
□一

学
力
は
、
大
学
で
獲
得
す
べ
き
力
た
り
う
る
か
？

世
紀
末
学
力
論
争

世
紀
末
の
「
大
学
生
の
学
力
低
下
」
論
に
火

を
つ
け
た
の
は
、
一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
分
数
が
で
き
な
い
大
学
生
』（
岡
部
他
、
一
九
九
九
）だ
っ
た
。

新
学
力
観
以
降
、
学
力
の
低
下
を
嘆
く
声
が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
九
八
・
九
九
年
に
学
習
指
導
要
領
改
訂
が
行
わ
れ
て
、「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
導
入
さ
れ
教
育
内
容
が
三
割
削
減
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
へ
の
不
満
・
不
安
が
一
気
に
吹
き
出
た

の
が
、「
世
紀
末
学
力
論
争
」だ
っ
た
。
学
力
低
下
論
争
は
、
戦
後
、

何
度
か
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
力
低
下

論
争
は
、
初
等
・
中
等
教
育
段
階
の
子
ど
も
が
対
象
で
、
大
学
生
が

俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
世
紀

末
学
力
論
争
で
は
、
大
学
生
の
学
力
低
下
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
大
学
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
数
学
者
や
経
済
学
者
が
論
者

の
一
角
を
し
め
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
だ
っ
た
。

数
年
の
う
ち
に
、
「
大
学
生
の
学
力
低
下
」
論
は
沈
静
化
し
た
。

今
年
は
、
九
九
年
に
改
訂
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
学
習
指

導
要
領
で
高
校
教
育
を
受
け
て
き
た
学
生
た
ち
の
入
学
年
で
あ
る
。

特
集
・
大
学
生
の
獲
得
す
べ
き
学
力
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
将
来
展
望
―
生
き
方
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
主
体
性
―

大
学
生
と
学
力
・
リ
テ
ラ
シ
ー

京
都
大
学
・
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

松
下

佳
代
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い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
六
年
問
題
」
だ
。
二
、
三
年
前
ま
で
は
、
そ
れ

に
向
け
て
の
入
試
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
対
策
が
議
論
さ
れ
た
が
、
す

で
に
対
策
が
終
わ
っ
た
か
ら
か
、
今
で
は
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ま

り
な
く
な
っ
た
。

大
学
で
の
「
学
力
」
の
語
ら
れ
方

私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は

「
大
学
生
と
学
力
・
リ
テ
ラ

シ
ー
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
「
学
力
」
は
、
大
学
生
が
大

学
で
獲
得
す
べ
き
力
を
表
す
概
念
た
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
�
一
流
大
学
�
の
学
生
の
中
に
、
小
学
校
の
四
則
演
算

が
正
答
で
き
な
い
者
が
か
な
り
の
割
合
で
ま
じ
っ
て
い
た
。
『
分
数

が
で
き
な
い
大
学
生
』
で
は
、
こ
の
こ
と
が
大
学
生
の
学
力
低
下
を

示
す
デ
ー
タ
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
こ
に
は
大
学
で
の
学
力
の
扱
わ
れ
方
が
端
的
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
大
学
で
学
力
が
語
ら
れ
る
の
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、

〈
大
学
入
学
ま
で
に
獲
得
し
た
力
〉
と
し
て
で
あ
っ
て
、
〈
大
学
で

獲
得
す
べ
き
力
〉
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
い
。
だ
か

ら
、
大
学
に
お
い
て
学
力
が
話
題
に
な
る
の
は
、
入
試
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
お
け
る
高
校
と
の
接
続
、
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
な
ど
に
ほ
ぼ

限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

unlearn＝

学
び
ほ
ど
く

さ
ら
に
い
え
ば
、
学
力
が
話
題
に
な

る
と
き
も
、
学
力
が
そ
の
ま
ま
、
大

学
で
の
学
習
の
前
提
を
な
す
力
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
多
く
な

い
。
学
力
は
む
し
ろ
、unlearn

を
必
要
と
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。

�unlearn

�
のun

‐
は
、
「
否
定
」
で
は
な
く
「
逆
」「
反
対
」

の
意
味
で
あ
る
。
鶴
見
俊
輔
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
学
生
時
代
に
、

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
か
ら
、‘‘

I
learned

m
any
things,

and
I
had
to

unlearn
m
any

things.’’

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
い
う
。
「
一
度

編
ん
だ
セ
ー
タ
ー
を
ほ
ど
く
、
ほ
ど
い
た
同
じ
糸
を
使
っ
て
自
分
の

必
要
に
あ
わ
せ
て
別
の
も
の
を
編
む
」（
鶴
見
、
一
九
九
四
、
五
頁
）、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、過
去
に
学
ん
だ
こ
と
を
い
っ
た
ん
ほ
ど
い
て
、

必
要
に
あ
わ
せ
て
学
び
直
す
こ
と
。
そ
れ
が
、unlearn

で
あ
る
。

ま
つ
し
た
・
か
よ
�
一
九
六
〇
年
、
福
岡
県

生
ま
れ
�
主
な
著
書
・
論
文
に
「
大
学
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
論
」
京
都
大
学
高
等
教
育
研
究
開

発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
大
学
教
育
学
』（
培

風
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
「
学
生
に
よ
る
授

業
評
価
―
―
改
善
と
説
明
責
任
」『
日
本
物
理
学
会
誌
』（
六
〇
巻
四
号
、
二

〇
〇
五
年
）、
「
活
動
と
物
語
」
鹿
毛
雅
治
編
『
教
育
心
理
学
の
新
し
い
か

た
ち
』（
誠
信
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、
「
習
熟
と
は
何
か
―
―
熟
達
化
研
究

