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教育研究 50 年の回想-1 

社
会
の
民
主
化
と
教
育 

 
私
が
京
都
大
学
附
属
工
業
教
員
養
成
所
の
助
手
に
な
っ
た
の
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら

五
〇
年
を
超
え
る
年
月
が
過
ぎ
去
り
ま
し
た
．
一
番
努
力
し
た
の
は
教
育
工
学
の
分
野
で
の
仕
事
で
し
た
が
、

草
創
期
に
一
緒
に
仕
事
を
し
た
仲
間
の
多
く
が
彼
岸
に
渡
り
ま
し
た
の
で
、
取
り
残
さ
れ
た
数
少
な
い
研
究
者

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
．
こ
の
五
〇
年
が
経
過
し
て
も
な
お
、
私
に
と
っ
て
心
残
り
な
こ
と
が
二
件
あ
る
の

で
そ
れ
を
お
伝
え
し
て
、
後
に
続
く
人
が
そ
の
問
題
解
決
を
追
及
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
． 

気
が
か
り
な
二
つ
の
視
点
の
起
因
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
六-

六
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
技
術
留
学
生

と
し
て
、
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
に
遭
遇
し
た
課
題
で
す
．
そ
の
一
つ
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
が
当
面
し
て

い
た
社
会
階
層
の
格
差
の
問
題
を
教
育
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
教

育
技
術
あ
る
い
は
教
育
工
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
無
償
の
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
生
涯
学

習
社
会
を
構
築
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
課
題
で
す
．
留
学
し
て
い
た
の
は
パ
リ
の
南
の
郊
外
に
あ
る
技
術

教
育
高
等
師
範
学
校(

現
在
の
カ
ッ
シ
ョ
ン
高
等
師
範
学
校)

で
し
た
が
、
そ
こ
を
拠
点
に
パ
リ
近
郊
の
技
術
教

育
関
係
の
学
校
や
政
府
機
関
、
企
業
な
ら
び
に
ユ
ネ
ス
コ
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
本
部
を
よ
く
訪
れ
て
い
ま
し
た
． 

一
九
六
〇-

七
〇
年
代
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
産
業
活
動
が
沈
滞
し
、
過
剰
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
国

家
の
財
政
が
危
機
に
瀕
し
て
い
た
時
期
で
す
．
そ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
の
が
生
涯
学
習
社
会

の
考
え
方
で
し
た
が
、
そ
の
当
時
の
わ
が
国
は
産
業
振
興
に
よ
っ
て
未
曾
有
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
頂
点
を
目
指

し
て
上
昇
し
つ
つ
あ
る
活
気
あ
ふ
れ
る
時
代
で
し
た
．
わ
が
国
は
高
齢
者
社
会
が
予
測
さ
れ
て
お
り
、
生
涯
学

習
社
会
は
高
齢
者
の
た
め
の
生
き
が
い
論
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
．
一
九
六
七
年
に
帰
国
し
て
書

い
た
論
文
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
改
革
が
技
術
教
育
に
及
ぼ
し
た
影
響
」 

と
い
う
も
の
で
、
そ
の
当
時
の
教

1



教育研究 50 年の回想-1 

育
制
度
な
ら
び
に
社

会
階
層
の
問
題
を
取

り
上
げ
ま
し
た
．
フ

ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な

教
育
制
度
の
影
響
と

し
て
は
、
富
裕
層
あ

る
い
は
管
理
者
層
と

労
働
者
階
層
と
の
間

に
、
教
育
を
受
け
る

機
会
に
大
き
な
格
差

が
あ
り
ま
し
た
．
そ

の
当
時
の
教
育
制
度

は
複
線
型
で
あ
り
、

中
等
教
育
段
階
に
な

る
と
高
等
教
育
に
進

む
リ
セ
と
庶
民
の
た

め
の
普
通
教
育
コ
レ

ー
ジ
ュ(

Ｃ
Ｅ
Ｇ)

、

中
等
教
育
コ
レ
ー
ジ

ュ(

Ｃ
Ｅ
Ｓ)

、
技
術

 
図 1-２  当時の社会階層による上級教育機関への進学  

0   1 0   2 0   3 0   4 0        
 図 1-1 1966 年頃のフランスの初等中等教育段階の在籍者の割合  
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教育研究 50 年の回想-1 

