
大
学
生
の
学
力
低
下
が

社
会
問
題
に

一
年
ほ
ど
前
か
ら
、
大
学
生
の
「
学
力

低
下
」
が
マ
ス
コ
ミ
で
大
き
な
話
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
「
ゆ
と
り
教
育
」
を

推
進
し
、
学
習
指
導
要
領
内
容
の
削
減
を
進
め
て
き
た
文
部
科
学
省

（
旧
文
部
省
）
は
、
そ
の
方
針
が
崩
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
学
力
低
下

の
原
因
を
進
学
率
増
加
、
あ
る
い
は
入
試
科
目
の
減
少
に
帰
す
こ
と

で
、
文
部
行
政
の
責
任
回
避
を
図
っ
て
い
ま
す
。

「
小
学
校
で
習
っ
た
分
数
計
算
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
極
端
な

部
分
の
み
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
マ
ス
コ
ミ
の
批
判
が
上
滑
り

し
て
い
る
た
め
に
、
文
部
科
学
省
の
レ
ベ
ル
の
低
い
「
反
論
」
が
一

定
程
度
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。

原
因
と
対
策

こ
こ
で
は
、
大
学
生
の
「
学
力
低
下
」
の
実
態
、

教
育
行
政
の
な
す
べ
き
こ
と
、
特
に
学
校
教
育
を

ど
う
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？

中
で
も
大
学
自
身
の

教
育
を
ど
う
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？

と
い
っ
た
問

題
を
皆
さ
ん
と
御
一
緒
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
「
高
等

教
育
」
研
究
所
で
の
お
話
で
す
の
で
、
最
初
と
最
後
の
部
分
に
重
点

を
置
き
、
ま
た
そ
の
た
め
に
私
た
ち
大
学
人
自
身
、
具
体
的
に
は
学

会
な
ど
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
活
動
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

た
だ
学
会
と
い
っ
て
も
、
私
自
身
は
数
学
の
人
間
で
す
の
で
、
数
学

お
よ
び
こ
れ
と
関
係
の
深
い
自
然
科
学
系
学
会
の
こ
と
に
話
が
限
ら

れ
ま
す
。

特
集
・
大
学
全
入
時
代
の
教
育
実
践
を
問
う

大
学
生
の
学
力
低
下
と
理
数
系
教
育
改
革
の
試
み

な
み
か
わ
・
ゆ
き
ひ
こ

名
古
屋
大
学
大
学
院
・
多
元
数
理
科
学
研
究
所

浪
川

幸
彦

大学と教育 No．２９ ２００１―２
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し
か
し
学
力
は
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
の
積
み
重
ね
で
す
か

ら
、
大
学
生
の
学
力
が
低
下
し
た
と
い
う
事
実
は
、
当
然
そ
れ
以
前

の
教
育
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
大
学
教
育

改
善
の
試
み
の
中
で
初
等
中
等
教
育
で
の
問
題
が
見
え
て
き
ま
す
。

「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
か
ら

「
科
学
技
術
離
れ
」
へ

大
学
生
の
学
力
低
下
は
一
九
九
〇
年
代

前
半
に
話
題
に
な
っ
た
「
科
学
技
術
離

れ
」
と
深
く
関
わ
り
ま
す
。
そ
れ
を
さ

ら
に
遡
り
ま
す
と
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
の
問
題
に

突
き
当
た
り
ま
す
。
こ
の
頃
は
科
学
教
育
振
興
が
叫
ば
れ
、
「
数
学

教
育
の
現
代
化
」
と
い
っ
た
流
れ
も
あ
っ
て
、
学
習
指
導
要
領
の
内

容
が
か
な
り
変
化
し
ま
し
た
。
理
数
系
教
育
が
重
視
さ
れ
、
新
し
い

内
容
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
当
時
高
等
学
校
で
は
物
理

・
化
学
・
生
物
・
地
学
の
す
べ
て
を
履
修
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
、
小
学
校
で
の
集
合
の
導
入
、
内
容
過
多
な
ど
の
行
き
過

ぎ
が
生
じ
ま
し
た
�
。

そ
れ
に
対
す
る
方
向
転
換
が
八
〇
年
代
の
「
ゆ
と
り
教
育
」
で
、

「
現
代
化
」
の
頃
と
比
べ
る
と
、
今
の
教
科
書
は
半
分
く
ら
い
の
厚

さ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
「
ゆ
と
り
教
育
」
へ
の
転
換
に

は
そ
の
時
点
で
の
必
然
性
は
た
し
か
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
は

明
ら
か
に
そ
れ
が
行
き
過
ぎ
、
学
力
低
下
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の

で
す
。

そ
し
て
八
〇
年
代
末
の
バ
ブ
ル
景
気
は
「
科
学
技
術
離
れ
」
と
い

う
新
し
い
問
題
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
九
三
年
の
科

学
技
術
白
書
の
中
で
用
い
ら
れ
て
評
判
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

報
告
を
纏
め
ら
れ
た
小
林
信
一
氏
（
現
在
東
京
通
信
大
学
）
の
「
文

明
社
会
の
野
蛮
人
」
と
い
う
言
葉
も
有
名
に
な
り
ま
し
た
�
。
こ
れ

は
日
本
人
の
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
（
後
述
）
の
低
さ
を
見
事
に
表
し
て

い
ま
す
。
こ
の
頃
を
境
に
、
理
学
系
・
工
学
系
に
対
す
る
学
生
の
イ

メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
化
し
、
数
学
の
難
し
い
問
題
を
何
日
も
考
え
た

り
、
油
ま
み
れ
に
な
っ
て
機
械
に
取
り
組
む
と
い
っ
た
こ
と
に
価
値

を
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
は
変
わ
っ
た
人

間
と
す
る
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
時
的
に
見
ら
れ
た
、

理
系
志
望
の
減
少
は
バ
ブ
ル
の
崩
壊
と
と
も
に
消
え
て
ゆ
き
ま
し
た

が
、
理
系
へ
の
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
は
今
も
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。

な
み
か
わ
・
ゆ
き
ひ
こ
�
一
九
四
五
年
、

千
葉
県
生
ま
れ
�
主
な
著
書
に
『
デ
カ
ル

ト
の
精
神
と
代
数
幾
何
』
（
共
著
）
日
本

評
論
社
、“T

oroidal
C

om
pactifications

of
Siegel

Spaces”,Springer,
“C

an

college
m

athem
atics

in
Japan

survive?－
a

project
of

reform
－

”

Proc.IC
M

E
9

�
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
学
習
指
導
要
領
実
施
を
即
時
中

止
し
、
改
定
の
全
国
民
的
再
検
討
を
始
め
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
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大
学
生
の