の
視
点
か
ら
」
梅
原
・
小
寺
編
著
『
習
熟
度
別
授
業
で
学
力
は
育
つ
か
』
（
明

石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）。
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unlearn

は
ま
た
、
イ
ン
ド
出
身
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
家
、

ガ
ヤ
ト
リ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
概
念
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
し
て
自
分
が
学
び
知
っ
て
き
た
こ
と
は
自
ら
の

特
権
の
お
か
げ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
知
識
自
体
が
特
権
で
あ
る
と
認
め

る
こ
と
。
そ
の
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ
が
自
ら
の
損
失
で
も
あ
る
と
認

識
し
、
特
権
に
よ
っ
て
自
分
が
失
っ
た
も
の
も
多
く
あ
る
こ
と
を
知
る

こ
と
で
、
そ
の
知
の
特
権
を
自
分
で
解
体
し
、
い
わ
ば
『
学
び
捨
て
る

（unlearn

）
』
こ
と
」（
本
橋
、
二
〇
〇
五
、
一
五
七
頁
）

こ
の
な
か
で
は
、unlearn

に
「
学
び
捨
て
る
」
と
い
う
訳
語
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
が
、
「
学
び
捨
て
る
」
の
は
、
な
ぜ
自
分
が
性
や
人

種
、
社
会
的
地
位
な
ど
に
関
す
る
偏
見
を
身
に
つ
け
て
き
た
か
の
歴

史
や
状
況
を
学
び
直
す
た
め
で
あ
っ
て
、
鶴
見
の
考
え
方
と
大
き
な

違
い
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、unlearn

を
「
学
び
ほ
ど
く
」

と
訳
す
こ
と
に
し
よ
う
。

unlearn

す
べ
き
も
の

と
し
て
の
学
力

多
く
の
大
学
教
師
に
と
っ
て
、
高
校
ま

で
に
身
に
つ
け
た
学
力（
そ
こ
に
含
ま

れ
る
知
識
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
学
習

観
、
学
習
ス
タ
イ
ル
な
ど
）は
、unlearn

を
必
要
と
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る�
高
学
力
�
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、�
低

学
力
�
の
学
生
で
あ
っ
て
も
、
事
情
は
大
し
て
変
わ
ら
な
い
。

例
え
ば
、
上
野
千
鶴
子（
上
野
、
二
〇
〇
二
）は
、
講
義
内
容
の
要

約
は
う
ま
い
が
自
分
が
考
え
た
こ
と
・
感
じ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
が

で
き
な
い
現
任
校
の
東
大
の
学
生
の
場
合
も
、
「
ど
う
せ
お
ま
え
な

ん
か
」
と
言
わ
れ
続
け
自
分
で
も
そ
う
思
い
こ
ん
で
い
る
前
任
校
の

�
偏
差
値
四
流
校
�
の
学
生
の
場
合
も
、
「
ゼ
ロ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
立
た
せ
る
」
の
が
ひ
と
仕
事
だ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
「
ゼ
ロ

の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
た
せ
る
」、
つ
ま
り
、unlearn

で
あ
る
。

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
「
大
学
生
の
学
力
低
下
」
論
で
も
、
知
識
量

の
低
下
を
嘆
く
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
身
に
つ
け
て
い
る
学
力
がun-

learn

す
べ
き
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
問
題
に
す
る
も
の
も
少
な
く

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
数
学
者
の
上
野
健
爾（
大
野
・
上
野
、
二
〇

〇
一
）は
、
学
生
た
ち
が
、
受
験
勉
強
の
な
か
で
「
一
つ
の
問
題
が

完
全
に
わ
か
る
ま
で
じ
っ
く
り
考
え
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
問
題

で
部
分
点
を
と
っ
て
ト
ー
タ
ル
で
合
格
点
に
達
す
れ
ば
よ
い
」
と
い

う
態
度
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
大

学
で
求
め
ら
れ
る
学
習
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い

る
。

unlearn

は
、
過
去
に
学
ん
だ
こ
と
を
い
っ
た
ん
ほ
ど
い
て
必
要
に

あ
わ
せ
て
学
び
直
す
こ
と
だ
か
ら
、
学
力
が
ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
高
校
ま
で
に
身
に
つ
け
た
学

－２６－



力
の
延
長
線
上
に
、
大
学
で
獲
得
す
べ
き
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

学
力
と
い
う
の
は
曖
昧
な
概
念
で
あ
り
、
た
え
ず
再
定
義
が
行
わ

れ
て
い
る
。私
の
以
上
の
議
論
に
対
し
て
、そ
れ
は「
旧
い
学
力
」（「
学

ん
だ
力
」
）の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
新
し
い
学
力
」（
「
学
ぶ
力
」
や

「
学
ぼ
う
と
す
る
力
」
）
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
「
新
し
い
学
力
」

な
ら
ば
〈
大
学
で
獲
得
す
べ
き
力
〉
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
批
判
が
返
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
私
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
学
力
と
い
う
概
念
は
、

一
定
の
標
準
的
な
教
育
内
容
が
想
定
さ
れ
て
い
て
そ
れ
が
身
に
つ
い

た
か
ど
う
か
を
論
じ
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
「
学
ん
だ
力
」
と
し

て
の
学
力
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
学
ぶ
力
」
や
「
学
ぼ
う
と
す
る

力
」
と
し
て
の
学
力
も
、
「
学
ん
だ
力
」
と
し
て
の
学
力
と
付
随
し

て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
制
約
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な

