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論理記述科研 話題提供資料

論理的記述力 とはどのような能力なのか

一chatGPTが解答するバカロレア試験を手がかりに一

は じめに

坂本先生のご著書『バカロレアの哲学「思考の型」で自ら考え、書 く』を拝読 し、「(論理的)思考」

と「言語 (表現 )」 と「型 (方法)」 との相互関係について改めて考える機会を得ました。そこで今回

は、chatGPTが 解答 したバカロレア試験を手がか りにこの問題をさらにみなさんと深めることがで

きたらと思います。

1 バカロレア試験 とその解答の型 (方法)

資料 1 坂本尚志『バカロレアの哲学「思考の型」で自ら考え、書 く』(日 本実業出版 2022)

2 chatGPTが解答するバカロレア試験

資料 2

労働はわたしたちをより人間的にするのか ?

労働が人間的な成長や自己実現に貢献するかどうかは、個人の経験や状況によって異なるでしょう。

ただし、労働が人間的な成長に貢献する可能性があるいくつかの理由があります。

第一に、労働は社会的なつなが りを形成する手段 として機能することができます。 職場や仕事の

環境で他の人と交流することは、自己肯定感や自己認識を高め、個人の自己実現につながる可能性が

あります。

第二に、労働は個人的な成長 とスキル習得につなが ります。職場での挑戦や責任の増加によって、

個人は自己充足感を得ることができます。また、新 しいスキルや知識を習得することは、個人の自信

を高め、自己実現につながることができます。

つまり、労働が個人の自己実現につながらない場合もあります。労働によって、個人の生活条件が

悪化することもあります。

しかし、適切な条件で、労働は個人の自己実現や成長につながる可能性があります。

技術はわたしたちの自由を大きくさせるのか?

技術自体には、利用者に新 しい選択肢や機会を提供する可能性がありますが、同時にその技術人々

を使 うのプライバシーや安全性にも同意が存在 します。

例えば、インターネットやスマー トフォンは、私たちに情報やコミュニケーションの自由を増大き

せましたが、同時にプライバシーの問題やデータの悪用など、選択も控えています。また、人工知能

や自動化技術は、私たちの生活を簡素化、効率化を促進、一部の利用機会を脅かす可能性もあります。

つまり、技術がわたしたちの自由を削減させるかどうかは、その技術をどのように使 うかによって

決めます。また、個人レベルでは、自己管理や情報セキュリティに関する意識を高めることも重要で

す。
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問
題
１

口
労
働
「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
の
か
？
」

１
．
問
題
の
テ
ー
マ
¨
労
働

２
．
問
題
の
形

¨
「は
い
」
「い
い
え
」
で
答
え
ら
れ
る
も
の

３
．
言
葉
を
定
義
す
る
一

定
義
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「労
働
」
と

「人
間
的
」
で
す
。
「労
働
」
は

「人
間
が
日

的
を
持

っ
て
道
具
を
用
い
て
行
な
う
自
然
の
変
容
」
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
定
義
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
ご

の
定
義
は
自
然
を
対
象
と
し
な
い
労
働
を
含
ん
で
い
な
い
時
点
で
、
限
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
問
題
を
分

析
し
て
み
て
、
こ
の
定
義
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
に
定
義
を
見
直
す
こ
と

と
し
ま
し
ょ
う
。

「人
間
的
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
、
人
間
は
人
間

的
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
は

「よ
り
」
と
い
う
比
較
を
表
す
言
葉
で
す
。
「人
間
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
程
度
の
違
い

が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
「よ
り
人
間
的
で
あ
る
」
と
は
、
「人
間
本
来
の
生
き
方
に
よ
り
近
い
こ
と
で
あ

る
」
と
仮
に
定
義
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「人
間
本
来
の
生
き
方
」
と
い
う
表
現
は
ま
だ
曖
味
で
す
が
、
と

り
あ
え
ず
の
出
発
点
と
し
て
は
十
分
で
し
ょ
う
。

４
．
問
題
に
「は
い
Ｌ
い
い
え
」
で
答
え
る

「は
い
」
と
い
う
答
え
は

「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
」、
「
い
い
え
」
は

「労
働
は
わ

れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
し
な
い
」
で
い
い
で
し
ょ
う
。
「
い
い
え
」
に
つ
い
て
は
、
「労
働
は
わ
れ
わ
れ

を
必
ず
し
も
よ
り
人
間
的
に
し
な
い
」
や

「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対

に
非
人
間
的
に
す
る
」
と
い
つ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
入
れ
て
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
は

