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︒
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プロローグ 「格差と教養」の時代
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映画『キューポラのある街』

（1962年）ポスター

プロローグ

｢格差と教養」の時代



『

キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
﹄

一
九
六
二
年
四
月
︑
映
画
﹃
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
』︵
浦
山
桐
郎
監
督
︑
日
活
︶
が
公
開
さ
れ
た
︒
鋳
物
工
場

が
集
ま
る
川
口
市
︵
埼
玉
県
︶
を
舞
台
と
し
︑
中
学
卒
業
後
の
進
路
や
貧
し
さ
に
悩
む
主
人
公
ジ
ュ
ン
の
姿
を
描

く
作
品
で
あ
る
︒
主
演
の
吉
永
小
百
合
を
ス
タ
ー
女
優
に
押
し
上
げ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒

鋳
物
職
人
の
娘
・
ジ
ュ
ン
は
︑
中
学
三
年
で
高
校
受
験
を
控
え
て
い
た
︒
成
績
は
抜
群
に
優
秀
で
︑
県
下
ト

ッ
プ
の
進
学
校
も
十
分
に
ね
ら
え
る
位
置
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
父
親
が
工
場
を
解
雇
さ
れ
た
こ
と
で
︑
高
校

進
学
は
絶
望
的
に
な
る
︒
父
親
は
な
け
な
し
の
退
職
金
を
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
す
っ
て
し
ま
い
︑
運
よ
く
再
就
職
で

き
た
工
場
も
半
月
で
投
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
や
け
酒
を
あ
お
っ
て
は
家
族
に
当
た
り
散
ら
す
こ
と
が
日
常
と

な
り
︑
家
庭
の
空
気
は
じ
つ
に
荒
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
︒
進
学
の
望
み
が
断
た
れ
た
ジ
ュ
ン
は
自
暴
自
棄
に
陥

り
︑
修
学
旅
行
も
す
っ
ぽ
か
し
て
し
ま
う
︒

し
か
し
︑
川
口
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
友
人
の
言
葉
が
き
っ
か
け
と
な
り
︑
ジ
ュ
ン
は
気
持
ち
を
切
り
替

え
︑
働
き
な
が
ら
定
時
制
に
進
む
こ
と
を
決
意
す
る
︒
折
し
も
︑
父
親
が
元
の
工
場
に
復
職
で
き
る
こ
と
に
な

り
︑
両
親
は
全
日
制
の
進
学
校
へ
の
進
学
を
勧
め
る
が
︑
ジ
ュ
ン
は
決
意
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
袂
袒

﹁
だ
け
ど
母
ち
ゃ
ん
︑
昼
間
﹇
＝
全
日
制
﹈
に
は
な
い
よ
う
な
凄
く
�

張
り
屋
で
い
か
す
人
が
い
る
わ
よ
︒
そ
れ
に

2



ね
︑
こ
れ
は
家
の
た
め
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
自
分
の
た
め
な
の
︒
た
と
え
勉
強
す
る
時
間
は
少
な
く
て

も
︑
働
く
こ
と
が
別
の
意
味
の
勉
強
に
な
る
と
思
う
の
︒
い
ろ
ん
な
こ
と
︑
社
会
の
こ
と
や
何
だ
と
か
﹂
︒

そ
こ
に
は
︑
格
差
や
貧
困
に
喘
ぎ
な
が
ら
も
﹁
実
利
を
超
越
し
た
勉
学
﹂
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
価
値
規

範
が
浮
か
び
上
が
る
︒
全
日
制
へ
の
進
学
が
可
能
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
定
時
制
を
選
び
取
っ
た
の
は
︑

﹁
い
ろ
ん
な
こ
と
︑
社
会
の
こ
と
や
何
だ
と
か
﹂
を
深
く
追
求
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

﹁
い
い
大
学
﹂
﹁
い
い
会
社
﹂
に
進
む
た
め
の
勉
強
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
人
生
や
社
会
を
掘
り
下
げ
て
思
考
し