い
。し

た
が
っ
て
、
学
力
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
、
大
学
の
よ
う

に
、
個
々
の
教
員
に
よ
っ
て
教
育
内
容
が
異
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が

た
え
ず
創
り
変
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
な
じ
ま
な
い
概
念
な
の

で
あ
る
。
大
学
教
育
で
「
学
力
」
と
い
う
言
葉
が
違
和
感
な
く
使
わ

れ
る
と
こ
ろ
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
通
常
科
学
的
な
内
容

や
ス
キ
ル
が
教
え
ら
れ
て
い
る
範
囲
、
い
い
か
え
れ
ば
、
複
数
の
教

員
間
で
同
じ
教
科
書
が
使
わ
れ
同
じ
試
験
が
で
き
る
よ
う
な
範
囲
に

限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

□二

企
業
社
会
に
と
っ
て
の
学
力
の
価
値

学
力
へ
の
ま
な
ざ
し

学
力
が
大
学
で
獲
得
す
べ
き
力
と
み
な
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、
大
学
内
部
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
企
業
社
会
で
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
経
団
連
が
一
九
九
六
年
に
出
し
た
提
言
『
創
造
的
な
人

材
の
育
成
に
向
け
て
―
―
求
め
ら
れ
る
教
育
改
革
と
企
業
の
行
動
』

は
、
従
来
の
学
校
教
育
を
、
「
定
め
ら
れ
た
目
標
を
効
率
的
に
達
成

す
る
た
め
に
、
平
均
的
に
質
の
高
い
人
材
、
組
織
と
の
協
調
を
優
先

す
る
よ
う
な
人
材
が
育
て
ら
れ
て
き
た
」「
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解

く
た
め
に
よ
り
多
く
の
知
識
を
吸
収
し
、
…
…
い
ろ
い
ろ
な
科
目
で

万
遍
な
く
良
い
点
を
と
る
た
め
の
指
導
が
行
わ
れ
て
き
た
」
と
し
て

批
判
す
る
。

こ
の
提
言
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
標
準
的
で
順
応
的
な
人
間
像

で
あ
り
、
知
識
の
多
さ
や
学
力
の
高
さ
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
特
性

と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
否
定
さ
れ
て
い
る（
本
田
、
二
〇
〇

五
）。
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学
力
が

有
効
だ
っ
た

時
代

し
か
し
、
か
つ
て
は
、

学
力
が
有
効
だ
っ
た
時

代
も
あ
る
。
近
代
型
能

力
主
義
期（
一
九
六
〇

〜
八
〇
年
代
）と
ポ
ス
ト
近
代
型
能
力
主

義
期（
九
〇
年
代
以
降
）に
分
け
て
考
え
れ

ば
、
学
力
が
有
効
だ
っ
た
の
は
前
者
の
時

期
で
あ
る
。

岩
田（
一
九
八
一
）は
、
か
つ
て
、
能
力

を
、
①
特
定
の
活
動
領
域
に
お
い
て
す
で

に
顕
在
化
さ
れ
た
「
実
力
」、
②
潜
在
的
で
は
あ
る
が
特
定
の
活
動

領
域
と
結
び
つ
い
て
い
る
「
素
質
」、
③
潜
在
的
で
あ
る
と
と
も
に

未
分
化
な
一
般
的
可
能
性
を
意
味
す
る「
能
力
」の
三
つ
に
分
類
し
、

そ
の
上
で
、
日
本
的
経
営
組
織
で
は
、
③
の
「
能
力
」
が
重
視
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
と
分
析
し
た
。

乾（
一
九
九
〇
）に
よ
れ
ば
、
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
は
、
労
働
の
場

に
お
い
て
、
③
の
「
一
般
的
抽
象
的
能
力
」
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス（
指

標
）と
し
て
学
力
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
学

力
偏
差
値
的
な
一
元
的
尺
度
」
が
企
業
社
会
と
学
校
教
育
を
貫
い
て

支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
学
力
は
、
潜
在
的
で
未
分
化

で
あ
る
が
た
め
に
そ
の
ま
ま
で
は
把
握
し
に
く
い
「
一
般
的
抽
象
的

能
力
」
を
、
目
に
見
え
る
形
で
示
す
も
の
と
し
て
、
企
業
社
会
に
お

い
て
有
効
性
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
学
力
と
は
、
大
学
卒
業
時
の
学
力（
大
学

で
獲
得
さ
れ
た
学
力
）で
は
な
く
、
大
学
入
学
時
の
学
力（
大
学
入
試

で
測
ら
れ
る
学
力
）で
あ
る
。
入
学
が
ほ
ぼ
卒
業
を
保
証
す
る
日
本

の
大
学
で
は
、
そ
れ
は
学
歴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
学
力＝

学
歴
が
、
企
業
社
会
の
求
め
る
「
一
般
的

抽
象
的
能
力
」
の
指
標
た
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
企
業
は
、

入
社
時
に
、
新
入
社
員
が
特
定
の
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
て
い
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、
期
待
す

る
の
は
、「
一
般
的
な
学
力
と
か
、
従
順
で
素
直
な
性
格
と
か
、『
や

る
気
』
と
か
、
総
じ
て
高
校
で
ど
の
科
目
に
も
ま
あ
い
い
成
績
を
と

る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
い
い
大
学
に
入
れ
る
よ
う
な
、
前
向
き
の
性

格
み
た
い
な
も
の
」（
熊
沢
、
一
九
九
三
、
一
〇
〇
頁
）で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
企
業
が
日
本
的
経
営
の
中
核
的
人
材
に
求
め
る
の
は
、

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
発
揮
―
―
仕
事
の
範
囲
、
仕
事
の
量
、
ポ
ス