学
力
低
下
の
認
識

大
学
で
教
え
て
い
る
私
た
ち
数
学
者
の
間

で
、
こ
の
ご
ろ
学
生
が
お
か
し
い
ね
、
と
い

う
話
題
が
出
始
め
た
の
も
八
〇
年
代
の
後
半

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
大
学
院
へ
の
進
学
競
争
も
激
し
く
、
か
な
り
優

秀
な
学
生
で
も
進
学
を
あ
き
ら
め
て
就
職
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
�
。
と
こ
ろ
が
こ
の
辺
り
か
ら
、
学
生
の
様
子
が
変
わ
っ
て

き
た
の
で
す
。
大
学
院
の
試
験
で
、
非
常
に
基
本
的
な
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
り
、
予
想
も
し
な
い
と
ん
ち
ん
か
ん
な
答
え
を
す
る
学
生

が
現
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
数
が
多
く
な
っ
て
き
て
、
こ
れ
は

大
変
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
み
ん
な
が
気
付
き
始
め
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の
変
化
は
、
入
学
試
験
の
解
答
の
書
き
方
が
ど
ん
ど
ん

下
手
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。
大
学
の
数
学
入
試
問
題
は
殆
ど

記
述
式
で
す
。
証
明
だ
け
で
な
く
、
計
算
問
題
で
も
途
中
経
過
を
き

ち
ん
と
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
「
数
学
の
言
葉
」
を

用
い
た
「
作
文
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
文
章
」
が
滅
茶
苦
茶

で
、
何
か
そ
れ
ら
し
い
式
が
二
つ
三
つ
断
片
的
に
書
か
れ
て
、
「
ゆ

え
に
」
と
し
て
答
が
出
て
い
る
も
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

後
に
述
べ
る
数
学
的
表
現
力
低
下
の
典
型
的
現
れ
で
す
。

一
九
九
四
年

こ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
九
〇

年
代
に
入
る
と
自
然
科
学
系
諸
学
会
が
次
々
に
動

き
始
め
ま
す
。
そ
の
流
れ
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
年
は
一
九
九
四

年
で
す
。

九
四
年
四
月
に
物
理
系
の
諸
学
会
（
教
育
・
応
用
を
含
む
）
が
、

「
理
科
教
育
の
再
生
を
訴
え
る
」
と
い
う
声
明
を
出
し
ま
し
た
�
。

そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
中
学
校
で
理
科
の
履
修
内
容
が

不
十
分
に
な
り
、
高
等
学
校
で
は
理
科
の
履
修
が
激
減
し
て
い
る
、

実
験
が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
事
実
を
指
摘
し
、
初
等
中
等
教

育
で
の
理
科
教
育
改
善
を
訴
え
る
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
声
明
を
読
ん
で
、
私
は
非
常
に
驚
い
た
の
で
す
。

そ
こ
に
書
い
て
あ
る
「
理
科
」
あ
る
い
は
「
物
理
」
と
い
う
言
葉
を

「
数
学
」
に
置
き
換
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
殆
ど
私
が
考
え
て
い
た
数

学
教
育
の
問
題
点
あ
る
い
は
改
善
策
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
た

だ
し
理
科
で
の
「
実
験
」
を
「
計
算
練
習
」
な
ど
に
置
き
換
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
実
は
両
者
間
の
深
い
関
係
を
示
唆
し
て
お

り
、
両
者
が
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
付
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
日
本
数
学
会
で
も
、
応
用
系
・
教
育
系
の
諸
学
会
に
呼
び

か
け
、
「
数
学
教
育
の
危
機
を
訴
え
る
」
と
い
う
声
明
を
七
月
に
出

し
ま
し
た
�
。
こ
れ
に
引
き
続
き
同
様
の
声
明
が
化
学
・
生
物
な
ど

か
ら
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
当
時
は
上
に
述
べ
た
「
科
学
技
術
離

れ
」
と
の
関
連
が
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
教
育
問
題
と
し
て
の
本

質
的
理
解
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
�
。

も
う
一
つ
は
、
大
学
教
育
の
改
善
に
学
会
と
し
て
取
り
組
む
と
い
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う
動
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
日
本
数
学
会
で
は
、
同
年
四
月
に

大
学
基
礎
教
育
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
ま
し
た
。
大
学
初

年
次
教
育
を
、
こ
こ
で
は
主
に
理
系
一
、
二
年
生
に
対
す
る
教
育
と

い
う
意
味
で
、
「
基
礎
教
育
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

物
理
学
会
の
方
で
は
、
『
大
学
の
物
理
教
育
』
と
い
う
雑
誌
を
同

年
秋
に
創
刊
し
ま
し
た
。
年
に
四
回
の
発
行
で
、
大
変
密
度
の
濃
い

教
育
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
数
学
会
も
現
在
の
所
こ
れ
だ
け

は
真
似
が
で
き
ず
、
臍
を
噛
ん
で
お
り
ま
す
。

大
学
数
学
基
礎
教
育
改
善

の
た
め
の
研
究
開
始

日
本
数
学
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
で
は
、
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、

一
九
九
五
年
か
ら
文
部
省
の
科
学
研

究
費
を
二
期
五
年
間
に
わ
た
っ
て
獲
得
し
、
学
問
的
な
調
査
活
動
、

体
系
的
な
改
善
方
法
の
研
究
を
行
う
こ
と
を
開
始
し
ま
し
た
�
。

研
究
計
画
で
は
、
三
つ
の
動
機
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
八
〇
年
代
後
半
か
ら
推
進
さ
れ
た「
大
学
改
革
」に
よ
り
、

そ
れ
ま
で
一
般
教
育
を
担
っ
て
い
た
「
教
養
部
」
が
消
滅
し
た
こ
と

で
す
�
。
四
年
一
貫
教
育
で
、
教
養
教
育
を
全
学
が
担
う
と
い
う
美

辞
麗
句
の
陰
で
、
結
局
責
任
部
局
が
消
滅
す
る
か
、
あ
る
い
は
旧
教

養
部
の
再
編
で
出
来
た
学
部
が
実
質
的
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
ま
す
。

そ
の
結
果
、
初
年
次
教
育
に
不
慣
れ
な
教
員
が
増
え
、
内
容
が
希
薄

化
し
て
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
�
。

二
つ
目
は
、
学
部
専
門
教
育
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
問
題
で
す
。
従

来
か
ら
、
初
年
次
の
数
学
教
育
が
、
学
部
専
門
教
育
と
う
ま
く
マ
ッ

チ
し
な
い
と
の
不
満
が
工
学
部
な
ど
を
中
心
に
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

ま
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
著
し
い
発
達
な
ど
に
伴
い
、初
年
次
教
育
が
、

従
来
か
ら
の
微
積
分
・
線
形
代
数
を
中
心
と
す
る
も
の
で
い
い
の

か
？
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
前
者
で
は
、
数
学
あ
る
い
は
数
学

