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極分化学力の階層差をいかに小さく

するかお茶の水女子大の耳壕教授らのグループが今年関東地方の小学生六千二

百人を対象に実施した学力調査から､学力の二極分化がますます先鋭化している実態が明らかにな

った｡同調査から､低階層の子が学力の階層差を克服するためには非常に大きな努力が必要な
ことも浮かび上がっており､階層差を小さくする教授法が求められて

いる｡耳場寛明+金子真理子+諸田裕子+山

田哲也お茶の水女子大学教授東京学芸大学専任講師お茶の水女子大学t橋大学大学院博
士課程大学院博

士
課
程

学
校
現
場
の
お
か
れ
た
奇
妙
な
二

重
構
造

学
力
低
下
を
め
ぐ
る
議
論
は
､
い
ま
､
転
機
を
迎
え
て
い
る

よ
う
に

見
え
る
｡
文
部
科
学
省
の
一
連
の
政
策
と
コ
メ
ン
ト
に
､
学
力

重
視
へ

の
基
本
的
な

｢路
線
転
換
｣
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
｡

学
校
週
五
日
制
が
完
全
実
施
さ
れ
､
新
学
習
指
導
要
領
が
導

入
さ
れ

た
の
は
､
わ
ず
か
半
年
前
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
｡
新
し
い
学
力

観
に
立

っ
た
､
｢教
育
｣
か
ら

｢支
援
｣
へ
の
転
換
､
知
識
偏
重
の
詰
め
込
み
教

青
か
ら
生
き
る
力
を
育
て
る
支
援
へ
の
転
換
'
子
ど
も
の
生
活

に
ゆ
と

り
を
取
り
戻
す
-

そ
れ
ら
が
盛
-
込
ま
れ
た
教
育
改
革
の
基

本
的
方

向
が
提
示
さ
れ
た
と
き
､
メ
デ
ィ
ア
は
拍
手
を
も
っ
て
歓
迎
し

た
｡
新

指
導
要
領
は

｢ゆ
と
り
教
育
路
線
｣
の
総
決
算
に
な
る
は
ず
だ

っ
た
｡

と
こ
ろ
が
'
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
状
況
は

一
変
す
る
｡
高

等
教
育

関
係
者
に
よ
っ
て
口
火
が
切
ら
れ
た
学
力
低
下
へ
の
危
懐
が
ま

た
た
-

ま
に
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
､
広
く
保
護
者
の
不
安
を
煽
っ
た
｡

学
力
低

下
批
判
に
直
面
し
た
文
科
省
は
'
そ
の
不
安
に
対
処
す
る
た
め
に
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に
手
を
打

っ
て
き
た
｡
従
前
は
学
習
内
容
の

｢上
限
｣
だ

っ
た
指
導
要

領
を

｢最
低
基
準
｣
と
し
て
定
義
し
直
し
､
ま
た
指
導
要
領
を
超
え
る

教
科
書
の
記
述
を
認
め
る
答
申
を
先
ご
ろ
発
表
し
た
｡
教
科
杏
を
超
え

た
指
導
､
た
と
え
ば

｢台
形
の
面
枯
｣
な
ど
は
'
発
展
的
学
習
の
事
例

集
の
中
で
復
活
を
み
た
｡
文
科
省
の
来
年
度
予
算

(概
算
要
求
)
は
､

さ
な
が
ら
学
力
向
上
事
業
の
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
｡
学
力
向
上
フ
ロ
ン
テ

ィ
ア
事
業
を
は
じ
め
学
習
指
導
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
派
遣
な
ど
､
子
ど
も

の
学
力
低
下
へ
の
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
対
策
が
目
白
押
し
で
あ
る
｡