（変
な
言
葉
で
す
が
）
よ
り
中
立
的
な
否
定
表
現
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

５
．
問
題
を
問
い
の
集
ま
り
に
変
換
す
る

さ
て
次
に
、
こ
の
問
題
を
複
数
の
問
い
の
集
ま
り
に
し
て
み
ま
し
よ
う
。

・
労
働
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
な
の
か
？

。
人
間
的
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

。
な
ぜ
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

。
ど
の
よ
う
に
し
て
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

・
仮
に
労
働
が
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
し
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
？

こ
う
し
た
問
い
に

「は
い
」
「
い
い
え
」
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
が
問
題
を
解
く
次

の
ス
テ
ッ
プ
で
す
。

第
Ｅ
Ｊ

章

15。

６
．
解
答
の
方
針
を
決
め
る

解
答
の
お
お
ま
か
な
方
針
を
決
め
ま
し
ょ
う
。
労
働
は
、
人
間
の
本
質
を
実
現
す
る
行
為
で
あ
る
と
い

う
立
場
と
、
む
し
ろ
人
間
を
そ
の
本
質
か
ら
遠
ざ
け
る
非
人
間
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
立
場
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

「は
い
」
「
い
い
え
」
に
対
応
す
る
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん

「は
い
」
↓

「
い

い
え
」
あ
る
い
は

「
い
い
え
」
↓

「は
い
」
の
順
序
で
議
論
す
れ
ば
合
格
点
の
答
案
は
書
け
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
第
二
の
立
場
で
両
者
を
統
合
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
労
働
は
わ
れ
わ

れ
を
常
に
よ
り
人
間
的
に
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
労
働
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
悲
惨
な
状
況

に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
石
川
啄
木
の

「は
た
ら
け
ど
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら

ざ
り
ぢ
つ
と
手
を
見
る
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
労
働
に
よ
っ
て
人
間
は
心
身
と
も
に
追
い
込
ま
れ
る
こ

と
も
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
は
た
し
て
労
働
の
本
性
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
わ
た
し
た
ち
は
仕
事
に
や
り
が
い

や
楽
し
さ
を
求
め
ま
す
。
そ
う
し
た

「楽
し
い
仕
事
」
は
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
生
を
よ
り
人
間
的
な

も
の
に
す
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が

一
種
の

「や
り
が
い
搾
取
」
に
陥
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
労
働
が
単
に
よ
い
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
逆
に
悪
い
も
の
で
あ
る
と

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

で
は
、
何
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
お
そ
ら
く
、
労
働
そ
れ
自
体
が
非
人
間
的
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
社
会
の
中
で
の
労
働
の
組
織
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
人
間
的
に
し
た
り
、

あ
る
い
は
人
間
的
な
生
活
か
ら
遠
ざ
け
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

つ
ま
り
、
問
題
文
に

「は
い
」
と

「
い
い
え
」
で
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
答
え
も
不
十
分

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。
「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
」
と
い
う
答
え
は

現
実
に
労
働
が
生
み
出
す
問
題
を
見
て
い
ま
せ
ん
。
逆
に

「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
こ

と
は
な
い
」
と
い
う
答
え
は
、
労
働
の
肯
定
的
な
性
質
を
見
落
と
し
て
い
ま
す
。
両
者
が
両
立
不
可
能
で

あ
る
以
上
、
そ
の
調
停
点
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
第
二
の
立
場
で
す
。

で
は
、
具
体
的
な
構
成
案
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

７
．
構
成
案
を
作
る

↓
導
入

◆
労
働
と
は
、
狭
義
に
お
い
て
は
人
間
が
目
的
を
持

っ
て
行
な
う
自
然
の
変
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
具
の

使
用
を
伴
う
人
間
固
有
の
行
為
で
あ
り
、
か
つ
人
間
の
本
質
で
あ
る
。

ｏ
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ｏ
し
か
し
実
際
に
は
、
労
働
に
関
し
て
は
し
ば
し
ば
そ
の
苦
し
さ
や
単
調
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は

あ
た
か
も
労
働
が
非
人
間
性
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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◆
労
働
と
は
人
間
に
と
っ
て
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
？

ｏ
労
働
が
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
過
程
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
？

・
労
働
が
わ
れ
わ
れ
の
生
の
向
上
に
寄
与
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
だ
ろ
う
か
？

ｏ
結
局
の
と
こ
ろ
、
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

展
開
①
「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
」

ｏ
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
労
働
と
は
人
間
固
有
の
行
為
で
あ
る
。
労
働
は
人
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
人
間