よ
う
と
す
る
姿
勢
を
︑
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

こ
の
映
画
は
同
年
度
の
キ
ネ
マ
旬
報
ベ
ス
ト
テ
ン
第
二
位
︑
映
画
評
論
ベ
ス
ト
テ
ン
第
一
位
を
獲
得
す
る
な

ど
︑
高
い
評
価
を
得
た
︒
さ
ら
に
同
年
一
一
月
に
は
︑
フ
ジ
テ
レ
ビ
︵
火
曜
劇
場
︶
で
も
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
︒
こ

の
物
語
に
対
す
る
社
会
的
な
共
感
の
大
き
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

｢

実
利
を
超
え
た
教
養
﹂
へ
の
共
感

だ
が
︑
今
日
の
日
本
社
会
で
同
様
の
主
題
の
映
画
が
作
ら
れ
た
と
し
て
︑
は
た
し
て
同
じ
よ
う
な
評
価
や
興

行
成
績
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
﹁
実
利
を
超
え
た
何
か
﹂
を
追
求
す
べ
く
︑
働
き
な
が
ら
定
時
制

高
校
に
進
学
し
よ
う
と
す
る
少
女
の
物
語
は
︑
現
代
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
涙
さ
れ
る
も
の
に
な
り
得
る
だ
ろ
う

か
︒
﹃
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
﹄
に
描
か
れ
た
よ
う
な
貧
困
や
格
差
︑
雇
用
の
不
安
定
は
︑
現
代
に
も
広
く
見

プロローグ 「格差と教養」の時代
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ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
高
等
教
育
の
無
償
化
も
︑
社
会
的
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
を
乗
り
越
え
て
︑
働
き
な
が
ら
学
び
︑
実
利
を
超
え
た
何
か
を
追
求
す
る
﹂
こ
と
が
︑
劇
映
画
や
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
の
主
題
と
な
り
︑
感
動
を
呼
ぶ
状
況
は
︑
今
日
で
は
想
像
し
が
た
い
︒
ち
な
み
に
︑
い
く
つ
か
の
大
学

の
授
業
の
な
か
で
筆
者
が
こ
の
映
画
を
取
り
上
げ
た
際
に
も
︑
﹁
さ
ほ
ど
面
白
い
と
思
え
な
か
っ
た
﹂
と
い
う

感
想
が
大
多
数
で
あ
り
︑
﹁
実
利
を
超
越
し
た
勉
学
・
教
養
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
は
︑
﹁
共
感
で
き
た
﹂
と

い
う
回
答
は
皆
無
だ
っ
た
︒

こ
う
考
え
る
と
︑
か
つ
て
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
大
衆
教
養
主
義
が
な
ぜ
衰
退
し
た
の
か
︑
と
い
う
問
い
が

浮
か
び
上
が
る
︒
教
養
主
義
と
は
︑
﹁
読
書
を
通
じ
た
人
格
陶と

う

冶や

﹂
の
規
範
を
指
す
︒
大
正
期
か
ら
一
九
六
〇

年
代
に
か
け
て
︑
旧
制
高
校
・
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
︑
文
学
・
思
想
・
哲
学
等
の
読
書
を
通
し
て
人
格
を
磨

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
価
値
観
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
︒
古
今
東
西
の
古
典
を
集
め
た
岩
波
文
庫
が

学
生
た
ち
に
読
ま
れ
た
の
も
︑
そ
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
試
験
で
い
い
点
を
取
っ
た
り
︑
よ
い
就
職
先
に

あ
り
つ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

だ
が
︑
教
養
主
義
は
決
し
て
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
専
有
物
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
大
学
は
お
ろ
か
高
校
に
も