教
育
コ
レ
ー
ジ
ュ(

Ｃ
Ｅ
Ｔ)

 

を
中
心
と
し
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
と
が
並
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
会
階
層

を
反
映
し
て
い
ま
し
た
．
図
１-

１
に
示
す
の
は
一
九
六
六
年
当
時
の
教
育
制
度
で
す
．
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
で

は
年
齢
に
よ
っ
て
学
年
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
学
習
成
果
に
よ
っ
て
進
級
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
小
学
校
で

あ
っ
て
も
一
五
歳
を
過
ぎ
た
生
徒
も
在
学
し
て
い
る
の
で
す
．
こ
の
制
度
で
の
当
時
の
進
学
者
は
図
１-

２
に

示
す
よ
う
に
、
高
等
教
育
ま
で
進
学
す
る
の
は
上
級
幹
部
あ
る
い
は
管
理
職
の
家
庭
の
子
ど
も
は
四
五
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
中
級
幹
部
の
家
庭
の
子
ど
も
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
工
業
労
働
者
の
子
ど
も

は
一･

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
農
業
労
働
者
の
子
ど
も
は
〇･

七
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
進
学
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
．
こ

の
よ
う
な
社
会
階
層
の
格
差
は
教
育
制
度
を
通
じ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
．
こ
の

状
況
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
研
究
し
て
い
て
、
そ
の
成
果
は
「
遺
産
相
続
人
た
ち
」

と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
．
現
在
で
は
教
育
制
度
が
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
、
全
て
の
生
徒
が
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
経

て
リ
セ
に
進
学
す
る
と
い
う
単
線
型
に
な
り
ま
し
た
． 

わ
が
国
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
教
育
改
革
で
中
等
教
育
は
単
線
型
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
制
度
と
し
て
は

普
通
課
程
と
職
業
課
程
と
は
対
等
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
現
実
に
は
大
学
へ
の
進
学
が
普
通

課
程
重
視
で
あ
っ
た
た
め
に
、
職
業
課
程
は
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
て
い
き
ま
す
．
フ
ラ
ン
ス
が
努
力
し
て
い

る
の
は
、
労
働
者
階
級
の
社
会
的
昇
進
で
あ
り
、
中
等
教
育
に
つ
い
て
は
普
通
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
の
他
に
技
術
バ

ッ
カ
ロ
レ
ア
と
職
業
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
と
が
創
設
さ
れ
て
高
等
教
育
へ
の
進
学
資
格
に
な
り
ま
し
た
．
そ
の
結
果
、

わ
が
国
の
高
校
卒
業
生
の
教
育
背
景
と
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
取
得
者
の
割
合
は
図
１-

３
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
．
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
一
世
紀
に
な
っ
て
、
高
等
教
育
に
お
い
て
は
二
六
歳
未
満
の
若
者
に
対
し
て

専
門
基
礎
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
授
業
料
の
無
償
化
に
向
け
て
国
家
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
． 

フ
ラ
ン
ス
の
職
業
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
や
技
術
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
は
、
高
等
教
育
へ
の
進
学
を
可
能
に
す
る
資
格
で

3



教育研究 50 年の回想-1 

す
が
、
こ
れ
が
伝
統
的
に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
さ

ま
ざ
ま
な
職
業
資
格
の
う
ち
中
等
教
育
止
ま
り
で
あ
っ
た
も
の
を

整
備
し
て
高
等
教
育
に
進
学
で
き
る
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
と
し
て
地
位

の
向
上
を
図
っ
た
の
で
す
．
技
術
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
が
始
ま
っ
た
の

が
一
九
六
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
技
術
系
の
高
等
教
育
に
進
学
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
．
職
業
バ
ッ
カ
ロ
レ
ア
が
始
ま
っ

た
の
は
一
九
八
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
職
業
教
育
を
さ
ら

に
継
続
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
で
あ
る
と
認
め
た
の
で
す
． 

二
〇
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
は
中
等
教
育
の
改
革
の
時
期
で
し

た
が
、
そ
の
と
き
に
社
会
の
ど
の
よ
う
な
階
層
に
焦
点
を
当
て
て

改
革
し
て
き
た
の
か
が
社
会
の
民
主
化
に
貢
献
し
た
か
ど
う
か
の

分
か
れ
道
で
し
た
．
そ
し
て
二
一
世
紀
に
な
っ
て
高
等
教
育
の
改

革
へ
と
進
ん
で
い
ま
す
． 
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教育研究 50 年の回想-0２ 