当
初
多
発
さ
れ
た

｢学
力
は
低
下
し
な
い
､
し
て
い
な
い
｣
と
の
強
弁

は
､
い
つ
の
ま
に
か

｢学
び
の
す
す
め
｣

へ
と
変
わ
っ
た
｡
基
本
的
路

線
転
換
が
文
科
省
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
る
こ
と
な
く
､
他
方
で
次
々
に

実
質
的
な
路
線
転
換
政
策
が
発
表
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
異
常
だ
が
､

こ
う
し
た
経
緯
を
み
る
と
､
も
は
や
文
科
省
は
'
ゆ
と
り
教
育

一
辺
倒

か
ら
大
き
-
舵
を
切
っ
て
学
力
重
視

へ
と
路
線
転
換
を
行
っ
た
と
み
て

よ
い
の
だ
ろ
う
｡

だ
か
ら
と
い
っ
て
'
安
心
し
て
､
学
力
低
下
に
関
す
る
検
討
と
議
論

を
終
蔦
さ
せ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
｡

第

一
に
､
文
科
省
に
よ
る
路
線
転
換
は
学
校
の
す
べ
て
を
変
え
た
わ

け
で
は
な
い
｡
小
中
学
校
教
育
の
現
場
で
は
'
こ
の
四
月
か
ら
導
入
さ

れ
た
指
導
要
領
に
基
づ
く
学
習
指
導
が
､
法
的
拘
束
力
の
も
と
に
な
お

実
践
さ
れ
て
い
る
｡
制
度
的
に
い
え
ば
､

一
連
の
学
力
対
策
事
業
や
ア

ピ
ー
ル
は
'
指
導
要
領
と
い
う
基
本
構
造
に
対
す
る
薬
味
な
い
し
は
飾

り
に
す
ぎ
な
い
｡
い
ま
学
校
現
場
は
'
新
学
力
観

･
ゆ
と
-
教
育
を
基

･･:l一,l

本
理
念
と
す
る

｢旧
い
｣
新
指
導
要
領
の
骨
組
み
の
中
で
ー
学
力
対
策

に
し
ゃ
に
む
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
'
奇
妙
な
二
重
構
造

の
中
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
二
に
､
元
来
､
教
育
政
策
の
基
本
的
ベ
ク
ト
ル
は
､
将
来
社
会
の

予
見
に
加
え
て
'
徹
底
的
な
現
状
の

｢診
断
｣
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ゆ
と
り
教
育
路
線
は
結

局
の
と
こ
ろ
何
を
も
た
ら
し
た

の
か
'
新
学
力
観
は
こ
こ
十
年
ほ
ど
で

子
ど
も
の
学
力
を
ど
う
変
え
た
の
か
｡
教
育
政
策
が
､
揺
れ
動
く
メ
デ

ィ
ア
や
世
論
へ
の
対
応
と
し
て
立
案
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
危
険
な
こ
と
は

な
い
｡
わ
が
国
の
教
育
行
政
は
､
時
勢
に
敏
感
な
あ
ま
-
科
学
的
診
断

を
軽
視
す
る
不
幸
な
伝
統
が
あ
り
､
今
回
の
路
線
変
更
も
お
そ
ら
-
例

外
で
は
な
い
.
こ
の
意
味
で
文
科
省
自
身
が
今
年
初
班
に
実
施
し
た
､

小
中
学
生
約
五
十
万
人
を
対
象
と
し
た
学
力
調
査
は
億
円
す
べ
き
事
業

で
あ
る

(こ
の
稿
の
執
筆
時
点
で
､
残
念
な
が
ら
そ
の
結
果
は
公
表
さ

れ
て
い
な
い
)0

関
東
の
小
学
生
六
千
二
百
人
対
象
に
学
力
調
査

本
誌
六
月
号
と
七
月
号
で
'
東
大
の
苅
谷
剛
彦
教
授
の
グ
ル
ー
プ
が

｢
『学
力
低
下
』
の
実
態
に
迫
る
｣
(上

･
下
)
を
発
表
し
た
｡
そ
れ
は
､

閲
西
地
区
で
の
調
査
を
十
二
年
前
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
小
中
学

