学問的に軽視される傾向にある。そのような学

問の分類と見方の差はどのように生まれたのか。そこには、大学の歴史が深く関係し

ており、学問の発展と共に文理観は形成されてきた。これらの概念が誕生したのは、

日本の大学制度が西洋の大学制度を基にしていることや、明治時代以降の教育政策

が影響を与えたことなどが背景にある。そして、現在は文理の区分を無くす文理融合

型教育を導入する大学が増加したり、科学技術の発展や時代の流れによって新しい

学問が次 と々生まれたりと、学問分類は時代に合わせて変遷している。そこで、本レ

ポートでは、大学の歴史的背景から、大学における学問分類の変遷と文理概念の誕

生、そして、古代ギリシャで端を発した学問の発展の系譜を明らかにする。

Ⅱ 文系・理系とは
1 研究対象
大学もしくは大学院で研究される学問は一般的に、文系学問、理系学問と大きく

分かれている。文系は人文社会科学系の学問、理系は自然科学系もしくは理工医学

系の学問とされている。文系学問は主に人間の活動を研究の対象としているのに対

し、理系学問は主に自然界を対象としている。そこには研究対象に「人間の社会活

動」が関わっているかどうかに違いがある。

2 研究目的
文系と理系の研究目的について、吉見俊哉（2016：p.105）は、次のように整理して

いる。

文系は既存の目的を批判し、新しい目的を創造するのに長けている（例 目的地ま

で最速で行く必要性）に対し、理系は既存の目的から、その目的を実現させることに

長けている（例 目的地まで最速で行く方法）ということだ。理系は結果を出すこと

が目的のため、短期的に役に立つ学問と言える。そのため、文系は役に立たないとの

評価もあるが、既存の価値観を自明視せず、批判し、新しい価値観を創造していく

という文系も長期的に見れば役に立つ学問であり、学問に優劣はつけられない。

Ⅲ 古代から中世における学問分類の変遷
1 古代
（1）古代ギリシャ－哲学の誕生と学問の発展
学問の起源は、古代ギリシャに遡る。諸説あるが、最初の大学と言われるパリ大