の
本
性
で
あ
り
、
し
か
も
、
労
働
を
通
じ
て
人
間
は
そ
の
本
性
を
実
現
し
て
い
く
。

ｅ
人
間
に
と
っ
て
の
労
働
の
こ
う
し
た
本
質
的
な
あ
り
方
を
、　
ヘ
ー
グ
ル
は

「精
神
現
象
学
」
に
お
い
て

「主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
」
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
二
つ
の
自
己
意
識
が
自
己
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
争

う
時
、
勝
利
し
た
側
は

「主
人
」
と
な
り
、
敗
れ
た
側
は

「奴
隷
」
と
な
る
。
奴
隷
は
自
由
を
失
い
、

主
人
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
労
働
す
る
。
し
か
し
、
奴
隷
は
自
然
を
相
手
に
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

独
立
し
た
存
在
と
な
り
、
主
人
は
奴
隷
の
労
働
に
依
存
し
た
存
在
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
に
よ
っ

て
主
人
と
奴
隷
の
地
位
は
逆
転
す
る
。
そ
の
意
味
で
労
働
は
人
間
的
な
自
己
を
作
り
出
す
行
為
で
も
あ

る

。

ｏ
し
か
し
、
労
働
は
苦
痛
で
も
あ
る
。
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、
働
く
人
は
意
志
の
絶
え
間
な
い
緊
張
を

必
要
と
す
る
。
仮
に
労
働
が
そ
の
目
的
に
お
い
て
人
間
の
本
質
を
実
現
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
実
現
の

過
程
は
苦
し
み
を
伴
っ
て
い
る
。

ｏ
そ
れ
で
も
な
お
、
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

展
開
②
「労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
」

ｏ
古
代
に
お
い
て
は
、
労
働
は
人
間
の
本
質
を
実
現
す
る
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
『政
治
学
』
に
お
い
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
由
人
と
奴
隷
を
区
別
し
、
労
働
は
そ
れ
に
適
し
た
身
体
を
持
つ
奴
隷
の
仕
事

で
あ
る
と
考
え
た
。

●
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
、
労
働
の
価
値
の
賛
美
に
疑
間
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
彼
は

「曙
光
」
に
お
い
て
、

労
働
を

「最
上
の
警
察
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
労
働
と
は
人
間
性
の
抑
圧
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

・
異
な
る
視
点
か
ら
の
労
働
の
批
判
と
し
て
、
「経
済
学

・
哲
学
草
稿
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
議
論
が

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
労
働
者
が
よ
り
多
く
の
富
を
生
産
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
労
働
者
自
身
は

貧
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
過
程
を
、
「疎
外
さ
れ
た
労
働
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
し
た
。
労
働

者
は
自
分
の
労
働
の
成
果
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
隷
属
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
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る
。
そ
れ
は
労
働
の
非
人
間
的
な
形
式
で
あ
る
。

ｏ
こ
の
よ
う
に
、
労
働
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
人
間
を
本
質
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
で
あ
る
。

疎
外
さ
れ
た
労
働
と
い
う
概
念
は
、
特
に
労
働
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
非
人
間
的
な
環
境
に
追
い
や
ら

れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ｏ
し
か
し
、
労
働
が
非
人
間
的
で
あ
る
の
は
、
は
た
し
て
労
働
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
労
働
に
対
す

る
称
賛
は
、
す
べ
て
間
違
い
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
、
「よ
い
労
働
」
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

展
開
③
「労
働
の
あ
り
方
が
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
」

ｏ
確
か
に
労
働
は
苦
痛
で
あ
り
え
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
ヘ
ー
グ
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
の

欲
求
を
充
足
す
る
だ
け
の
存
在
と
は
異
な
る
も
の
に
人
間
を
変
容
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

労
働
に
は
肯
定
的
な
意
義
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。

ｏ
も
し
そ
れ
が
非
人
間
的
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
労
働
の
組
織
の

あ
り
方
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

◆
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
は
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
原
因
を
階
級
闘
争
に
求
め
、
そ
の
解
決
と
し
て
共
産

主
義
を
構
想
し
た
。
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
富
を
、
可
能
な
限
り
公
正
に
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
疎
外
を
生
み
出
さ
な
い
労
働
の
組
織
、
ひ
い
て
は
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を

よ
り
人
間
的
に
す
る
よ
う
な
労
働
を
考
え
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。