者
に
対
す
る
誤
解
な
い
し
不
信
感
が
か
な
り
強
く
働
い
て
い
る
の
で

す
が
、
し
か
し
数
学
者
の
側
に
も
教
科
書
の
内
容
さ
え
教
え
て
い
れ

ば
い
い
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
り
、
両
者
の
建
設
的
な
対
話
が
必
要
で

す
。三

番
目
が
冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
、学
生
の
変
化
と
い
う
こ
と
で
す
。

研
究
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
詳
し

く
調
査
し
、
そ
の
上
で
具
体
的
な
手
段
を
講
じ
る
と
い
う
計
画
で
始

め
ま
し
た
。
し
か
し
事
態
が
予
想
を
は
る
か
に
超
え
て
悪
化
し
つ
つ

あ
り
、
五
年
経
っ
て
様
々
の
調
査
が
概
ね
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
、
解

決
の
具
体
策
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
の
が
実
状
で
す
。
し
か
も
ご
承
知

の
よ
う
に
、
政
府
の
側
の
「
教
育
改
革
」
と
か
、
国
立
大
学
行
政
法

人
化
と
か
、
妙
な
え
せ
「
改
革
」
が
上
か
ら
降
っ
て
き
て
そ
の
対
応

に
追
わ
れ
、
自
分
た
ち
で
落
ち
着
い
て
改
革
を
考
え
る
暇
が
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
事
情
に
つ
い
て
少
し
触
れ
ま
し
ょ
う
。
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中
央
教
育
審
議
会
と

「
教
育
改
革
」

一
九
九
五
年
に
は
中
央
教
育
審
議
会
が
再

開
さ
れ
、
翌
九
六
年
に
教
育
課
程
審
議
会

が
発
足
し
て
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
へ
の

動
き
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
す
。

中
央
教
育
審
議
会
は
戦
後
の
教
育
改
革
を
担
っ
た
教
育
刷
新
委
員

会
（
後
審
議
会
）
を
受
け
継
ぎ
、
国
の
教
育
政
策
を
立
案
す
る
組
織

と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
学
制
改
革
の
後
に
出
さ
れ
た
答

申
で
最
も
重
要
な
も
の
は
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
十
六
年
）
に
出
さ

れ
た
、
い
わ
ゆ
る
四
六
答
申
で
す
。
こ
の
答
申
は
膨
大
な
基
礎
調
査

と
広
範
な
議
論
の
下
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
、
教
育
を
国
家
的
利
益

の
見
地
か
ら
考
え
て
い
る
と
い
う
原
理
的
批
判
は
あ
る
も
の
の
、
多

様
化
を
始
め
と
す
る
現
在
の
「
教
育
改
革
」
の
流
れ
を
方
向
付
け
て

い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
�
。
そ
の
多
く
は
そ
の
後
の
臨
時
教
育
審
議

会
答
申
（
一
九
八
五－

八
七
）
で
具
体
化
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
述
べ
ま
せ
ん
が
、
戦
後
の
教
育
刷

新
委
員
会
の
数
多
く
の
提
言
（
教
育
基
本
法
の
提
案
等
を
含
む
）
�

や
四
六
答
申
を
読
む
と
、九
五
年
以
降
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
や
、

先
頃
出
た
「
教
育
改
革
国
民
会
議
」
の
提
言
が
い
か
に
場
当
た
り
的

で
お
粗
末
な
も
の
で
あ
る
か
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
ん
な
も
の
で

国
家
百
年
の
計
が
立
て
ら
れ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
代
表
例
が
い
わ
ゆ
る
「
飛
び
入
学
」
の
問
題
で
す
。
こ
の
政

策
は
一
見
自
然
科
学
教
育
推
進
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
多
く
の
問

題
を
含
み
、
し
か
も
そ
の
有
効
性
は
大
い
に
疑
問
な
の
で
す
。

中
央
教
育
審
議
会
答
申

中
央
教
育
審
議
会
は
一
九
九
七
年
六
月

に
最
終
答
申
を
出
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が

こ
の
答
申
は
直
ち
に
意
味
を
失
い
ま
し
た
。

答
申
は
中
心
的
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
「
生
き
る
力
」
と
い
う
言
葉

を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
の
背
景
に
は
、
九
四
年
の
大
河
内
清

輝
君
を
始
め
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
が
相
次
い
だ
事
実
が
あ
り
、
い
じ

め
に
負
け
な
い
「
強
さ
」
の
涵
養
と
い
う
含
み
が
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
答
申
直
前
の
五
月
、
例
の
酒
鬼
薔
薇
事
件
が
起
こ
り
ま

し
て
、
被
害
者
の
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
加
害
者
の
生
ま
れ
る
構
造

が
問
題
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
現
実
が

中
教
審
の
思
惑
を
越
え
て
も
っ
と
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
答
申
を
出
し
て
す
ぐ
に
再
度
諮
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
中
教
審
は
、
そ
の
中
間
ま
と
め
ま
で
は
、
つ
ま
り
現
状
の
認

識
に
関
す
る
限
り
、
正
し
い
道
を
歩
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
特
に

今
ま
で
教
育
と
い
う
と
学
校
教
育
が
全
て
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
何

か
起
こ
れ
ば
学
校
の
責
任
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
学
校
は
教
育
の
責

任
の
一
部
を
担
う
の
み
で
、
教
育
は
ま
ず
第
一
に
家
庭
（
責
任
を
持

つ
の
は
両
親
）、つ
い
で
学
校
、
さ
ら
に
地
域
共
同
体
の
三
者
が
協
力

し
て
行
う
べ
き
も
の
だ
と
は
っ
き
り
表
明
し
た
こ
と
は
（
当
た
り
前
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の
こ
と
と
は
い
え
）
重
要
で
す
。

問
題
は
そ
の
先
で
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
出
て
き
た
政
策
が
い
か

に
も
稚
拙
で
、
本
当
に
方
向
を
転
換
す
べ
き
肝
心
の
と
こ
ろ
で
的
を

は
ず
れ
、
腰
の
引
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
「
生
き
る
力
」
は
、
上
の
よ
う
な
背
景
が
忘
れ
去
ら
れ
、

現
在
は
単
に
一
般
的
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
も
そ
も「
教
育
」

と
は
「
生
き
る
力
を
子
供
に
伝
え
る
働
き
」
な
の
で
す
か
ら
、
こ
れ

で
は
単
な
る
同
義
反
復
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
実
際
人
々
は
教
育
に
関
す

る
自
分
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
都
合
よ
く
こ
の
語
を
用
い
て

い
ま
す
。
私
の
最
も
嫌
い
な
言
葉
の
一
つ
で
す
。

新
学
習
指
導
要
領
案

－

内
容
の
三
割
削
減－

話
が
一
般
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
今
日
の
議
論
に
関
係
の
深
い

学
習
指
導
要
領
改
訂
の
こ
と
に
話
を
戻

し
ま
す
。

中
教
審
中
間
ま
と
め
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
教
育
課
程
審
議
会
は