学を始めとした中世の大学組織の結成も、西洋世界では忘れられていた古代ギリ

シャの知識が12世紀ルネサンスによって再輸入されたことがきっかけである。古代

ギリシャの人々は「世界はなぜ存在しているのか」というような世の中の真理を探究

した。そこからソクラテス、プラトン、アリストテレスといった人物を中心に哲学が誕

生した。古代ギリシャにおいて、学問が発展したのは、古代ギリシャ社会が奴隷制に

よって成り立っており、労働から解放された自由な市民と労働に従事する奴隷に区

別されていたからである。古代ギリシャでは、学問ができるのは労働から解放され

た、生活に余裕のある人々であり、彼らが生活の余裕を利用して教養を身につけて

いた。そのことは教育の場である学校の語源からも見て取れる。学校は英語で

school（スクール）だが、その言葉はラテン語のschola（スコラ）「学校」から、そのラ

テン語scholaはギリシャ語のskhole（スコレー）「余暇」からできた言葉である。また、

古代ギリシャは大学という概念は存在して

なかったものの、プラトンによって設立され

たアカデメイアなど、知的機関は存在してお

り、算術、幾何学、天文学等の教養を学ぶ

場となっていた。政治の直接的な担い手と

なる市民に教養を身につけさせることが重

視されていたのだ。このように、古代ギリ

シャで誕生した哲学を基礎に学問は体系化

され、時代と共に細分化していき、各学問分

野として発展していく。

（2）古代ギリシャの学問分類
古代ギリシャでも学問の分類はされており、「職人らが学ぶ技術的、職業的な知

識」と「生産活動から解放された市民が学ぶ、パイデイア（教養）」で区別されてい

た。しかし、古代ギリシャの学者は、基本的に、人間自身や国家について論じた哲学

（今の文系分野）や、自然を見て論じた自然哲学（今の理系分野）を、区別せず一体

として研究していた。古代ギリシャでは、様 な々分野の学問の基礎が築かれたが、学

問領域の中に文系・理系という分け方は存在しなかったと考えられる。

2 中世
（1）中世ヨーロッパ－古典復興と大学の誕生
古代ギリシャ時代の学問は哲学を中心とした抽象的な知識が多く、ローマの時

代には実学的な知識が社会で必要とされ、古代ギリシャの知識は忘れ去られて

いった。ヨーロッパに再び古代ギリシャの知が取り入れられるのは、1031年にイベリ

ア半島で後ウマイア朝が滅亡し、キリスト勢力による失地回復運動（レコンキスタ）

が始まってからである。古代ローマでの知識はイスラム帝国に受け継がれ、発展させ

られていた。レコンキスタによって先進的なイスラム文明を目の当たりにした西洋人

たちは、イスラム文化を取り入れようとした。十字軍の遠征による人の移動の増大、商

業の発達も重なり、イスラムを経由してギリシアの文化や哲学の古典がヨーロッパに

文系（価値創造型）…その目的自体を支える価値観を再考したり、創造したりする実践

理系（目的遂行型）…目的がすでに設定されていて、その目的を実現するために役立つ

多く流入した。その後再びヨーロッパの人々によって学ばれ、翻訳されるようになり、

当時の学問世界において非常に大きな影響を与えた。こうして、イスラム世界の古代

ギリシャ知識を学ぶ中で結成された組合組織が大学の起源となり、多くの大学が

ヨーロッパで生まれた。

（2）中世ヨーロッパの学問分類
大学の誕生と同時に、大学

の中では学ばれる学問分野の

区分が生まれていった。これら

の学問は古代ギリシャで研究

されていた学問に由来してい

る。神学部は命題集、法学部は

ローマ法大全、医学部はピポク

ラテスやガレノスの古典という、

ヨーロッパに再輸入され、翻訳

された古代ギリシャの書物を

使って学ばれていたことから

も、古代ギリシャが学問の基礎を築いたと言える。また、大学の上級学部であり、威

厳のある専門職業に直結した神学、法学、医学が重視され、下級学部は下に置かれ

るなど、学問の間にヒエラルキーが存在していた。この頃の大学では、数学が軽視さ

れており、アリストテレスの考えに従って、自然現象は複雑すぎて記述できないと考

えられていた。当時は現在の科学技術・工学と言えるようなものはなく、職人的技術

に限られており、いわゆる理系分野は軽視される傾向であった。それら下級学部は