ト
、
赴
任
地
な
ど
の
変
動
に
積
極
的
に
適
応
で
き
る
こ
と
―
―
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
企
業
社
会
に
お
い
て
フ
レ

キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
富
む
人
材
と
、
学
校
に
お
い
て
ど
の
科
目
で
も
総

合
的
に
成
績
が
高
く
、
性
格
的
に
も
協
調
性
・
適
応
性
に
富
む
人
材

と
は
見
事
に
マ
ッ
チ
し
て
い
た
。

表１ 能力の分類

一般的

――

能力

特定的

実力

素質

顕在的

潜在的
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仕
事
に
必
要
な
特
定
の
知
識
・
技
能
は
、
就
職
後
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
獲

得
さ
せ
る
。
だ
か
ら
、
入
社
し
て
く
る
人
材
は
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
っ
て

仕
事
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
だ
け
の
「
訓
練
可

能
性（trainability
）
」
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。
学

力＝

学
歴
は
、
そ
う
し
た
訓
練
可
能
性
の
指
標
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
経
団
連
が
一
九
九
六
年
に
出
し
た
「
創
造
的

人
材
」
提
言
で
批
判
す
る
学
校
教
育
の
中
身
は
、
実
は
、
企
業
社
会

の
方
が
か
つ
て
学
校
教
育
に
対
し
て
要
請
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
提
言
の
内
容
は
、
学
校
教
育
批
判
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る
が
、
企
業
社
会
の
側
の
学
校
教
育
へ
の
要
請
の
変

化
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

□三

企
業
社
会
が
求
め
る
能
力
の
変
化

エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
と

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

で
は
、
ポ
ス
ト
近
代
型
能
力
期
に

お
い
て
、
企
業
社
会
が
求
め
る
能

力
は
ど
う
変
化
し
た
の
だ
ろ
う

か
。学

力
が
、
企
業
社
会
の
求
め
る
一
般
的
抽
象
的
能
力
、
訓
練
可
能

性
、
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
指
標
と
し
て
有
効
性
を
発
揮
し
て
い
た

の
は
、
終
身
雇
用
制
の
守
ら
れ
た
日
本
的
経
営
の
も
と
に
お
い
て
、

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
〇
年
代
以
降
、
当
の
日
本
的
経
営
そ
の
も

の
が
大
き
く
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
転
換
を
示
す
代
表
的
な

提
言
が
、
日
経
連
が
一
九
九
五
年
に
出
し
た
『
新
時
代
の
「
日
本
的

経
営
」
』
で
あ
る
。
日
経
連
は
、
こ
の
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
雇
用

形
態
は
、
①
長
期
蓄
積
能
力
活
用
型
グ
ル
ー
プ
、
②
高
度
専
門
能
力

活
用
型
グ
ル
ー
プ
、
③
雇
用
柔
軟
型
グ
ル
ー
プ
、
の
三
つ
に
大
別
さ

れ
る
と
し
た
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
①
は
従
来
ど
お
り
終
身
雇

用
制
の
エ
リ
ー
ト
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
型
、
②
は
年
俸
制
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
型
、
③
は
時
給
制
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
フ
リ
ー
タ
ー
型
で
あ

る
。
い
ち
ば
ん
雇
用
が
安
定
し
て
い
て
平
均
賃
金
も
高
い
の
は
①
だ

が
、
終
身
雇
用
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
①
は
減
り
、
③
の
割
合
が
増
加

し
て
い
る
。
と
く
に
若
年
層
で
は
そ
う
だ
。

日
本
的
経
営
が
こ
の
よ
う
に
転
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
社

会
が
求
め
る
能
力
も
変
化
し
た
。
新
た
に
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
能
力
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ（em

-

ployablity

）と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー（com

petency

）で
あ
る
。

�
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ

日
経
連
は
、
一
九
九
九
年
に
『
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
立

を
め
ざ
し
て
―
―「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
」の
人
材
育
成
を
』

と
い
う
報
告
書
を
出
し
た
。
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
、
「
雇
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用
さ
れ
う
る
能
力
」
を
意
味
す
る
。
「
労
働
移
動（
転
職
）を
可
能
に

す
る
能
力
」
と
「
当
該
企
業
の
中
で
発
揮
さ
れ
、
継
続
的
に
雇
用
さ

れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力
」
を
あ
わ
せ
た
概
念
で
あ
る
。
か
つ

て
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
、
企
業
の
「
内
」
で
発
揮
さ
れ
る
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ

は
、
企
業
の
「
内
」
で
も
「
外
」
で
も
発
揮
で
き
る
フ
レ
キ
シ
ビ
リ

テ
ィ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
か
つ
て
は
、
仕
事
に
必
要
な
特
定
の
知
識
・
技
能
は
Ｏ
Ｊ

Ｔ
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
報
告
書
で
は
、
そ

れ
を
「
企
業
・
従
業
員
相
互
依
存
型
」
と
し
、
今
後
は
「
従
業
員
自

律
・
企
業
支
援
型
」
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
提
唱
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
企
業
に
よ
る
支
援
、
お
よ
び
仕
事
を
通
じ
て

身
に
つ
け
た
能
力
」
と
「
自
助
努
力
に
よ
り
身
に
つ
け
た
能
力
」
の

合
成
と
し
て
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
企
業
に
よ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
だ
け
で
な
く
、
自
助
努
力
に

よ
る
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｊ
Ｔ
を
通
じ
て
、
た
え
ず
自
ら
の
能
力
開
発
を
行
い
、