進
め
な
か
っ
た
勤
労
青
年
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
︑
﹁
読
書
や
勉
学
を
通
じ
て
真
実
を
模
索
し
︑
人
格
を
磨
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
価
値
観
は
少
な
か
ら
ず
広
が
っ
て
い
た
︒
読
書
や
内
省
︑
社
会
批
判
を
主
題
と
し

た
人
生
雑
誌
︵
﹃
葦
﹄
﹃
人
生
手
帖
﹄
な
ど
︶
が
勤
労
青
年
た
ち
に
読
ま
れ
た
の
も
︑
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
﹇
﹃
﹁
働
く
青

4



年
﹂
と
教
養
の
戦
後
史
﹄
﹈
︒
﹁
家
の
た
め
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
自
分
の
た
め
﹂
に
定
時
制
進
学
を
決
意
し

た
ジ
ュ
ン
の
姿
に
も
︑
同
様
の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
映
画
の
な
か
で
こ
う
し

た
テ
ー
マ
が
選
び
取
ら
れ
︑
社
会
的
に
好
評
を
博
し
た
と
こ
ろ
に
︑
大
衆
教
養
主
義
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た

状
況
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

し
か
し
︑
今
日
で
は
﹁
実
利
を
超
越
し
た
読
書
・
教
養
﹂
と
い
っ
た
も
の
は
︑
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
で
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
︑
教
育
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
︑
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
教
育
を
め
ぐ
る
経

済
格
差
や
高
等
教
育
の
無
償
化
は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
が
︑
多
く
の
場
合
︑
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る

の
は
︑
社
会
上
昇
の
問
題
で
あ
る
︒
上
級
学
校
進
学
の
希
望
が
阻
ま
れ
る
こ
と
で
︑
就
職
や
雇
用
形
態
が
制
限

さ
れ
︑
階
層
上
昇
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
う
し
た
状
況
を
ど
う
改
善
し
て
い
く
の
か
が
︑
そ
こ
で
の
論

点
で
あ
る
︒
こ
れ
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
︒
だ
が
︑
格
差
や
貧
困
が
社
会
問
題
に
な

っ
て
い
た
点
で
は
︑
﹃
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
﹄
の
時
代
も
同
様
で
あ
る
︒
当
時
は
高
度
経
済
成
長
期
の
前
半

期
に
あ
た
り
な
が
ら
も
︑
家
計
困
難
の
ゆ
え
に
高
校
進
学
が
叶
わ
な
い
青
年
は
少
な
く
な
か
っ
た
︒
で
は
︑
か

つ
て
︑
教
養
主
義
的
な
価
値
観
は
な
ぜ
︑
映
画
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
に
お
い
て
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い

た
の
か
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
消
失
し
た
の
は
い
つ
︑
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
︒

プロローグ 「格差と教養」の時代
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勤
労
青
年
と
大
衆
教
養
主
義

勤
労
青
年
を
め
ぐ
る
往
時
の
資
料
を
眺
め
て
い
る
と
︑
大
衆
教
養
主
義
的
な
価
値
観
を
目
に
す
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
︒
石
川
県
内
灘
村
青
年
団
の
機
関
誌
﹃
砂
丘
﹄
第
二
号
︵
一
九
四
七
年
五
月
︶
に
は
︑
﹁
選
挙
の
民
主

化
﹂
﹁
民
主
主
義
と
先
入
観
﹂
﹁
女
性
と
読
書
﹂
﹁
文
化
運
動
へ
の
期
待
﹂
と
い
っ
た
団
員
の
論
説
が
収
め
ら
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
松
本
市
の
あ
る
青
年
団
員
は
﹁
私
の
云
ひ
た
い
こ
と
は
良
書
を
多
く
読
む
こ
と
に
よ
つ
て
︑

自
分
の
人
間
性
を
養
ふ
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
﹂
﹁
人
生
を
卑
屈
に
見
る
こ
と
な
く
︑
良
い
社
会
を
作
り
私
達
が

明
る
く
暮
せ
る
様
に
す
る
た
め
に
お
互
に
も
つ
と
〳

〵

勉
強
す
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
﹂
と
語
っ
て
い
た
﹇
﹃
葦
﹄