自由七科と言われ、リベラルアーツ（教養）の考えの元となる。当時のリベラルアーツ

に対する考え方は12世紀後半に描かれた細密画から読み解くことができる。これは

7 自由学科のリベラルアーツについて絵解きしているもので、円状に7 科（文法学、

修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽）があって、その真ん中に「哲学」と「神学

」が描かれている。古代ギリシャのパイデイア（教養）に、中世ヨーロッパで「円環」と

いう概念が融合し、七つの科目がすべて繋がって一つの教養を作る、といった意味

である。中心に哲学、神学があることから、

当時それらの学問（スコラ学）が特別視さ

れていたことが分かる。自由七科は教科書

化されて中世に伝わり、それが中世の教養

教育となっていった。中世では古代ギリ

シャの学問分類が継承され、キリスト教と

結びつき、より細分化された。現在より学問

分野は少ないものの、学部の誕生によって

文系的・理系的なものが大まかに分かれて

学ばれていたことが分かる。それと同時に、

リベラルアーツの考えも古代ギリシャから

取り入れ、国民が一般教養を身につけるこ

とが重要とされたのだ。

Ⅲ ルネサンス期における学問の発展と文理概念の確立
1 近世ヨーロッパ－ルネサンスが学問に与えた影響
文系的学問、理系的学問という区別が

はっきり生まれ出すのが、15世紀以降のル

ネサンスである。ルネサンスとは、これまで

のキリスト教的な世界観から脱し、古典古

代の文化を復興させようとする運動であ

る。ルネサンスは人間中心主義であり、抽象

的な神学、スコラ哲学への反発から、実践

的知識が重視されるようになった。ルネサ

ンス以降、中世の大学区分の一つである学

芸学部の名称は哲学部、さらにその後文学部、理学部に変化している。この変化は

現在の文系・理系という区分がルネサンス期を通して確立されていったことを示して

いる。

2 学問の発展
（1）文系的学問の発展
ルネサンスの影響で、当時の人々が社会を神が創ったものではなく、創ったのは人

間であるとみなすようになった。そのような社会に対する認識の変化から、社会につ

いて、神ではなく人間から論じることができるようになり、社会科学的な領域が発

達した。アダム・スミスの経済思想や、ホッブズ・ロック・ルソーを始めとする社会契

約思想の誕生によって、政治学、経済学の礎となった。さらに市民革命や産業革命

を経験する中で、人間の行動や社会構造について考える社会学や心理学、人類学な

どその他の社会科学系学問も成立していった。

（2）理系的学問の発展
これまで、数学を始めとした現代の理系分野は神学、哲学などの文系分野に比

べ、軽視されていた。前述したように、数学を使って自然を解き明かすことが出来な

いとの見方が一般的であったからだ。

しかし、ルネサンス期に入ると、少しずつ大学で採用されていたアリストテレス主義

を揺るがす発見が出てくる。職人的技術に興味を持ち、彼らの仕事を研究する知識人

が登場したからだ。16世紀以降、コペルニクスの地動説やガリレオの天文学的発見な

どが起こったのはその代表例だ。この時代にようやく、自然は数学によって解明でき

るという観念が広まったのである。ガリレオは数学的な重要性を訴えており、数学を共

通言語とする理工系の起源とも言える。こうして、スコラ哲学とは異なる、理系的な学

問が研究され、発展していくことになった。そ

して、現代では理工系と一纏めにされる理

系分野の中でも、ルネサンス期に最初に発達

したのは自然科学で、その後に工学が発展

した。工学のような「技術」の領域は、手作業

を伴う職人的領域と考えられ、学問としての

研究は遅れていた。工学は、18世紀末の産業

革命によって国家が技術者の育成を求める

ようになったことで、学問として発達するよう

になったのであった。文系的学問と理系的学問は、ルネサンスを機に分化を深め、専門

的に研究されるようになった。現代に繋がる文理概念はこの時誕生したのだ。

Ⅳ 近代的な大学の誕生と日本の近代化
1 近代的な大学の誕生
（1）近代ヨーロッパ ─大学改革と近代化
19世紀、ベルリン大学の誕生によって、ドイツは同大学をモデルに大学改革の波