自
己
責
任
に
お
い
て
雇
用
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の

労
働
者
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

一
方
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
は
、
〈
特
定
の
職
務
を
遂
行
し
、
高

い
水
準
の
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
の
特
性
〉
の
こ
と
で

あ
る
。

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
い
う
概
念
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
ア
メ

リ
カ
国
務
省
に
お
け
る
外
交
官
の
選
考
方
法
の
見
直
し
の
な
か
で
開

発
さ
れ
た
。
当
時
、
外
交
官
の
選
考
は
、
外
交
官
に
必
要
と
み
な
さ

れ
る
知
識
や
技
能
に
つ
い
て
の
筆
記
試
験
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た

の
だ
が
、
そ
の
得
点
と
職
務
上
の
成
功
と
は
相
関
関
係
が
低
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
別
の
選
考
方
法
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
作
り

出
さ
れ
た
の
が
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
い
う
概
念
で
あ
る
。日
本
で
は
、

多
く
の
企
業
で
成
果
主
義
が
導
入
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
、
企
業
の
採
用
・
育
成
・
処
遇
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
主
な
特
徴
は
、
行
動
と
し
て
顕
在
化
し
測
定

で
き
る
、
成
果
や
業
績
と
直
接
的
に
関
連
す
る
、
と
い
っ
た
点
に
あ

る
。
か
つ
て
の
企
業
社
会
が
重
視
し
た
の
が
、
「
一
般
的
」
で
「
潜

在
的
」
な
〈
能
力
〉
だ
っ
た
の
に
対
し
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
、
「
特

定
的
」
で
、
行
動
と
し
て
「
顕
在
化
」
す
る
特
性
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
顕
在
的

な
次
元
の
み
で
は
な
い
。ス
ペ
ン
サ
ー
＆
ス
ペ
ン
サ
ー（
二
〇
〇
一
）

は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
構
造
を
「
氷
山
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
表
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
顕
在
部
分（
水
面
上
）に
知
識
と
ス
キ
ル
、
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潜
在
部
分（
水
面
下
）に
性
格
的
・
身
体
的
特
性
、
動
機
、
そ
し
て
、

そ
の
中
間（
潜
在
部
分
だ
が
水
面
に
近
い
と
こ
ろ
）に
は
態
度
・
価
値

観
・
自
己
概
念
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
業
績
を
規
定

し
て
い
る
も
の
と
し
て
重
要
な
の
は
、
顕
在
部
分
よ
り
、
む
し
ろ
潜

在
部
分
の
態
度
・
価
値
観
・
自
己
概
念
や
、性
格
的
・
身
体
的
特
性
、

動
機
の
ほ
う
だ
と
い
う
。
特
定
の
職
務
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
業
績
を

上
げ
る
個
人
の
も
つ
、
す
ぐ
れ
て
潜
在
的
な
特
性
が
、
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
な
の
で
あ
る
。

こ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
考
え
方
は
、
個
人
の
特
性
を
心
の
内
面

ま
で
丸
ご
と
含
み
こ
ん
で
い
る
点
で
、
現
在
、
教
育
政
策
の
キ
ー
ワ

ー
ド
と
も
な
っ
て
い
る
「
人
間
力
」
に
近
い
。
ち
な
み
に
、
Ｅ
Ｑ
（
心

の
知
能
指
数
）の
提
唱
者
、
D.

ゴ
ー
ル
マ
ン
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

概
念
を
創
出
し
た
D.

マ
ク
レ
ラ
ン
ド
の
弟
子
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
と
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は

ど
ち
ら
も
、
日
本
で
は
九
〇
年
代
以
降
に
新
た
に
要
請
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
能
力
を
表
す
概
念
で
あ
る
。エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
は
、

雇
用
流
動
化
の
下
で
の
企
業
と
労
働
者
の
関
係
に
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

ー
は
成
果
・
業
績
と
能
力
の
関
係
に
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
点
が
お
か
れ

て
い
る
が
、両
者
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
表
２
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

表２ 企業社会が求める能力の変化

ポスト近代型能力主義期

１９９０年代以降

新しい時代の「日本的経営」
（雇用の三類型）

業績に直結する能力としてのコ
ンピテンシー
エンプロイヤビリティ（＝企業
の内・外でのフレキシビリテ
ィ）

従業員自律・企業支援型
（OJTとOffJT）

近代型能力主義期

１９６０～８０年代

日本的経営
（終身雇用）

一般的抽象的能力の指標と
しての学力（＝学歴）
企業内でのフレキシビリテ
ィ

企業・従業員相互依存型
（OJT主体）

時期

経営のあり方

企業の求める力

企業の人事政策
（能力開発）
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大
学
教
育
に
と
っ
て
の

レ
リ
バ
ン
ス

エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
や
コ
ン
ピ
テ

ン
シ
ー
を
高
め
る
こ
と
は
、
近
年
、
大

学
教
育
の
課
題
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

小
方（
二
〇
〇
一
）は
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
大
学
教
育
を
変
え

る
か
」
と
問
い
を
立
て
た
上
で
、
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
項
目
の
具
体

的
な
行
動
指
標
を
み
て
い
く
と
、
大
学
教
育
を
通
じ
て
獲
得
で
き
る

も
の
が
少
な
く
な
い
」（
八
五
頁
）と
述
べ
る
。
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
開

発
に
対
し
て
「
大
学
教
育
で
獲
得
可
能
な
能
力
」
と
し
て
彼
が
着
目

す
る
の
は
、
知
の
運
用
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
大
学
は
、
コ
ン
ピ

テ
ン
シ
ー
の
顕
在
部
分
の
知
識
・
ス
キ
ル
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の