一
九
九
八
年
に
答
申
を
出
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
同
年
十
二
月
に
小

中
、
翌
九
九
年
二
月
に
高
校
の
学
習
指
導
要
領
改
定
案
が
出
ま
す
。

こ
の
案
の
最
大
の
問
題
は
、
週
休
二
日
制
を
実
施
す
る
と
の
理
由
か

ら
、
総
授
業
時
間
を
削
減
し
、
さ
ら
に
総
合
的
学
習
の
時
間
の
設
置
、

ゆ
と
り
政
策
の
一
層
の
推
進
と
の
名
目
で
、
従
来
の
学
科
授
業
時
間

を
一
割
強
、
学
習
内
容
を
三
割
削
減
し
た
こ
と
で
す
。
こ
の
結
果
例

え
ば
英
語
や
数
学
は
中
学
で
週
三
時
間
ず
つ
し
か
学
ば
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
七
〇
年
代
の
実
質
授
業
時
間
の
ほ
ぼ
半
分
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
全
国
民
を
日
本
語
と
英
語
と
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
ど
と

い
う
と
ん
で
も
な
い
提
言
が
出
て
く
る
御
時
世
で
す
が
�
、
こ
の
授

業
時
間
で
は
到
底
不
可
能
で
す
。

こ
う
し
た
「
ゆ
と
り
」
政
策
が
、
学
力
の
一
層
の
低
下
を
引
き
起

こ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府

は
学
力
低
下
は
起
き
な
い
、
大
学
入
学
時
点
で
の
学
力
に
変
化
は
生

じ
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
（
教
育
白
書
）
�
。

こ
こ
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
を
一
つ
指
摘
し
て
お
き
ま

す
。
内
容
の
三
割
削
減
と
い
う
、
今
回
の
改
訂
で
き
わ
め
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
方
針
は
、
あ
た
か
も
既
定
方
針
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
学
習
指
導
要
領
の
具
体
的
編
成
作
業
に
入
っ

た
段
階
で
文
部
省
側
か
ら
突
如
出
さ
れ
た
も
の
で
、
教
育
課
程
審
議

会
の
本
答
申
に
は
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
�
。

理
数
系
学
会
教
育
問
題
連
絡
会
の

発
足
と
活
動

九
四
年
に
出
さ
れ
た
理
数
系

教
育
の
危
機
を
訴
え
る
諸
声

明
は
共
通
す
る
も
の
を
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、数
学
・
物
理
等
分
野
毎
で
別
々
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
本
質
的
に
共
通
の
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
互
い
に
情
報
や
意

見
を
交
換
し
あ
い
、
協
力
し
て
こ
と
に
当
た
る
の
が
望
ま
し
い
あ
り
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方
で
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
ま
ず
九
八
年
九
月
に
数
学
と
物
理
の
間
で

教
育
問
題
連
絡
会
が
発
足
し
ま
し
た
�
。
こ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
の
純
粋
系
、
応
用
系
、
教
育
系
の
諸
学
会
が
全
て
加
わ
っ
て
い
ま

す
。当

初
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
で
行
っ
て
い
る
科
学
普
及
活
動
の
紹
介

と
か
、
教
育
行
政
の
動
き
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
し
た
が
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
出
て
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に

教
科
教
育
に
は
き
わ
め
て
厳
し
い
内
容
と
な
り
、一
層
の
学
力
低
下
、

危
機
の
深
刻
化
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、
政
府
の
教
育
改
革
に
対
す
る

見
解
を
ま
と
め
、
九
九
年
三
月
に
公
表
し
ま
し
た（「
新
教
育
課
程
に

対
す
る
数
学
・
物
理
・
化
学
系
諸
学
会
の
見
解
」）。こ
の
段
階
で
化

学
が
加
わ
り
ま
し
た
。

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
許
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
こ

の
見
解
書
は
画
期
的
な
も
の
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
従
来
、
学
会

と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
学
問
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
存

在
す
る
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
学
会
が
、
し
か
も
分
野
を
越
え
て
日

本
の
初
等
中
等
教
育
に
関
す
る
統
一
し
た
意
見
を
初
め
て
共
同
で
表

明
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
自
然
科
学
研
究
者
た
ち
が
単
に
研
究
を
行

う
だ
け
で
な
く
、
学
問
に
携
わ
る
者
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た

し
た
行
動
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
、
後
継
者

養
成
へ
の
影
響
と
い
う
自
己
の
利
害
に
関
わ
る
動
機
も
あ
り
ま
す

が
。こ

の
見
解
書
は
私
た
ち
の
基
本
的
立
場
を
示
す
重
要
な
も
の
で
、

出
来
れ
ば
全
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
（
所
属
学
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）、項
目
の
み
掲
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
す
。

１
、
算
数
・
数
学
、
理
科
の
時
間
の
削
減
は
遺
憾
で
あ
る
。

２
、
個
性
を
生
か
す
教
育
の
た
め
、
規
制
の
緩
和
を
望
む
。

３
、
「
総
合
的
な
学
習
」
は
科
学
的
視
点
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

４
、
教
科
書
検
定
は
最
低
限
度
に
と
ど
め
る
こ
と
を
望
む
。

５
、
十
分
な
自
然
科
学
の
素
養
、
専
門
的
知
識
を
も
つ
教
員
の
養
成

に
力
を
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

６
、
生
徒
の
個
性
に
応
じ
た
教
育
を
可
能
に
す
る
た
め
、
教
育
環
境

の
速
や
か
な
充
実
を
望
む
。

７
、
大
学
等
の
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
も
新
教
育
課
程
へ
の
対
応

を
準
備
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
見
解
書
の
後
、
生
物
系
諸
学
会
が
加
わ
り
、
名
実
共
に
理
数

系
学
会
の
主
要
部
分
に
よ
る
連
絡
会
と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
二
月
に

は
学
会
外
の
方
を
も
招
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
ま
し
た
。
こ
の

記
録
が
間
も
な
く
出
版
さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
お
読
み
下
さ
い
�
。
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『
分
数
が
出
来
な
い
大
学
生
』

学
力
低
下
が
社
会
的
に
大
き
な

問
題
に
な
っ
た
の
は
『
分
数
が

出
来
な
い
大
学
生
』
（
東
洋
経
済
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
て
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

こ
の
本
が
話
題
に
な
っ
た
の
は
、
西
村
和
雄
・
戸
瀬
信
之
両
氏
に

よ
る
経
済
学
部
学
生
の
数
学
学
力
調
査
結
果
で
す
。
こ
の
結
果
は
私

ど
も
に
と
っ
て
も
非
常
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
し
た
。
今
の
学
生
た
ち

は
文
字
式
が
苦
手
で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
具
体
的
数
値
を
使
っ
て
例

を
説
明
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
今
や
常
識
で
す
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
で
も
学
生
た
ち
が
ピ
ン
と
こ
な
い
、
不
思
議
に
思
っ
て
調