生
の
国
語
と
算
数

･数
学
の
学
力
が
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
尖
証
し
､

学
力
格
差
と
り
わ
け
社
会
階
層
問
の
差
が
拡
大
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
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た
｡
今
回
の
私
た
ち
の
報
告
も
､
苅
谷
グ
ル
ー
プ
の
調
査
と
同
じ
く
､

東
京
大
学
学
校
臨
床
セ
ン
タ
ー
が
計
画

･
実
施
し
た
学
力
研
究
プ
ロ
ジ

エ
ク
ー

(代
表
･市
川
伸

1
教
授
)
の
l
環
で
あ
り
'
そ
の
第
二
弾
で
あ
る
｡

私
た
ち
が
実
施
し
た
の
は
､
関
東
地
方
の
十
二
都
市
の
公
立
小
学
校

十
七
校
に
お
け
る
学
力
調
査
で
あ
る
｡
調
査
は
本
年
二
月
か
ら
三
月
に

実
施
し
､
小
学
校

一
年
生
か
ら
六
年
生
の
児
童
七
千
九
百
九
十
八
人
が

対
象
と
な
っ
た

(分
析
の
対
象
は
算
数
お
よ
び
国
語
の
学
力
調
査
を
受

検
し
た
六
千
二
百
二
十
八
人
)｡
こ
の
調
査
は
'
当
時
の
国
立
教
育
研
究

所

(国
研
)
が
､
八
二
年

(二
～
三
月
)
に
'
関
東
地
方
の
十
七
都
市

の
公
立
小
学
校
児
童
五
千
三
百
七
人
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
も
の
と

同
じ
調
査
を
､
再
度
行

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
今
回
は
算
数
の
結
果
を
中

心
に
報
告
す
る
｡

比
較
の
対
象
と
し
て
私
た
ち
が
国
研
八
二
年
調
査
を
選
ん
だ
の
は
次

の
理
由
に
よ
る
.
第

1
に
､
小
学
校
全
学
年
に
わ
た
る
基
礎
学
力
が
丹

念
に
測
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡
設
問
は
､
計
算
､
量
と
測
定
､
図
形
､

数
量
関
係
の
領
域
に
わ
た
っ
て
合
計
百
二
十
九
間
に
お
よ
ぶ
｡
児
童
は

一
学
年
か
ら
六
学
年
ま
で
の
問
題
が
順
に
並
ん
だ
調
査
票
を
与
え
ら
れ
､

す
べ
て
の
問
題
を
や
-
終
え
る
か
'
や
れ
る
問
題
を
全
部
や
り
終
え
る

ま
で
時
間
が
与
え
ら
れ
た
｡
八
二
年
の
算
数
の
正
答
率
は
ど
の
領
域
で

も
八
三
～
八
九
%
で
あ
-
､
基
礎
学
力
を
測
定
す
る
テ
ス
ー
と
し
て
す

ぐ
れ
た

調査
の
一
つ
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
児
童
の
い
ま
の
学
年
だ
け
で
な

く
､
か
つ
て
学
習
し
た
事
項
や
こ
れ
か
ら
学
習
す
る
は
ず
の
事
項
の
修

得
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
特
徴
も
あ
る
｡
第
二
に
､
調
査
の
規
模

が
十
分
に
大
き
く
時
系
列
的
な
比
較
に
堪
え
る
こ
と
｡
第
三
に
､
現
時

点
で
八
二
年
調
査
と
ほ
ぼ
同
じ
サ
ン
プ
ル
構
成
が
と
れ
る
こ
と
｡
調
査

実
施
条
件
の
厳
し
さ
か
ら

(長
時
間
を
必
要
と
す
る
)､
前
回
の
対
象
校

す
べ
て
か
ら
協
力
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
十
分
比
較
に
堪
え
る