「
幅
」
と
「
深
さ
」
を
問
題
に
し
て
き
た
が
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と

い
う
概
念
は
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
の
知
の
構
成
軸
と
し
て
「
運
用
」

と
い
う
軸
を
加
え
た
。
知
識
の
運
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
こ
と

は
、
「
課
題
の
発
見
―
解
決
方
法
の
案
出
―
実
行
―
結
果
の
検
証
と

い
う
、
仕
事
の
サ
イ
ク
ル
全
体
を
自
分
で
行
う
」（
八
七
頁
）こ
と
に

通
じ
る
と
い
う
。

一
方
、
現
在
、
多
く
の
大
学
で
、
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
力
を
入

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
目
標
や
内
容
は
、
「
た
え
ず
自
ら
の
能
力

開
発
を
行
い
、
自
己
責
任
に
お
い
て
雇
用
を
確
保
し
て
い
く
」
と
い

う
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
に
も
適
合
す
る
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。

大
学
生
の
就
職
率
の
低
下
を
背
景
に
、
学
生
の
関
心
が
就
職
活
動

に
向
か
い
、
ま
た
、
各
大
学
が
就
職
率
を
上
げ
る
こ
と
を
経
営
戦
略

と
し
て
重
視
す
る
な
か
で
、
大
学
教
育
に
お
い
て
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の

な
り
ゆ
き
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
基
礎

と
な
る
力
は
大
学
で
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、ま
た
、

大
学
で
獲
得
さ
せ
る
べ
き
力
に
部
分
的
に
は
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
が
、

大
学
で
獲
得
さ
せ
る
べ
き
力
を
代
表
す
る
概
念
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、

「
そ
れ
は
違
う
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ

リ
テ
ィ
で
は
、
企
業
社
会
へ
の
「
適
応
」
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
へ
の
批
判
的
意
識
を
養
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
大
学
生
が
将
来
帰
属
す
る
社
会
に
は
、
企
業
社
会
以
外

の
職
業
社
会
、
市
民
社
会
や
地
域
社
会
、
家
庭
な
ど
も
含
ま
れ
る
は

ず
な
の
に
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
社
会
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

に
み
ら
れ
る
の
は
経
済
的
価
値
の
突
出
で
あ
る
。

私
が
リ
テ
ラ
シ
ー
概
念
に
期
待
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ピ

テ
ン
シ
ー
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
相
対
化
す
る
こ
と
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で
あ
る
。

□四

大
学
生
の
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー

リ
テ
ラ
シ
ー
の
構
図

リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
も
と
も
と
は
「
読
み

書
き
の
能
力
」
の
こ
と
を
さ
す
。
が
、
最

近
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
〜
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
氾
濫
し
て
い
る
。
「
〜
」

の
部
分
の
意
味
内
容
に
着
目
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
だ

ろ
う
。

�
技
術（
何
を
使
う
リ
テ
ラ
シ
ー
か
）

�例
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
リ
テ
ラ
シ
ー

�
領
域（
何
に
つ
い
て
の
リ
テ
ラ
シ
ー
か
）

�例
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

�
性
質（
ど
ん
な
リ
テ
ラ
シ
ー
か
）

�例
機
能
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
批
判
的
リ
テ
ラ
シ
ー

�
主
体（
誰
の
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
か
）

�例
市
民
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
消
費
者
リ
テ
ラ
シ
ー

と
り
あ
え
ず
、
�
〜
�
の
視
点
で
分
類
し
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
は

相
互
に
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ

テ
ラ
シ
ー
は
、
市
民
の
た

め
の
批
判
的
リ
テ
ラ
シ
ー

と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ

て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
リ

テ
ラ
シ
ー
の
根
本
的
な
機

能
は
、
「
外
化
さ
れ
た
記

号
体
系
に
よ
っ
て
世
界
と

の
関
係
性
を
構
築
す
る
」

（
山
内
、
二
〇
〇
三
、
一

三
一
頁
）と
い
う
点
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
背
後
に
は
、
社
会
・
文
化
、
科
学
・
技
術
と
い
う
要
因
が

横
た
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
西
欧
社
会
の
一
般
の
人
び
と
に
と
っ

て
、
文
字
の
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
聖
書
や
免
罪
符
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

文
化
と
、
活
版
印
刷
術
と
い
う
技
術
を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
黙
読
と
い
う
活
動
を
も
ち
こ
み
、
聴
覚

的
世
界
像
と
文
字
的
世
界
像
を
分
断
す
る
こ
と
で
、
活
動
・
認
識
主

体
と
し
て
の
人
間
自
身
を
も
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
に
し

ろ
、
中
世
ま
で
は
誰
も
黙
読
が
で
き
ず
、
写
本
の
際
も
文
字
を
声
に

��〈読む〉��

主体――――記号体系――――世界

第１接面 第２接面

――〈書く〉��

社会・文化／科学・技術

図１ リテラシーの構図
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出
し
な
が
ら
書
き
写
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら（
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
、

一
九
八
六
）。

「
外
化
さ
れ
た
記
号
体
系
に
よ
っ
て
世
界
と
の
関
係
性
を
構
築
す

る
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
接
面
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
た
ち
は
、
文
字
の
よ
う
な
記
号
体
系
を〈
読

む
・
書
く
〉
と
と
も
に（
第
一
接
面
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
〈
読

む
・
書
く
〉
の
で
あ
る（
第
二
接
面
）。
「
文
字
を
読
む
」
と
「
世
界

を
読
む
」を
区
別
し
た
の
は
、
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
だ
っ
た
。
彼
は
、

「
文
字
を
読
む
」
こ
と
は
、
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
対
象
化
・
意