一
九
五
一
年
早
春
号
﹈
︒
戦
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
は
︑
上
級
学
校
に
進
め
な
い
青
年
層
を
対
象
に
青
年
学
級

と
い
う
社
会
教
育
施
設
が
各
地
で
設
け
ら
れ
た
が
︑
そ
こ
で
は
文
学
作
品
の
輪
読
や
時
事
問
題
の
討
論
が
行
わ

れ
る
こ
と
も
︑
珍
し
く
な
か
っ
た
︒

他
方
で
︑
家
計
困
難
の
ゆ
え
に
全
日
制
高
校
に
進
め
な
か
っ
た
青
年
た
ち
の
な
か
に
は
︑
工
場
や
商
店
等
で

働
き
な
が
ら
定
時
制
高
校
に
通
う
者
が
多
く
見
ら
れ
た
︒
だ
が
︑
彼
ら
の
通
学
目
的
は
高
卒
学
歴
の
取
得
と
い

う
よ
り
は
︑
幅
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
神
奈
川
県
立
教
育
研
究
所
が
定
時
制
高
校
生
を
対

象
に
一
九
六
〇
年
に
実
施
し
た
調
査
で
は
︑
﹁
高
校
卒
の
資
格
を
得
る
﹂
こ
と
を
就
学
目
的
と
し
て
挙
げ
た
者

が
一
八
･
七
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
の
に
対
し
︑
﹁
で
き
る
だ
け
教
養
を
高
め
る
﹂
を
挙
げ
た
者
は
五
三
･
六
パ
ー

セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
た
︒
ま
た
︑
﹁
学
習
内
容
に
対
す
る
生
徒
の
希
望
﹂
に
つ
い
て
も
︑
﹁
仕
事
の
こ
と
か
ら
離
れ
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て
も
よ
い
か
ら
︑
一
般
教
養
︵
教
科
を
含
む
︶
を
高
め
る
よ
う
な
も
の
﹂
と
回
答
し
た
者
は
︑
三
三
･
九
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
て
い
た
﹇
﹃
定
時
制
高
等
学
校
生
徒
の
生
活
意
識
に
関
す
る
研
究
﹄
﹈
︒
む
ろ
ん
︑
彼
ら
の
な
か
で
は
︑
高
卒

学
歴
を
取
得
し
た
い
と
い
う
希
望
も
小
さ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
少
な
く
と
も
学
歴
取
得
や
職
業

的
な
実
利
と
は
一
線
を
画
す
る
﹁
教
養
﹂
を
求
め
る
心
性
が
︑
そ
こ
に
は
透
け
て
見
え
る
︵
表
�

袞
�

︶
︒

も
っ
と
も
︑
勤
労
青
年
た
ち
が
教
養
主
義
的
な
も
の
に
ふ
れ
る
機
会
は
︑
青
年
団
や
青
年
学
級
︑
定
時
制
な

ど
に
限
ら
れ
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
︒
﹃
葦
﹄
﹃
人
生
手
帖
﹄
の
よ
う
な
人
生
雑
誌
で
は
︑
哲
学
・
文
学
・
社
会

科
学
に
関
す
る
読
書
案
内
や
知
識
人
の
論
説
が
読
ま
れ
る
な
ど
︑

教
養
主
義
的
な
色
彩
が
色
濃
く
見
ら
れ
た
︒
そ
れ
ら
の
雑
誌
を

手
に
取
っ
た
の
は
︑
学
校
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
勤
労
青

年
や
︑
働
き
な
が
ら
定
時
制
な
ど
に
通
う
青
年
た
ち
で
あ
っ
た

﹇
﹃
﹁
働
く
青
年
﹂
と
教
養
の
戦
後
史
﹄
﹈
︒

で
は
︑
こ
う
し
た
勤
労
青
年
の
教
養
文
化
は
︑
い
か
な
る
社

会
背
景
の
も
と
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
の
か
︒
そ
し
て
︑
い