国
際
的
動
向
と
生
涯
学
習
社
会 

 
私
が
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
て
い
た
一
九
六
六
―
六
七
年
は
生
涯
学
習
社
会
が
ひ
ろ
く
議
論
さ
れ
て
い
た
時
期
で

す
．
そ
れ
は
ユ
ネ
ス
コ
に
お
い
て
当
時
の
ユ
ネ
ス
コ
職
員
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ラ
ン
グ
ラ
ン
が
一
九
六
五
年
に
生

涯
学
習
の
基
本
と
も
な
る
継
続
教
育(

É
d
u
c
a
t
i
o
n
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
)

の
作
業
部
会
報
告
書
を
提
出
し
た
直
後
で

も
あ
っ
た
か
ら
で
す
．
そ
の
基
本
と
な
る
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
念
で
す
． 

１ 

人
の
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
人
間
の
一
生
を
通
じ
て
教
育(

学
習)

の
機
会
を
提
供
す
る
． 

２ 

人
間
発
達
の
総
合
的
な
統
一
性
と
い
う
視
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
を
調
和
さ
せ
、
統
合
し
た
も
の
に
す
る
． 

３ 

労
働
日
の
調
整
、
教
育
休
暇
、
文
化
休
暇
等
の
措
置
を
促
進
す
る
． 

４ 

小
・
中
・
高
・
大
学
と
も
地
域
社
会
学
校
と
し
て
の
役
割
、
地
域
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ

う
に
勧
奨
す
る
． 

５ 

従
来
の
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
根
本
的
に
改
め
、
教
育
本
来
の
姿
に
戻
す
た
め
、
こ
の
理
念
の
浸
透
に
努

め
る 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
経
済
の
低
迷
と
福
祉
費
の
高
騰
に
悩
ま
さ
れ
て

い
た
現
実
に
対
し
て
実
利
的
な
方
針
で
も
あ
り
ま
し
た
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
一
九
六
七
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に

対
し
て
教
育
計
画
の
報
告
書
を
提
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
従
来
の
教
育
の
枠
組
み
で
す
べ
て
の
国
民
に

「
教
育
の
機
会
」
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
高
額
の
教
育
費
を
必
要
と
し
て
国
家
財
政
が
破
た
ん
す
る
の
で
、
新

し
い
概
念
に
基
づ
く
教
育
制
度
と
教
育
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
．
そ
の
後

の
教
育
改
革
の
進
展
の
過
程
で
、
教
育
工
学
の
可
能
性
は
以
上
の
よ
う
な
文
脈
で
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
す
． 

5



教育研究 50 年の回想-0２ 

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
一
九
六
六
年
の
教
育
統
計
で
国
民
教
育
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
． 

「
国
民
教
育
を
大
企
業
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
．
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
、(

以
下

の
ペ
ー
ジ
で)

基
本
的
な
特
性
に
つ
い
て
は
、 

企
業
の
重
要
性
：
国
民
教
育
の
国
家
に
占
め
る
お
け
る
位
置 

財 
政
：
国
民
教
育
の
予
算 

施
設
設
備
：
学
校
教
育
機
関 

従
業
員
：
教
員 

《
原
材
料
》
：
生
徒 

生
産
物
：
各
種
資
格
試
験
の
合
格
者
数
」

i 

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
民
教
育
は
あ
く
ま
で
も
国
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
各
種
資
格
試
験
の

合
格
者
を
増
や
す
こ
と
で
し
た
．
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
み
ら
れ
ま
す
．
一
九
六
九
年
に
出
版
さ

れ
た
ケ
ニ
ス
・
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
著
の
「
教
育
産
業
」
で
も
教
育
を
産
業
体
と
み
な
し
て
シ
ス
テ
ム
ズ
ア
プ
ロ
ー
チ

を
適
用
し
て
費
用
対
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
な
指
標
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す

i
i

．
な
お
，
イ
ギ
リ
ス
は
高

等
教
育
を
重
要
な
輸
出
産
業
と
み
な
し
て
い
ま
す
． 

わ
が
国
で
は
教
育
基
本
法
に
定
め
ら
れ
た
「
教
育
的
理
念
」
が
重
視
さ
れ
て
、
教
育
そ
の
も
の
を
財
政
的
・
経