べ
て
み
る
と
、
実
は
そ
の
数
値
計
算
が
出
来
な
い
か
ら
だ
と
分
か
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
調
査
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

た
だ
問
題
は
こ
の
結
果
の
解
釈
の
仕
方
で
す
。
分
数
計
算
は
ち
ゃ

ん
と
小
学
校
で
学
ん
で
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
な
ぜ
出
来
な
く
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
事
で
す
。
知
識
が
定

着
す
る
た
め
に
は
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
、
繰
り
返
し
用
い
て
習

熟
す
る
こ
と
、
様
々
の
別
の
事
柄
に
応
用
し
て
い
く
こ
と
、
特
に
身

近
な
事
柄
と
関
連
付
け
る
こ
と
な
ど
が
必
要
で
す
。
小
学
校
あ
る
い

は
そ
の
後
、
こ
う
し
た
学
習
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
？

日
本
数
学
会
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

西
村
・
戸
瀬
両
氏
は
先
に
述
べ
た
科
研
費
研

究
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ

の
科
研
費
グ
ル
ー
プ
で
も
一
九
九
五
、
一
九

九
八
両
年
に
大
学
生
の
学
力
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
大
学
生
の
学
力
低
下
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
問

題
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
こ
の
九
五
年
の
調
査
（
発
表
は
九
六
年

四
月
）
で
す
。

こ
れ
は
、
大
学
で
数
学
教
育
を
担
っ
て
い
る
数
学
教
室
な
ど
の
組

織
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、
主
要
大
学
を
ほ
ぼ
カ
バ
ー
す
る

ち
ょ
う
ど
百
組
織
か
ら
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
（
一
九
九
八
年
調
査

で
は
百
二
十
組
織
）。教
養
部
と
理
学
部
な
ど
同
一
大
学
に
複
数
の
数

学
組
織
が
あ
り
得
ま
す
の
で
、
大
学
数
に
す
る
と
八
十
六
で
す
。

そ
の
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
の
文
献
を
見
て
頂
く
こ
と
と

し
て
�
、
こ
こ
で
は
必
要
な
部
分
の
み
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

大
学
生
の
学
力
低
下
は

存
在
す
る
か
？

ま
ず
最
初
の
質
問
は
「
大
学
生
の
学
力

は
低
下
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？
」

で
す
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、

�
低
下
し
て
い
る

七
十
八
、
�
変
わ
ら
な
い

九
、
�
向
上
し

て
い
る

〇
、
�
分
か
ら
な
い

八
、
�
無
回
答

三
、
�
そ
の
他

二
（
気
質
が
変
化
、
等
）
で
し
た
。
結
果
は
明
白
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
九
八
年
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
「
変
わ
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ら
な
い
」
「
低
下
し
た
」
「
分
か
ら
な
い
」
の
三
者
が
全
く
同
じ
で
、

「
向
上
し
た
」
は
〇
と
い
う
特
徴
的
な
も
の
で
し
た
。

ど
ん
な
学
力
が

低
下
し
て
い
る
か
？

数
学
の
学
力
と
い
っ
て
も
様
々
で
す
。
第

一
回
、
第
二
回
の
い
ず
れ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
も
、
ど
の
よ
う
な
知
識
・
能
力
が
低
下

し
て
い
る
か
を
問
う
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
で
は
、
数
学
教
育
に
お

け
る
基
本
的
学
力
の
殆
ど
全
て
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
低
下
し
た
基
本
的
な
能
力
と
し
て

・
数
学
的
な
記
述
表
現
能
力
（
文
字
式
の
扱
い
、
証
明
の
書
き
方
）

・
日
本
語
の
能
力
（
文
章
問
題
の
理
解
、
解
答
の
日
本
語
）

・
直
感
力
（
特
に
幾
何
的
直
感
、
と
り
わ
け
三
次
元
感
覚
）

・
応
用
力（
公
式
・
定
理
の
適
用
。答
の
方
か
ら
の
検
算
を
し
な
い
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
最
初
の
数
学
的
表
現
能
力
の
低

下
は
、
私
の
経
験
か
ら
し
て
も
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
数
学
的
な
思
考
力
の
代
表
で
あ
る
、

・
抽
象
的
思
考
力

・
論
理
的
思
考
力

が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。
場
合
分
け
、
仮
定
の
適
切
な
使
用
、
対
偶
の

利
用
な
ど
が
苦
手
で
す
。

次
に
見
ら
れ
る
の
は
、
数
学
の
知
識
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
と
い

う
指
摘
で
す
。

・
公
式
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
い
。

・
知
識
が
断
片
的
で
、
相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

数
学
の
知
識
は
、シ
ス
テ
ム
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

記
憶
す
る
こ
と
は
僅
か
で
済
み
、
ま
た
応
用
が
き
き
ま
す
。
例
え
ば

三
角
法
の
諸
公
式
の
殆
ど
は
加
法
定
理
か
ら
す
ぐ
導
け
ま
す
。
こ
れ

を
し
な
い
と
、
沢
山
の
公
式
を「
暗
記
」し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
知
識
の
不
足
と
い
う
指
摘
は
殆

ど
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
学
習
指
導
要
領
で
の
削
減
分
を
除
け
ば
、

高
校
ま
で
の
知
識
の
定
着
度
は
、
大
学
教
育
で
の
そ
れ
よ
り
か
な
り

高
い
と
い
え
ま
す
。

従
来
得
意
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
計
算
力
に
も
か
げ
り
が
見
え

ま
す
。
特
に

・
長
い
計
算
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
忍
耐
力
が
な
い
。

と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
複
数
の
公
式
を
適
用
す
る
問
題
、
文

字
式
の
長
い
計
算
が
要
る
問
題
は
途
端
に
出
来
が
悪
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
第
二
回
目
の
調
査
で
新
た
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、

・
学
生
が
考
え
よ
う
と
さ
え
し
な
く
な
っ
た
。

と
い
う
恐
ろ
し
い
事
実
で
す
。
問
題
を
見
て
、
自
分
の
既
存
の
知
識

で
す
ぐ
解
け
な
い
と
も
う
そ
れ
以
上
考
え
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ

れ
を
私
は
「
ク
イ
ズ
化
現
象
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

最
後
に
学
生
の
学
習
態
度
の
変
化
と
し
て
、
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・
受
動
的
に
な
っ
た
。

・
練
習
問
題
の
「
解
答
」
を
要
求
す
る
。

・
雑
談
を
歓
迎
し
な
く
な
っ
た
。

と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
得
た
解
答
へ
の
自
信
が
な
く
、

外
か
ら
の
お
墨
付
き
を
求
め
ま
す
。
雑
談
を
歓
迎
し
な
い
の
は
、
数

学
に
対
す
る
知
的
興
味
の
減
退
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
う
し
た
態
度