つ
︑
な
に
ゆ
え
に
衰
退
す
る
に
至
っ
た
の
か
︒
ま
た
︑
そ
の
盛

衰
の
プ
ロ
セ
ス
も
︑
お
そ
ら
く
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
青
年
団
や
青
年
学
級
は
︑

プロローグ 「格差と教養」の時代

7

進学動機 比率
（％）

できるだけ教養を高める 53.6
高校卒の資格を得る 18.7
よい友達を得る 3.3
全日制に通う友達に恥ずかしい 0.7
高校という学園の雰囲気を求めて 9.2
人にすすめられて 1.2
職場から解放されようと思って 4.9
その他 3.7
無回答 4.7

表 0-1 定時制高校への就学目的

（1960年）



農
村
部
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
の
に
対
し
︑
総
じ
て
定
時
制
高
校
は
︑
集
団
就
職
な
ど
で
都
市
部
で
働
く
青

年
た
ち
が
多
く
通
っ
て
い
た
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
戦
後
の
農
村
社
会
の
あ
り
よ
う
や
︑
都
市
部
へ
の
人
口
移
動
︑

労
働
状
況
の
相
違
等
々
が
︑
農
村
部
・
都
市
部
そ
れ
ぞ
れ
の
教
養
文
化
を
ど
う
規
定
し
て
い
た
の
か
︒
ま
た
︑

人
生
雑
誌
は
あ
く
ま
で
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
定
時
制
や
青
年
団
の
よ
う
に
人
々
が
実
際
に
集

う
場
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
こ
と
が
勤
労
青
年
の
教
養
文
化
を
ど
の
よ
う
に
下
支
え
し
た
の

か
︒本

書
は
︑
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
戦
後
日
本
に
お
け
る
勤
労
青
年
の
教
養
文
化
の
盛

衰
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
社
会
的
な
力
学
に
つ
い
て
︑
検
討
し
て
い
く
︒

｢

ま
じ
め
な
勤
労
青
年
﹂
の
不
可
視
化

こ
れ
ら
の
問
い
は
︑
従
来
の
研
究
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
教
育
史
や
社
会
教
育
研
究
︑

戦
後
史
研
究
に
お
い
て
も
︑
勤
労
青
年
の
教
育
・
教
養
文
化
史
を
包
括
的
に
扱
っ
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒

戦
前
期
の
青
年
団
史
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
︑
平
山
和
彦
﹃
青
年
集
団
史
研
究
序
説
』︵
一
九
七
八
年
︶
な
ど

が
あ
る
が
︑
戦
後
青
年
団
史
を
検
討
し
た
も
の
は
皆
無
に
近
い
︒
そ
の
な
か
で
︑
北
河
賢
三
﹃
戦
後
の
出
発
』

︵
二
〇
〇
〇
年
︶
は
︑
戦
後
初
期
の
青
年
団
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
と
彼
ら
の
社
会
批
判
へ
の
関
心
を
詳
述
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
戦
後
青
年
団
の
草
創
期
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
の
盛
衰
プ
ロ
セ
ス
や
青
年
学
級
の
動
向
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に
軸
足
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

定
時
制
高
校
の
研
究
に
つ
い
て
も
︑
包
括
的
に
通
史
を
扱
っ
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
定
時
制
の
変
遷

に
つ
い
て
は
︑
尾
形
利
雄
・
長
田
三
男
﹃
夜
間
中
学
・
定
時
制
高
校
の
研
究
』︵
一
九
六
七
年
︶
や
板
橋
文
夫
・
板

橋
孝
幸
﹃
勤
労
青
少
年
教
育
の
終
焉
』︵
二
〇
〇
七
年
︶
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
片
岡
栄
美
や
前
田
崇
の
一
連