済
的
・
合
理
的
に
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
教
育
費
は
受
益
者
で
あ
る
国
民
が
負
担
す
る
と
い
う
政
策
を
採
用
し
ま

し
た
．
教
育
の
公
益
性
は
補
助
と
い
う
部
分
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
．
そ
の
当
時
、
国
連
に
お
い
て
は

一
九
六
四
年
に
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約(

Ａ
規
約)

」
が
決
議
さ
れ
、
一
九
七

六
年
に
は
締
約
国
数
が
発
効
の
条
件
を
満
た
す
ま
で
数
が
増
え
た
の
で
、
国
際
規
約
と
し
て
発
効
し
ま
し
た
． 
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教育研究 50 年の回想-0２ 

一
九
七
九
年
に
は
日
本
も
こ
の
国
際
規
約
を
批
准
し
ま
し
た
が
、
そ
の
第
一
三
条
第
二
項(

ｃ)

で
は
「
高
等
教

育
は
、
す
べ
て
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
特
に
、
無
償
教
育
の
漸
進
的
な
導
入
に
よ
り
、
能
力
に
応
じ
て
、
す

べ
て
の
者
に
対
し
て
均
等
に
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
の
で
す
．
わ
が
国
は
こ
の

条
項
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
を
留
保
す
る
と
回
答
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
〇
年
一
月
の
国
会
で
の
所
信
表
明

で
当
時
の
鳩
山
首
相
が
こ
の
留
保
を
撤
回
す
る
旨
を
表
明
し
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
な
っ
て
外
務
省
が
文
部
科
学

省
と
協
議
し
て
撤
回
の
事
務
手
続
き
を
と
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
．
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
新
聞
で
は
大
学
の
無

償
化
と
報
じ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
世
界
の
教
育
界
が
追
及
し
て
い
る
の
は
高
等
教
育
の
無
償
化

で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
実
情
か
ら
み
る
な
ら
ば
後
で
紹
介
す
る
非
大
学
型
高
等
教
育
に
そ
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
． 一

方
、
一
九
八
五
年
に
は
第
四
回
ユ
ネ
ス
コ
国
際
成
人
教
育
会
議
に
お
い
て
学
習
権
宣
言
が
な
さ
れ
て
、
人
間

の
基
本
的
生
存
権
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
．
わ
が
国
で
は
教
育
す
る
側
が
そ
の
論
理
と
権
限
を
占
有

し
て
い
て
、
学
習
す
る
側
の
権
利
や
主
張
は
ま
だ
弱
い
の
で
す
が
、
知
識
基
盤
社
会
に
お
い
て
は
高
等
教
育
が

学
習
と
し
て
庶
民
の
手
に
よ
っ
て
企
画
、
設
計
、
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
無
償
で

学
習
し
た
成
果
が
社
会
的
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
．
不
公
式

学
習(

n
o
n
-
f
o
r
m
a
l
 
l
e
a
r
n
i
n
g
)

と
非
公
式
学
習(

i
n
f
o
r
m
a
l
 
l
e
a
r
n
i
n
g
)

に
よ
る
学
習
成
果
を
公
式
学
習

(
f
o
r
m
a
l
 
l
e
a
r
n
i
n
g
)

と
同
じ
よ
う
に
社
会
的
に
認
証
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
す
．
公
式
学
習
は
わ
が
国
で
は

学
校
教
育
法
な
ら
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
教
育
機
関
と
み
な
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
．

不
公
式
学
習
を
提
供
し
て
い
る
民
間
の
学
習
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
国
際
規
格(

I
S
O
2
9
9
9
0
-
2
0
1
0
)

が
制
定
さ

れ
て
、
わ
が
国
で
も
翻
訳
さ
れ
て
お
り

i
i
i

、
す
で
に
認
証
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
．
こ
こ
で
学
習
に
つ
い
て
の
区
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教育研究 50 年の回想-0２ 