が
（
少
な
く
と
も
高
校
ま
で
は
）
数
学
が
得
意
で
好
き
で
あ
る
学
生

た
ち
に
蔓
延
し
て
い
る
の
が
問
題
の
深
刻
な
と
こ
ろ
で
す
。

数
学
・
理
科
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
の
悪
さ

数
学
（
算
数
を
含
む
）
・
理
科
に
対
す

る
国
際
的
な
学
力
調
査
結
果
（
国
際
理

数
教
育
調
査
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
基

礎
的
な
学
力
に
お
い
て
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く
、
し
か
も
さ
ら
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
点
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。
特
に
私
に
と
っ
て
衝
撃
的
で
あ
っ
た

の
は
、
第
三
回
調
査
（
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
、
一
九
九
五
）
お
よ
び
そ
の
追

加
調
査
（
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ－

Ｒ
、
一
九
九
九
）
で
の
結
果
で
す
�
。
対

象
は
中
学
二
年
生
で
す
。
（
表
１
）

何
と
、
理
科
を
生
活
の
中
で
大
切
だ
と
思
う
生
徒
が
四
割
に
み
た

ず
、
し
か
も
四
年
間
で
大
き
く
減
少
し
て
い
ま
す
！

皆
さ
ん
は
こ

の
結
果
を
信
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

科
学
技
術
が
こ
れ
ほ
ど
発

達
し
、
身
の
回
り
に
そ
れ
を
使
っ
て
い
な
い
も
の
を
探
す
方
が
難
し

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た

身
の
回
り
の
こ
と
が
、
学
校
で
理

科
を
学
ぶ
動
機
付
け
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
す
。

こ
れ
で
は
理
科
の
学
習
意
欲
が

高
ま
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数

学
も
、
や
は
り
国
際
水
準
か
ら
は

る
か
離
れ
て
最
下
位
ク
ラ
ス
で

す
。近

年
「
新
し
い
学
力
観
」
が
言

わ
れ
、
学
ぶ
意
欲
・
積
極
性
な
ど

を
広
い
意
味
で
の
学
力
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ

に
そ
の
「
新
し
い
学
力
」
が
惨
憺

た
る
も
の
な
の
で
す
。

科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
の

低
さ
―
―
言
葉
と

経
験
の
貧
し
さ

同
様
の

調
査
結

果
が
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ

に
よ
る
（
大
人
に
対
す
る
）
調
査

で
も
出
て
い
ま
す
�

。
こ
れ
ら
の

表１ 教科に対する意識

将来数学・科学
の仕事がしたい

２４％
１８％
４６％

２０％
１９％
４７％

生活の中
で大切だ

７１％
６２％
９２％

４８％
３９％
７９％

授業は
やさしい

１３％
１２％
３４％

１５％
１９％
４３％

授業は
退屈だ

３５％
４２％
３８％

３３％
３６％
３１％

勉強は
楽しい

４６％
３８％
６５％

５３％
５０％
７３％

TIMSS（１９９５）
TIMSS-R（１９９９）
国際平均値（１９９５）

TIMSS（１９９５）
TIMSS-R（１９９９）
国際平均値（１９９５）

数学

理科
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結
果
は
日
本
の
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
の
低
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
科

学
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
簡
単
に
言
え
ば
、
自
然
科
学
の
基
本
的
知
識
を

持
ち
、
そ
の
方
法
論
を
理
解
し
、
そ
の
効
用
と
限
界
を
わ
き
ま
え
て
、

自
ら
が
直
面
す
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
そ
れ
を
応
用
す
る
能
力

で
す
�
。
こ
の
と
き
自
然
言
語
と
な
ら
ん
で
数
学
が
科
学
を
記
述
す

る
基
本
言
語
と
な
り
ま
す
。
理
科
の
学
力
は
こ
の
意
味
で
数
学
の
そ

れ
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
数
学
は
一
方
で
「
読
み
書

き
算
盤
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
初
等
教
育
の
基
礎
科
目
で
あ
り
、
そ

の
一
方
で
自
然
科
学
の
基
本
分
野
と
し
て
物
理
等
と
な
ら
ん
で
理
系

基
礎
科
目
の
一
つ
な
の
で
す
。
上
で
お
話
し
し
た
私
の
経
験
、
物
理

で
感
じ
ら
れ
た
問
題
点
が
そ
の
ま
ま
数
学
の
側
の
問
題
点
で
あ
っ
た

事
実
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

よ
り
一
般
化
し
て
、
こ
う
し
た
学
力
低
下
の
姿
は
、
知
的
な
経
験

の
不
足
、
知
的
好
奇
心
の
低
さ
、
知
的
言
語
能
力
の
低
さ
と
ま
と
め

る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
学
力
低
下
の
現
状
を
捉
え
て
初
め
て
適
切
な
対
策
が

と
れ
る
の
で
す
。

学
力
低
下
へ

如
何
に
対
処
す
る
か
？

で
は
こ
う
し
た
現
状
に
ど
う
対
処
し
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

様
々
の
レ
ベ
ル
で
の
改
善
策
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、ス
ペ
ー
ス
の
問
題
も
あ
り
ま
す
の
で
、

１
、
初
等
中
等
教
育
の
改
善

２
、
大
学
入
試
の
改
善

３
、
大
学
初
年
次
教
育
の
改
善

の
三
つ
を
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
ま
す
。

初
等
中
等
教
育
の
改
善

今
日
の
テ
ー
マ
は
大
学
教
育
な
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
三
点
だ
け
指
摘
し
ま

す
。ま

ず
第
一
に
、
今
の
「
ゆ
と
り
」
教
育
が
「
怠
け
」
教
育
に
な
っ

て
い
る
現
状
を
認
識
し
、
学
校
教
育
を
き
ち
ん
と
け
じ
め
を
付
け
た

も
の
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
「
怠
け
」
は
生
徒
と
先
生
と
の
両

方
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
苅
谷
剛

彦
氏
の
優
れ
た
論
考（「
論
座
」
本
年
一
月
号
）
に
譲
り
ま
す
。

学
習
指
導
要
領
が
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
う
や
く
政
府
の

文
献
で
正
式
に
現
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
全
国
民
の
ミ
ニ

マ
ム
で
あ
る
な
ら
、
例
え
ば
大
学
に
進
学
す
る
人
に
は
よ
り
高
度
の

学
習
内
容
が
必
要
で
す
。
実
際
三
割
削
減
の
根
拠
に
な
っ
た
文
書
�

に
よ
れ
ば
新
授
業
時
数
の
二
割
分
の
教
育
内
容
は
、
原
則
と
し
て
完

全
に
教
師
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
こ
の
事
実
は

全
く
知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

第
二
に
、
こ
の
た
め
に
は
教
科
書
の
充
実
が
必
要
で
す
。
し
か
し

「
規
制
緩
和
」を
言
い
な
が
ら
、
教
科
書
に
対
す
る
規
制
、
特
に「
学
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習
指
導
要
領
以
外
の
こ
と
を
書
い
て
は
い
け
な
い
」と
い
う
規
制
が
、