ｏ
さ
ら
に
、
労
働
自
体
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
目
的
を
常
に
意
識
す
る
活
動
で
あ
り
、

そ
れ
が
次
の
労
働
を
際
限
な
く
作
り
出
す
よ
う
な

「労
働
の
た
め
の
労
働
」
で
は
な
く
、
ア
ラ
ン
の
よ

う
に
、
労
働
そ
れ
自
体
に
快
楽
や

「楽
し
さ
」
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
自
己
実
現
と
成
長
の
手
段
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
労
働
の
可
能
性
に
つ
い
て

思
索
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
論

ｏ
人
間
は
労
働
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｏ
し
か
し
、
同
時
に
労
働
は
苦
し
み
を
も
た
ら
す
行
為
で
も
あ
る
。
疎
外
さ
れ
た
労
働
の
概
念
は
、
労
働

の
非
人
間
性
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ｏ
と
は
い
え
、
労
働
に
は
肯
定
的
な
意
義
が
変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
疎
外
さ
れ
た
労
働
や
、
労
働
の

た
め
の
労
働
か
ら
脱
却
す
る
方
途
を
考
え
る
こ
と
も
ま
た
、
重
要
な
知
的
労
働
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を

よ
り
人
間
的
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ｏ
つ
ま
り
、
そ
れ
が
抱
え
る
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
は
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
人
間
的
に

す
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

第

Ｅ
Ｊ

章

「思
考
の
型
」
で
哲
学
す
る
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ｏ
し
か
し
、
労
働
は
わ
れ
わ
れ
を
人
間
的
に
す
る
最
良
の
手
段
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

別
解
の
可
能
性

以
上
が
導
入

・
展
開

。
結
論
に
よ
る
構
成
案
の
例
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
他
の
解
答
も
可
能
で
す
。
「は

い
」
「
い
い
え
」
の
二
つ
の
立
場
の
う
ち
ど
ち
ら
か

一
方
を
支
持
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

場
合
、
結
論
の
直
前
に
置
か
れ
る
立
場

（
つ
ま
り
自
分
が
支
持
す
る
立
場
）
が
優
位
で
あ
る
こ
と
を
は
っ

き
り
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
は
、
最
初
の
立
場
の
論
拠
に
逐

一
反
論
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
「は
い
」
↓

「
い
い
え
」
で
あ
れ
ば
労
働
が
人
間
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
「
い
い

え
」
↓

「は
い
」
で
あ
れ
ば
、
労
働
の
価
値
を
称
賛
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
議
論
の
筋
道
が
明
快
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
も
よ
い
答
案
で
す
。

ま
た
、
例
で
は

「は
い
」
↓

「
い
い
え
」
↓

「第
二
の
立
場
」
と
い
う
構
成
を
と
り
ま
し
た
が
、
「
い

い
え
」
↓

「は
い
」
↓

「第
二
の
立
場
」
と
い
う
順
序
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
非
人
間

的
な
労
働
に
つ
い
て
論
じ
た
後
に
、
労
働
の
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
い
ま
す
。
す
る
と
、
「な

ぜ
本
来
人
間
的
な
労
働
が
、
現
実
に
は
非
人
間
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う

問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
構
成
案
は
あ
く
ま
で
一
例
に
す
ぎ
ま
せ
ん
ｃ

坂 本 尚 志 (さ かもと たかし)

1976年生まれ。京都薬科大学准教授。京都大学文学部卒業、同大
大学院文学研究科博士課程研究指導認定退学。ボル ドー第二人
学大学院哲学科博士課程修了。博士 (哲学)。 専門は20世紀フラン
ス思想史 (ミ シェル・フーコー)、 哲学教育。
著書 :Fバカロレア幸福論 フランスの高校生に学ぶ哲学的思考
のレッスン」(星海社新書)、「共にあることの哲学と現実 家族・

社会・文学。政治」(共著、書奉心水)はか。

バカロレアの善単 億署の塾」・ざ1占ピ|イえ、書 く
2022年 2月 1日  初版発行

著 者 坂本尚志 0■ Sよamo0 2022

発行者 杉本淳一

発行所 警番日 本 実 業 出 版 社 弱 部 縮 区市翻 附 町3-29〒 162-0845

編集部 803-3268-5651
営業部 ●03-3268-5161 振 替 00170-1-25349

https://www.n,g cO.jp/

印 刷/壮 光 舎   製 本/若林製本

ISBN"8-4-5“ -05903-l Printedin JAPAN

158

胆4

|

|

|

'|