を広げていく。ベルリン大学はフンボルトによって創立された近代的な大学であっ

た。ゼミナールや研究室を始めとした、学生に主体的な学びを求める近代の大学ス

タイルは、現代の大学に受け継がれている。また、大学も古代ギリシャ以来のエリー

ト養成機関から、国民国家による人材養成機関へと変わるなど、大学の位置付けの

変化も起こった。

（2）近代ヨーロッパの学問分類
そのような近代の大学における学問を、カントは「諸学部の争い」で大学を神学

部、法学部、医学部という上級学部と哲学部という下級学部に分けた。カントは、哲

学こそが諸学の中で勝る学問とし、学問は本質を探求するものだが、哲学は本質的

なそのものについての探求を目的としていると述べている。

古代ギリシャまで遡り、学問の始まりは「哲学」が起源であった考えると、哲学が

持つ学問的価値の重さを実感できる。カントを始めとした学者達は哲学の重要性を

訴え、その後、ニューマンらが実践的な知識が必要とされる時代において、文学、理

学は、哲学を実践するのに最善の分野とし、哲学部から文学部、理学部へと学部名

称が変化していった。近代では、ルネサンス期の文理概念の擁立から更に、大学で

の学部名称が変化から見て取れるように、国民的な知性として正典化されていった

と考えることができる。

2 日本の近代化と学問観の形成
日本での文系・理系と分けるような捉え方は、明治時代の教育改革が始まりであ

る。ルネサンス期以後、ベルリン大学の誕生によって大学は一気に近代化の波を迎

える。日本もその例外ではなく、ドイツの先進的な教育制度に衝撃を覚え、近代化

と共に教育改革が起こった。学問を細分化し、専門で研究するという考え方は東ア

ジアにはなく、西洋の学問分類は日本にも取り入れられた。その中で、文系・理系の

概念は学校制度や官僚制度の改革を通して、少しずつ世に広まっていった。すべて

の分野を「文」「理」と二分類する表現が明確に見られるのは、1910年代のことだ。中

等教育について定めた第二次・高等学校令（大正七年勅令第三八九号）の第八条に

「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」との文言が入る。文科は 法、経済、文

学、理科は理、工、医という区分がされた。これ以降、大学入学試験の準備段階で、

文系志望・理系志望に二分する方式が定着していく。ただ、今のように分かれるよう

になったのは1970年代に高校生が増え、受験戦争が激しくなった頃からで、そこか

ら文理分けが顕著になっていった。しかし、同時期の欧米圏の大学入試制度では、

ここまでの徹底は見られていない。では、なぜここまで日本に根強く文理観が根付

いているのだろうか。それは、日本は近代化を急ぐ中で、官僚を文官（行政において

法務に携わる）と技官（殖産産業や土木公共事業に関わる）に分け、大学はそのた

めの選抜機関として機能していた、ということがある。そのため、中等教育にも文科

と理科という区分けがされ、大学入試では文理分かれて受験し、その後の仕事にお

いても大学で何を専攻したかによって、職務の内容が異なっていた。このようにし

て、日本社会に文系・理系の概念が浸透していったのだ。

Ⅴ 現在の日本と海外の「文・理」観
日本では高校での文理選択から、就職まで、社会全体に「文・理」観が浸透してい

るが、海外でも文系・理系に近い区別がある。隠岐さや香（2018：pp.4-5）は、文系・理

系の区別は、欧米圏で1960年代以降、使用頻度は増えていると述べている。HSS

（humanities and social sciences ）とSTEM（science，technology and medicine）

だ。日本語に訳すと、人文社会系と理工医系となる。欧米圏では、日本の文系・理系

といった二分法ではないものの、学問を人と自然のどちらが主体となるかで、大まか

に分かれている。例えば、アメリカの大学や大学院を卒業して授与される学位には2

種類ある。「A」（artの略）と「S」（scienceの略）がつくものだ。大学を卒業し、「学士」

（Bachelor）を得ると、学位は専攻した

科目により「BA」（Bachelor of art）か

「BS」（Bachelor of science）のどちらか

になる。artは、日本語での意味の「芸術

」という意味だけでなく、英語ではart＝

「人間がつくり出したもの」といった意味

を持つ。そこから、人間の社会活動が関

わる文系学問と、自然を科学する理系

学問との区分が、アメリカでもされてい

ると考えられる。しかし、現代の学問分

類は、海外にも国内にもあるこうした文系・理系学問の区別にとどまらず、学問領域

の増加からも分かるように、その区別に当てはまらない領域も増えてきている。文

系・理系の枠を超えたリベラルアーツ、いわゆる「教養」を重視する考えが広まり、学

際系の学部が大学でも多く設置されている。

Ⅵ おわりに
学問は古代ギリシャの哲学を起源とする、人間の限りない知的探究心から誕生し、

発展してきた。文系・理系の概念は単なる区分ではなく、古代ギリシャの時代から受

け継がれてきた知の証であった。文理概念の誕生はルネサンスが与えた影響は大き

く、経済学、社会学を始めとする新たな文系学問が探究されたこと、これまでは軽視

されていた理系学問の分野の発達したことによって、大きく学問が発展し、専門性が

高くなったことが背景にある。文理概念と大学の歴史は密接な関係にあり、大学の

歴史もまた、社会情勢の変化と共に築かれてきた。日本での文理概念は、大学の近代

化の波を受けて西洋から持ち込まれ、学校制度や官僚制度の改革を通して日本社会

に根付いていった。これからも時代が進むにつれて、人間は知を探究し、新しい学問

分野は増えて続けていく。その中で、文理の区分のみならず、学問をより分かりやす

く体系的に整理するために分類し、変容していくことが重要だと考える。
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