の
研
究
で
も
都
市
部
・
農
村
部
・
中
間
地
域
の
差
異
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
ら
を
除
け
ば
︑

定
時
制
史
を
広
く
実
証
的
に
検
討
し
た
も
の
は
皆
無
に
近
く
︑
ま
た
上
記
の
研
究
も
︑
定
時
制
高
校
生
が
﹁
教

養
﹂
を
志
向
し
た
背
景
や
そ
の
変
遷
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
教
育
学
的
な
関
心
が
つ
よ
い
た
め
か
︑
学
校
と
し
て
の
定
時
制
高
校
の
制
度
史
や
機
能

に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
一
方
︑
定
時
制
高
校
生
の
労
働
環
境
や
彼
ら
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
は
︑
十
分
な
検
討

が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

高
校
︵
全
日
制
︶
や
大
学
に
関
す
る
研
究
は
︑
教
育
学
や
周
辺
領
域
に
お
い
て
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
が
︑
そ
の

分
︑
上
級
学
校
に
進
め
な
か
っ
た
ノ
ン
エ
リ
ー
ト
の
存
在
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
︒
一
九
五
五
年
の
時
点
で
も
︑

高
校
進
学
率
が
五
割
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
彼
ら
と
教
育
・
教
養
の
関
わ
り
が
扱
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒

人
生
雑
誌
の
よ
う
な
勤
労
青
年
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
で
議
論
の
俎
上

に
の
せ
ら
れ
る
こ
と
は
皆
無
に
近
か
っ
た
︒
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
総
合
雑
誌
の
よ
う
な
﹁
上
流
文
化
﹂
︑
も
し

プロローグ 「格差と教養」の時代
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く
は
若
者
雑
誌
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
﹁
大
衆
文
化
﹂
の
研
究
に
は
厚
い
も
の
が
あ
る
が
︑

そ
の
分
︑
﹁
ま
じ
め
な
勤
労
青
年
﹂
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
に
つ
い
て
は
︑
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
︒
拙
著
﹃
﹁
働

く
青
年
﹂
と
教
養
の
戦
後
史
』︵
二
〇
一
七
年
︶
は
︑
人
生
雑
誌
の
戦
後
史
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑

青
年
団
や
定
時
制
高
校
等
も
見
渡
し
た
う
え
で
︑
大
衆
教
養
文
化
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
に

つ
い
て
は
︑
検
討
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒

｢

格
差
と
教
養
﹂
と
い
う
論
点
も
︑
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
主
と
し
て
平
成
後
期
以
降
︑

格
差
や
貧
困
を
め
ぐ
る
研
究
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
戦
後
史
の
射
程
の
な
か
で
こ
れ
ら
を
論
じ
る
も
の

も
多
く
出
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
計
量
的
な
分
析
に
基
づ
く
階
層
格
差
や
階
層
間
移
動
に
つ
い
て
は
多
く
蓄
積
が

な
さ
れ
る
一
方
で
︑
不
条
理
な
格
差
に
喘
ぐ
人
々
の
文
化
的
な
営
み
に
つ
い
て
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
︒

上
級
学
校
へ
の
進
学
が
叶
わ
な
か
っ
た
勤
労
青
年
た
ち
は
︑
単
に
格
差
や
貧
困
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
の
不
条
理
を
生
み
出
す
社
会
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
り
︑
そ
れ
に
抗
う
か
の
よ
う
に

人
文
社
会
系
の
読
書
を
求
め
る
こ
と
も
︑
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
︒
と
き
に
格
差
が
︑
彼
ら
を
教
養
へ
と
駆
り
立

て
て
い
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
か
つ
て
は
な
ぜ
格
差
と
教
養
が
接
合
し
得
た
の
か
︒
こ
う
し
た
状
況
は
︑
い
つ
︑

ど
の
よ
う
に
し
て
消
え
失
せ
た
の
か
︒

｢

格
差
と
教
養
﹂
の
問
い
と
現
代
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