分
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
作
業
部

会
で
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の

を
紹
介
し
ま
す
． 

高
等
教
育
の
無
償
化
を
目
指

し
て
努
力
し
て
き
た
国
と
、
そ

の
よ
う
な
政
策
を
と
ら
な
か
っ

た
国
と
で
は
、
現
在
大
き
な
差

が
つ
い
て
い
ま
す
．
図
２-

１

は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
二
〇
〇
八
年
に

発
表
し
た
デ
ー
タ
で
す
が
、
縦

軸
に
授
業
料
を
、
横
軸
に
奨
学

金
や
補
助
金
を
受
け
て
い
る
学

生
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
す

i
v

．
こ
の
図
か
ら
も
う
か
が

え
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
も
授
業

料
は
高
額
で
す
が
、
奨
学
金
、

補
助
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

学
生
の
割
合
も
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
．
そ
れ

米ドルでの平均授業料(国公立，2004) 

奨学金・補助金受給者の割合 

図 2-1  授業料と奨学金受給の割合による位置づけ 
( O E C D  E d u c a t i o n  a t  a  g l a n c e  2 0 0 8 )  

表 2-1 1985 による学習の定義(2007) 1 
学ぶことは 

意図的か 
活動は学習と 
して計画されているか 

はい: 
学習は意図
的である 

いいえ: 
学習は意図
的でない 

はい:活動には(決められ
た)学習目標がある 

公式学習 
(I 型学習) 

半学習 
(III 型学習) 

いいえ:活動に(決められ
た)学習目標はない 

不公式学習 
(II 型学習) 

非公式学習 
(IV 型学習) 
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教育研究 50 年の回想-0２ 

に
対
し
て
日
本
は
授
業
料
が
高
額
で
す
が
、
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
学
生
の
割
合
は
少
な
い
こ
と
が
特
徴
で
す
．

そ
れ
に
た
い
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
授
業
料
が
無
償
あ
る
は
低
額
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
．
こ
れ
は
税

金
が
投
入
さ
れ
て
実
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
働
く
、
学
ぶ
、
生
活
す
る
」
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
制
度
的
、
教
育
方
法
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
． 

 
                                          

                  

 
i Service C

en
tral d

es Statistiq
u

es et d
e la C

o
n

jo
n

ctu
re “Tab

leau
x d

e l’ed
u

catio
n

 n
atio

n
ale 

1
96

6” M
in

istere d
e l’Ed

u
catio

n
 N

atio
n

ale, P
aris 

ii R
ich

m
o

n
d

, K
en

n
eth

 (1
9

69
) Ed

u
catio

n
 In

d
u

stry  

iii

日
本
規
格
協
会(

2
0
1
0
)
 

非
公
式
教
育
・
訓
練
に
お
け
る
学
習
サ
ー
ビ
ス 

― 

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
向
け
基
本

的
要
求
事
項
．(

財)

日
本
規
格
協
会
、
東
京 

iv O
EC

D
(20

0
7b

) Ed
u

catio
n

 at a glan
ce 20

0
7, O

EC
D

, P
aris 

2
0
1
2
.
8
.
1
8

改 
 

9



教育研究 50 年の回想‐0３ 

国
民
の
教
育
費
負
担
は
な
に
を
も
た
ら
し
た
か 

  

わ
が
国
で
は
国
民
の
教
育
費
負
担
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
「
受
益
者
負
担
」
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
ま

す
．
し
か
し
明
治
以
来
「
殖
産
興
業
」
、
「
富
国
強
兵
」
、
「
科
学
技
術
の
振
興
」
，
「
産
業
の
発
展
」
な
ど
の
た
め

に
教
育
が
推
進
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
は
学
習
者
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
．
こ

れ
は
明
治
期
の
立
身
出
世
が
現
代
で
は
生
活
の
安
定
し
た
官
庁
と
一
流
企
業
に
就
職
す
る
と
い
う
新
し
い
立

身
出
世
に
変
化
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
．
現
在
の
高
等
教
育
の
受
益
者
は
む
し
ろ
国
家
、
社
会
全

体
あ
る
い
は
企
業
な
ど
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
．
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
近
代
国
家
を
形
成
す
る
た
め
に

教
育
を
利
用
し
て
い
る
近

代
教
育
の
特
徴
で
あ
る
と

い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
．

わ
が
国
は
高
等
教
育
が
果

た
し
う
る
機
能
を
国
民
の

財
政
負
担
で
実
施
し
て
き

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
高
等
教
育

の
実
態
か
ら
そ
の
影
響
を

直
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
． 

 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
区
分
に
よ

 

 
図 3-1 消費者物価の推移  

出典 )総務省統計局消費者物価指数から作成  

図 3-2 年間所得の推移  

出典 )厚生労働省年次別の所得の状況  
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教育研究 50 年の回想‐0３ 