今
回
の
検
定
で
は
従
来
に
ま
し
て
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
由
裁

量
部
分
が
あ
る
な
ら
ば
、
教
科
書
の
内
容
は
、
よ
り
豊
か
で
、
生
徒

が
よ
り
進
ん
だ
内
容
、
あ
る
い
は
応
用
を
学
べ
る
も
の
で
あ
る
べ
き

で
す
。
実
際
欧
米
の
教
科
書
は
厚
く
充
実
し
て
い
ま
す
。
何
で
も
欧

米
の
ま
ね
を
し
た
が
る
政
府
が
こ
の
点
だ
け
欧
米
に
倣
わ
な
い
の
は

実
に
不
可
解
で
す
。

第
三
に
、
教
員
養
成
・
研
修
の
改
善
に
よ
る
教
員
レ
ベ
ル
の
向
上

が
不
可
欠
で
す
。
こ
れ
は
初
中
教
育
の
問
題
で
す
が
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
大
学
教
育
に
そ
の
責
任
が
あ
り
ま
す
。

大
学
入
試
の
改
善

大
学
生
の
学
力
低
下
に
対
し
て
は
、
や
は
り

大
学
側
が
入
学
希
望
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う

な
知
識
・
レ
ベ
ル
が
必
要
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
第
一
に
な

す
べ
き
こ
と
で
す
。

政
府
筋
か
ら
は
、
大
学
生
に
分
数
計
算
が
で
き
な
い
の
は
入
試
で

数
学
を
課
さ
な
い
か
ら
だ
と
い
う
、
と
ん
で
も
な
い
的
は
ず
れ
の
意

見
が
聞
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
も
、
入
試
科
目
を
減
ら

せ
と
圧
力
を
か
け
続
け
た
の
は
他
な
ら
ぬ
文
部
省
で
し
た
。
そ
し
て

今
、
生
徒
数
の
減
少
で
、
こ
う
し
た
受
験
生
に
不
利
な
措
置
を
大
学

は
な
か
な
か
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
な

大
学
は
英
断
を
持
っ
て
入
試
科
目
を
拡
大
す
べ
き
で
す
。

暗
記
的
な
受
験
準
備
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
記
述
式
試
験
・
総

合
問
題
の
採
用
な
ど
、
ま
だ
工
夫
の
余
地
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
セ
ン
タ
ー
入
試
は
資
格
試
験
に
近
い
も
の
と
し
、
そ
の
か
わ

り
五
教
科
七
科
目
を
課
す
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

大
学
初
年
次
教
育
の
改
善

こ
う
し
た
初
等
中
等
教
育
で
の
弊
害

を
も
ろ
に
受
け
る
の
が
大
学
初
年
次

教
育
で
す
。
先
に
述
べ
た
学
生
の
変
化
は

・
学
習
が
受
け
身
で
、
積
極
的
に
学
ぼ
う
と
し
な
い
。

・
学
問
を
学
ぶ
と
は
何
か
が
分
か
っ
て
い
な
い
。

・
学
校
で
学
ぶ
知
識
と
日
常
生
活
と
が
結
び
付
い
て
い
な
い
。

・
言
葉
で
理
解
し
、
考
え
、
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
る
。

と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
初
年
次
教
育
の
中
で
「
学
問

と
は
何
か
」「
文
化
と
は
何
か
」「
学
び
は
如
何
に
面
白
い
も
の
か
」

と
い
っ
た
こ
と
を
知
る
、
つ
ま
り
「
学
校
で
の
学
び
」
に
対
す
る
根

本
的
な
意
識
転
換
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
基
礎
知
識
の
不
足
、
内
容
理
解
の
不
十
分
、
特
に

現
実
感
覚
の
欠
如
な
ど
、
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
知
識
の
偏
り
も
是
正

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
に
は
、教
育
内
容
・
方
法
の
抜
本
的
改
善
が
必
要
で
す
。

近
年
、
大
学
初
年
次
教
育
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
よ
う
や
く
認

識
さ
れ
始
め
、
改
善
の
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
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で
す
が
、
一
方
で
学
生
の
学
力
低
下
が
よ
り
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
行

し
て
い
る
の
で
、な
か
な
か
実
際
の
改
善
に
は
至
ら
な
い
よ
う
で
す
。

具
体
的
に
は
、
少
人
数
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
導
入
、
総
合
科
目
の
導
入
、

実
験
・
演
習
の
充
実
、シ
ラ
バ
ス
の
明
確
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
最
も
重
要
な
の
は
、
大
学
教
員
の
意
識
改
革
で
す
。
学
生

の
学
習
意
欲
を
問
う
以
前
に
、
教
員
の
教
育
意
欲
が
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
は
、
教
育
は
学
生
が
教
育
内
容
を
理
解
し
て
初
め
て
成

功
と
言
え
る
、
そ
の
た
め
に
は
教
育
内
容
を
単
に
提
示
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
学
習
者
の
状
況
も
考
慮
に
入
れ
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
の
認
識
で
す
。

例
え
ば
高
校
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
関
す
る
知
識
が
必

要
で
す
。
自
分
が
高
校
の
時
に
習
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
学
生
が
知

っ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
特
に
「
ゆ
と
り
」
で
内
容
が
削
減
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
れ
が
自
分
の
専
門
教
科

で
す
と
、
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に

近
い
領
域
、
例
え
ば
物
理
の
授
業
で
は
数
学
へ
の
目
配
り
も
必
要
で

す
。も

う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
記
号
で
す
。
例
え
ば
数
学
で
ベ
ク
ト
ル

の
内
積
を
表
す
の
に
、
大
学
の
教
科
書
で
は
（a,b

）
が
普
通
で
す

が
、
高
校
で
はa

・b

に
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
学
生
に
と

っ
て
意
外
に
大
き
な
障
害
に
な
る
の
で
す
。
同
じ
概
念
を
い
ろ
い
ろ

の
記
号
で
表
す
の
に
慣
れ
て
も
ら
う
こ
と
も
必
要
な
の
で
、
高
校
の

そ
れ
に
合
わ
せ
な
く
て
い
い
の
で
す
が
、
学
生
に
は
き
ち
ん
と
注
意

を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
の
よ
う
な
過
保
護
は
受
け
身
の
学
習
態
度
を
改

善
し
ま
せ
ん
の
で
い
け
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
学

生
が
躓
い
て
い
る
事
実
の
認
識
は
大
切
で
す
。

ま
た
特
に
自
然
科
学
系
の
授
業
で
は
、
学
部
専
門
教
育
と
の
関
連

の
明
示
、
日
常
的
具
体
例
と
の
関
連
付
け
な
ど
、
学
習
へ
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
工
夫
が
望
ま
れ
ま
す
。