識
化
し
て
批
判
的
に
読
む
と
い
う
意
味
で
の
「
世
界
を
読
む
」
こ
と

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
、
南
ア
メ
リ
カ
の
国
々
で

の
成
人
識
字
教
育
に
お
い
て
そ
れ
を
実
践
し
た
の
で
あ
る（Freiree

M
acedo,1987

）。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
概
念

教
育
関
係
者
の
あ
い
だ
で
「
リ

テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
語
が
最
近

と
み
に
関
心
を
集
め
だ
し
た
の
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
／
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
／
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
、

十
五
歳
児（
義
務
教
育
修
了
段
階
）を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
、
生
徒

の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
国
際
的
な
評
価
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る

（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、Program

m
e
for
International

Student
A
ssess-

m
ent

の
略
）。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
「
多
様
な
状
況
に

お
い
て
問
題
を
設
定
し
、
解
決
し
、
解
釈
す
る
際
に
、

そ
の
教
科
領
域
の
知
識
や
技
能
を
効
果
的
に
活
用
し
て

も
の
ご
と
を
分
析
、
推
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
生

徒
の
力
」（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
二
〇
〇
四
、
二
〇
頁
）と
定
義

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
、
数
学
的
リ

テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
三
つ
の
領
域
に
つ

い
て
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
六
年
の

三
回
に
わ
た
っ
て
調
査
を
行
っ
て
い
る（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
２

０
０
３
か
ら
「
問
題
解
決
」
も
追
加
）。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
定
義
は
、
先
ほ
ど
述
べ

た
リ
テ
ラ
シ
ー
の
概
念
と
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
図
の
よ
う
に
表
せ
ば
、
そ

の
共
通
性
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
〈
読
む

・
書
く
〉
は
、
問
題
を
設
定
し
、
解
決
し
、
解
釈
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
も
の
ご
と
を
分
析
、
推

論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
。

リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義
性

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
十
五
歳

児
を
対
象
に
し
て
お
り
、
領
域
も
限
定

さ
れ
て
い
る
が
、
大
学
生
の
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
を
考
え
る

上
で
よ
い
素
材
と
な
る
。
そ
れ
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義
性
と
い
う

主体（生徒）――記号体系（
日常言語
数学言語
科学言語）――世界（問題）
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問
題
で
あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
経
済
成
長
、
途
上
国
援
助
、
貿
易
自
由
化
を
目
的

と
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
手
に
よ
っ
て
、
各
国
の
教
育
制
度
・
政
策
の
評

価
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
２

０
０
３
に
は
四
十
一
の
国
・
地
域
が
参
加
し
、
共
通
問
題
で
の
調
査

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
リ
テ
ラ
シ
ー

は
、
高
度
に
産
業
化
・
情
報
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
に
お
い

て
要
請
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
リ
テ
ラ
シ
ー
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
こ
に
は
、
岩
川（
二
〇
〇
五
）の
い
う
よ
う
に
、
「
多
様
な
民

族
的
・
文
化
的
な
背
景
が
交
錯
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
の
な
か

で
、
個
人
が
自
分
の
人
生
を
つ
く
り
、
市
民
と
し
て
政
治
的
・
社
会

的
に
参
加
す
る
力
量
を
示
す
」
と
同
時
に
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争

シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
人
的
資
本
の
量
と
質
へ
の
関
心
が
増
大
し
、

労
働
市
場
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
柔
軟
で
広
範
な
社
会
的
ス
キ
ル
や
情

動
的
ス
キ
ル
を
そ
な
え
た
労
働
力
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
対
応
す
る
」（
二
三
九
頁
）と
い
う
両
義
性
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
リ
テ
ラ
シ
ー
の
も
つ
両
義
性
は
、
実
は
、
リ
テ
ラ

シ
ー
研
究
に
お
い
て
自
覚
化
さ
れ
て
き
た
「
リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義

性
」
の
一
特
殊
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
〇
年
代
の
経
済
的
観
点

を
強
調
し
た
「
機
能
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
か
ら
フ
レ
イ
レ
の
「
批
判
的

リ
テ
ラ
シ
ー
」へ
と
続
く
流
れ
を
受
け
て
出
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
の「
ペ

ル
セ
ポ
リ
ス
宣
言
」（
一
九
七
五
年
）は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義
性
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

リ
テ
ラ
シ
ー
が
、
個
人
を
、
彼
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
形
造

ら
れ
た
秩
序
に
同
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
疎
外
し
て
し
ま
う
こ
と

は
、
経
験
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
﹇
中
略
﹈

そ
れ
と
は
反
対
に
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
と
お
し
て
、
批
判
的
な
意
識
と

創
造
的
な
想
像
力
を
育
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
、
彼

の
運
命
に
影
響
す
る
決
定
の
す
べ
て
に
、
一
個
の
責
任
主
体
と
し
て
参

加
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。（
日
本
社
会
教
育
学
会
、
一

九
九
一
、
一
八
七
頁
）

リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
成
の
秩
序
に
同

化
し
適
応
し
て
い
く
と
い
う
面（
機
能
的
・
適
応
的
側
面
）と
、
自
覚

す
る
こ
と
な
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
世
界
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
新

し
い
世
界
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
面

（
批
判
的
側
面
）。
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
き
ま
と
う
こ
の
両
義
性
の
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
版
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義
性
な
の
で
あ

る
。
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大
学
生
の
た
め
の

リ
テ
ラ
シ
ー

こ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
両
義
性
を
私
た
ち
は
ど

う
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。ま
た
、

こ
う
し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
と
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ

ー
や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
概
念
は
、
実
は
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
概

念
を
包
含
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、「
内
容
」

「
文
脈
」「
能
力（com

petencies
）
」
の
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
る

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
一
構

成
要
素
と
さ
れ
て
い
る（
国
府
、
二
〇
〇
四
）。
ま
た
、
「
数
学
化
サ

イ
ク
ル
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
そ
の
「
能
力
」
の
中
身
は
、

小
方（
二
〇
〇
一
）の
い
う
知
の
運
用
能
力
、
「
課
題
の
発
見
―
解
決

方
法
の
案
出
―
実
行
―
結
果
の
検
証
と
い
う
、
仕
事
の
サ
イ
ク
ル
」

と
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
企
業
社
会
の
求
め

る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
は
、
〈
経
済
的
観
点
を
強
調
し
た
機
能
的
リ

テ
ラ
シ
ー
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

多
く
の
大
学
生
が
、
卒
業
後
は
企
業
社
会
に
身
を
置
く
こ
と
に
な

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
リ
テ
ラ
シ
ー（
コ
ン

ピ
テ
ン
シ
ー
）の
教
育
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
も
、
本
田（
二
〇
〇
五
）の
言
う
よ
う
に
、
「
専
門
性
」
と

い
う
「
鎧
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
自
分
の
心
の
内
面
ま
で
丸
ご

と
企
業
社
会
に
取
り
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
っ
た
対
抗
措

置
を
と
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
大
学
教
育
な
ら
で
は
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
リ
テ
ラ
シ
ー
の
批
判
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る

べ
き
だ
と
思
う
。
こ
こ
で
い
う
「
批
判
」
と
は
、
「
社
会
や
制
度
や

技
術
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
押
し
つ
け
て
く
る
意
味
か
ら
少
し
距

離
を
と
り
、
そ
れ
を
相
対
化
し
、
自
由
に
な
る
。
ま
た
、
少
し
は
自

分
自
身
で
意
味
を
つ
く
り
だ
す
創
造
的
契
機
を
見
つ
け
だ
す
」（
石

田
、
二
〇
〇
三
、
�
頁
）こ
と
で
あ
る
。

批
判
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
た
め
の
素
材
は
日
常
生
活
の
中
に
も
転
が

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
は
、
全
学
共
通
科
目（
教
養
科
目
）の
授
業

の
中
で
、カ
ッ
プ
ヌ
ー
ド
ル
の
Ｃ
Ｍ‘‘

N
o
B
order’’

を
見
せ
て
い
る
。

赤
の
広
場
の
前
の
白
い
ま
っ
す
ぐ
なB

order

（
カ
ッ
プ
ヌ
ー
ド
ル
の

列
）が
、
警
備
員
を
振
り
切
っ
て
押
し
寄
せ
る
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ

て
消
さ
れ
て
い
く
こ
の
Ｃ
Ｍ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
で
流
れ
る
ミ
ス
チ
ル
の
歌

と
あ
い
ま
っ
て
、
な
か
な
か
感
動
的
だ
。「
だ
け
ど
」と
私
は
問
う
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
産
業
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
カ

ル
な
食
文
化
が
壊
さ
れ
て
も
い
る
。‘‘

N
o
B
order’’

は
そ
の
よ
う
な

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
皮
肉
と
し
て
も
読
み
と
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
。

こ
こ
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
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範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ

シ
ー
教
育
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
な
ど
で
は
小
学
校
か
ら
実
践
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
初
等
・
中
等
教
育
で
は
き
わ
め
て

貧
困
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
で
や
る
価
値
は
十
分
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育
は
、
メ
デ
ィ
ア

・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
限
ら
ず
も
っ
と
広
い
範
囲
で
も
行
え
る
は
ず

だ
。
日
常
生
活
や
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
出
会
う
知
、
大
学
で
教
え
ら
れ
る
知

に
対
し
て
、
〈
誰
が
、
ど
う
い
う
目
的
で
、
作
り
出
し
た
も
の
な
の

か
〉〈
そ
の
知
に
よ
っ
て
逆
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
〉

〈
そ
れ
を
自
分
は
ど
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
学
ん
で
き
た（
学

ん
で
い
る
）の
か
〉〈
そ
れ
と
は
違
っ
た
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
〉
を
考
え
さ
せ
る
。
一
で
述
べ
たunlearn
も
そ
の
よ
う
な
営

み
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
教
師
の
側
か
ら
の
啓
蒙
や
学
生
の
側
の
独
り
よ
が
り
に
終

わ
ら
な
い
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
、
互
い
に
話
し
、
聞
き
、

読
み
、
書
く
な
か
で
、
共
感
し
た
り
、
反
発
し
た
り
し
な
が
ら
、
積

み
重
ね
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
必
要
に
な
る
。
大
学
は
ま
だ
、
そ

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
り
う
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
と
信

じ
た
い
。

□四

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
学
力
、
リ
テ
ラ
シ
ー
、
そ
し
て
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

や
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
ま
で
、
現
在
、
大
学
生
を
め
ぐ
っ
て
語

ら
れ
て
い
る
能
力
概
念
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
意
味
内
容

や
社
会
的
・
歴
史
的
背
景
、
お
よ
び
概
念
間
の
関
係
を
検
討
し
て
き

た
。
と
り
わ
け
、
学
力
や
リ
テ
ラ
シ
ー
は
き
わ
め
て
多
義
的
で
曖
昧

さ
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
本
稿
で
示
し
た
見
取
り
図
は
ま
だ
試
論

の
域
を
出
な
い
。
今
後
、
さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

具
体
的
な
す
が
た
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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