る
と
、
高
等
教
育
は
大
学
型
高
等
教
育
と
非
大
学
型
高
等
教
育

と
に
区
分
さ
れ
ま
す
．
と
こ
ろ
が
前
回
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に

わ
が
国
の
大
学
の
授
業
料
は
世
界
的
に
み
て
も
高
額
で
あ
り
、

そ
の
高
騰
ぶ
り
は
異
常
で
す
． 

図
３-

１
に
示
し
て
い
る
の
は
一
九
八
〇
年
を
基
準
と
し
た

と
き
の
消
費
者
物
価
指
数
を
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
し
た
も
の
で

す
． 

一
九
八
〇
年
を
基
準
と
す
る
と
二
〇
〇
九
年
で
は
二
二

四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
ま
す
．
そ
れ
に
た
い
し
て
年
間
所
得
は

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
そ
れ
以
降
は
減
少

し
始
め
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
教
育
費
が
異
常
に
高
騰

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
．
こ
の
教
育
費
高
騰
は
大

学
の
授
業
料
の
高
騰
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
．
事
実
、
図
３-

３
に
示
す
よ
う
に
一
九
八

〇
年
を
一
〇
〇
と
し
た
と
き
の
教
育
費
全
体
と
授
業
料
の
推

移
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
年
間
所
得
と
は
関
係
な
く
値
上

が
り
し
て
い
ま
す
．
し
た
が
っ
て
大
学
型
高
等
教
育
は
庶
民
生

活
か
ら
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
す
．
こ
の
よ
う
な

教
育
費
の
高
騰
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
． 

図
３-

４
に
示
し
て
い
る
の
は
理
想
の
子
ど
も
の
数
を
持
た
な
い
理
由
で
す
．
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
伺
え
る
こ

と
は
、
「
子
育
て
や
教
育
に
お
金
が
か
か
り
す
ぎ
る
」
と
い
う
理
由
が
他
の
も
の
よ
り
も
突
出
し
て
い
ま
す
．

 
図 3-3 大学授業料と教育費全般の推移 (パーセント ) 

注） 1980 年を基準とする  
出典 )総務省と文部科学省  
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こ
れ
が
わ
が
国
の
教
育
が
当
面
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
課
題

で
す
．
さ
ら
に
教
育
費
の
高
騰
が
少
子
化
を
推
し
進
め
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
． 

社
会
実
情
図
録
デ
ー
タ
に
よ
る
と
各
都
道
府
県
に
つ
い
て
教
育

費
と
合
計
特
殊
出
生
率
と
の
間
に
負
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
．
す
な
わ
ち
教
育
費
が
高
額
で
あ
る
ほ
ど
子
ど

も
の
数
は
少
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
．
こ
の
デ
ー
タ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
教
育
費
が
高
く
、
子
ど
も
の
数
が
少
な
い
の
が
東

京
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
．
そ
の
反
面
、
沖
縄
は
教
育
費
が
少

な
く
子
ど
も
の
数
が
多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
．
わ
が

国
の
少
子
化
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
東
京
の
文
化
を
改
革
し

て
ほ
し
い
も
の
で
す
． 

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
教
育
に
か
か
る
費
用
を
抑
制
す
る

こ
と
が
わ
が
国
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、

そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
教
育
制
度
な
ら
び
に
教
育
方
法
が
望

ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
．「
教
え
る
―
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
関
係

の
教
育
制
度
で
は
高
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
れ
か
ら

は
「
自
ら
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
．
情
報
社
会
あ
る
い
は
知
識
基
盤
社
会
に
な
っ
て
、
学
習
方
法

の
多
様
化
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
入
手
し
や
す
さ
な
ど
か
ら
、
学
習
成

経 済 的

理 由  

高 齢 ･ 身

体 的 理 由  

育 児 負 担  

夫 に 関 す

る 理 由  

そ の 他  

図 3-4 理想の子ども数を持たない理由  

出典）国立社会保障・人口問題研究所第 14 回出生動向基本調査 (2010) 
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果
を
社
会
的
に
認
証
す
る
制
度
な
ど
の

条
件
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
． 

 2
0
1
2
.
9
.
1
3

改 
 

図 3-5  教育費の高さと合計特殊出生率 (1999)との相関  

URL http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1570.html （ 2012.9 参 照 ）  
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