大
学
生
の
学
力
低
下
は
深
刻
で
、
教
育
行
政
あ
る
い
は
大
学
教
育

体
制
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
数
多
く
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
私
た
ち
自
身
の
意
識
改
革
、
創
意
工
夫
に
よ

っ
て
改
善
し
う
る
部
分
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ま
す
。

注�

こ
う
し
た
数
学
教
育
の
「
現
代
化
」
に
対
し
、
当
時
小
平
邦
彦

氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
数
学
者
は
反
対
の
態
度
を
表
明
し
ま
し

た
。

�

『
理
工
教
育
を
問
う
』
産
経
新
聞
社
会
部
編
、
新
潮
社
（
一
九

九
五
）
な
ど
。

�

そ
の
頃
大
学
院
に
進
学
せ
ず
、
学
校
の
先
生
に
な
っ
た
人
た
ち
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の
多
く
が
、
現
在
教
育
現
場
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
ま

す
。彼
ら
と
の
再
会
は
私
自
身
に
と
っ
て
も
大
き
な
喜
び
で
す
。

�

本
文
は
日
本
物
理
学
会
誌
四
九
巻
等
で
見
ら
れ
ま
す
。

�

日
本
数
学
会
誌
「
数
学
」
四
七
巻
一
号
等
で
見
ら
れ
ま
す
。

�

こ
の
中
で
は
、
佐
野
博
敏
氏
（
当
時
日
本
化
学
会
会
長
）
の
「
理

科
離
れ
は
学
問
離
れ
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
が
現
在
か
ら
見
て

も
最
も
良
く
問
題
の
核
心
を
捉
え
て
い
ま
す
。

�

平
成
七
〜
八
年
度

総
合
研
究
（
Ａ
）
大
学
に
お
け
る
数
学
基

礎
教
育
の
総
合
的
研
究

平
成
九
〜
十
一
年
度

基
盤
研
究
（
Ａ
）
大
学
数
学
基
礎
教
育

の
改
善
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究

な
お
同
様
の
試
み
は
ア
メ
リ
カ
で
も
や
は
り
数
年
前
か
ら
始

ま
っ
た
よ
う
で
す
（M

athem
atical

A
ssociation

of
A

m
erica,

C
om

m
ittee

on
the

U
ndergraduate

Program
in

M
athem

atics

他
）。

�

残
っ
た
の
は
、
東
京
大
学
の
「
教
養
学
部
」
の
み
で
す
。

�

中
央
教
育
審
議
会
は
今
に
な
っ
て
教
養
教
育
の
必
要
性
に
つ
い

て
改
め
て
答
申
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
最
近
の

答
申
は
、
私
た
ち
の
批
判
に
一
定
程
度
応
え
る
形
で
、
従
来
の

路
線
の
修
正
が
目
立
ち
ま
す
。
例
え
ば
、
大
学
入
試
で
、
入
学

後
必
要
と
な
る
知
識
に
つ
い
て
は
き
ち
ん
と
見
る
べ
き
で
あ
る

と
。
で
は
一
芸
入
試
に
よ
る
入
学
者
の
知
識
は
ど
う
な
の
で
し

ょ
う
か
？

�

こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
唯
一
の
大
き
な
話
題
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
発
達
に
よ
る
情
報
社
会
化
で
す
。

�

こ
の
議
事
録
は
、
現
存
す
る
も
の
の
全
て
が
し
ば
ら
く
前
に
出

版
さ
れ
ま
し
た
（
岩
波
書
店
）。
浩
瀚
な
も
の
で
す
が
、
是
非

お
目
を
通
し
て
下
さ
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
版
は
、
日

本
の
敗
戦
五
十
年
を
記
念
す
る
上
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ

で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
ず
に
教
育
基
本
法
改
正
を
論
じ
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。

	

言
葉
と
い
う
も
の
が
、
民
族
に
と
っ
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
と
い
う
基
本
的
事
実
さ
え
も

知
ら
な
い
人
間
が
「
知
識
人
」
と
し
て
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の

が
日
本
の
現
実
で
す
。




こ
れ
へ
の
批
判
は
『
週
間
教
育
Ｐ
Ｒ
Ｏ
』
に
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載

さ
れ
た
拙
文
を
お
読
み
下
さ
い
。

�

唯
一
答
申
で
こ
れ
と
関
連
す
る
の
は
、
本
答
申
と
は
別
の
文
書

「
教
育
課
程
の
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
」
〈
教
育
内
容
の
改
善
〉
中

に
あ
る
「
例
え
ば
、
算
数
・
数
学
、
理
科
な
ど
は
、
新
授
業
時

数
の
お
お
む
ね
八
割
程
度
の
時
数
で
標
準
的
に
指
導
し
う
る
内

容
に
削
減
」
と
い
う
一
文
の
み
で
す
。
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�

こ
れ
よ
り
早
く
教
科
理
科
関
連
学
会
協
議
会
が
発
足
し
て
い
ま

す
。
た
だ
し
こ
れ
は
数
学
を
含
ま
ず
、
ま
た
教
育
系
の
学
会（
日

本
物
理
教
育
学
会
等
）
の
集
ま
り
で
す
。

�

『
岐
路
に
立
つ
日
本
の
科
学
教
育
―
二
一
世
紀
の
数
学
・
理
科

教
育
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
？
―
』

学
会
セ
ン
タ
ー
よ
り
刊

行
予
定
。

�

例
え
ば
「
大
学
生
の
学
力
か
ら
見
た
初
等
中
等
数
学
教
育
の
課

題
」

日
数
教
Ｙ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
第
四
号
（
産
業
図
書
）
所

収
。

�

Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、

『
小
学
校
の
算
数
教
育
・
理
科
教
育
の
国
際
比
較
』

『
中
学
校
の
算
数
教
育
・
理
科
教
育
の
国
際
比
較
』

（
い
ず
れ
も
国
立
教
育
研
究
所
編
、
東
洋
館
出
版
社
刊
）

Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｍ
Ｓ－

Ｒ
に
つ
い
て
は
、

htttp
://tim

ss.bc.edu/tim
ss

1999/

を
参
照
。

�

O
E

C
D

,”Prom
oting

Public
U

nderstanding
of

Science
and

T
echnology”,1997,

”Sicence
and

T
echnology

in
the

Public

E
ye”,1997

こ
れ
に
関
し
て
は
風
間
春
子
氏
の
優
れ
た
論
考
「
国
際
比
較
か

ら
見
た
日
本
の
『
知
の
営
み
』
の
危
機
」
（
大
学
の
物
理
教
育
、

一
九
九
八－

二
号
）
を
是
非
御
覧
下
さ
い
。

�

科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
『
Ｉ
Ｄ
Ｅ
・
現
代
の
高
等
教

育
』
本
年
二－

三
月
号
掲
載
の
拙
文
を
お
読
み
下
さ
い
。
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