サ
ン
プ
ル
構
成
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
第
四
に
､
国
桝
の
調
査
結
果
が

詳
細
な
信
碩
性
の
高
い
レ
ポ
-
ー
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と

(天

野
清

･
黒
須
俊
夫

『小
学
生
の
国
語

･
算
数
の
学
力
』
秋
山
杏
店
､
九

二
年
)0

私
た
ち
は
今
回
､
八
二
年
と
同
じ
学
力
調
査
に
加
え
て
､
管
理
職
調

査
'
担
任
教
師
調
査
'
児
童
質
問
紙
調
査
を
独
自
に
実
施
し
た
｡
そ
れ

ら
は
､
子
ど
も
た
ち
の
学
習
行
動
や
通
塾
状
況
と
家
庭
的
背
景
､
教
員

に
よ
る
学
習
指
導
の
状
況
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
学
力
問
題
の
背
景

214

表 1 当該学年までの合計正答率(%)

2002 1982 差(2002-1982)

年 81.0 85.6 -4.6

年 73,3 81.7 -8.4

年 73.5 84.9 -ll.4

年 77.9 84.4 -6.5

年 76.8 84.5 -7.7

年 79.9 85.5 -5.6

全体 77.2 84.4 -7.2

号‡畝 氾並の学年別)

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
､
学

力
低
下
論
に
お
い
て
､
重
要

で
は
あ
る
が
､
な
お
十
分
に

は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
､
以

下
の
論
点
を
提
示
す
る
｡

①
学
力
は
低
下
し
た
か

基
礎
学
力
を
測
る
設
問
は
､

今
日
の
よ
う
な
ゆ
と
り
教
育

の
強
調
や
新
学
力
観
と
は
無

縁
な
八
二
年
時
点
に
お
い
て
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表 2 設問ごとの得点変化の分布 (6年生の正答率)

履修学年 設問数 得点低下 1低下 -横ばい T
上昇設問数 3点以上 ±3点未満

3点以上1-2年 38 33

15 23 03-4年 48

43 23 23 25-6年

43 33 24 18 1全

体 129 109 62 64 3(%) (100.0) (84.5)(48
.
1)(49
.
6) (2

.
3)

選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら

の
設
問
は
､
学
年
配

当
に
若
干
の
変

化
が
あ
る
も
の
の
､
二

〇
〇
二
年
時

点
で
の
指
導
要
領

(九
二
年
改
訂
)

に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い

る
｡
し
か
し
､

い
わ
ゆ
る
移
行
措
置

や
教
科
書
の
簡

素
化
な
ど
に
よ
-
取

り
扱
い
に
微
妙

な
変
化
が
み
ら
れ
る

も
の
も
含
ん
で

い
る
｡
全
体
と
し
て

の
学
力
低
下
の

状
況
を
検
討
し
た
う
え
で
､
そ
う
し

た
教
育
課
程
行
政
の
影
響
を
見
る

こ

と
に
す
る
｡

②
学
習
遅
滞
と

学
習
速
進

一
学

年
以
上
修
得
が
遅
れ

て
い
る
児
童
を

｢学
習
遅
滞
｣
層
､
逆

に

一
学
年
以

上
修
得
が
速
い
児
童
を

｢学
習
速
進
｣

層
と
し
て
取
り
出
し
'
両
者
が
時
系

列
的
に
ど
う
変
化
し
た
か
を
み
る
こ
と
に

よ
っ
て

｢学
力
の
分
極
化
｣

の
状
況
を
検
討
す
る
｡

③
学
力
の
規
定

要
因

学
力
に
対
す
る
家
庭
的
背
景

(社
会
階
層
)
の

影
響
は
ど
の
程
度
大
き
い
の
か
､
そ
れ
は
個
人
の
努
力
と

ど
う
か
か
わ

っ
て
学
力
を
規
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡

④
学
力
と
教
育
方
法

家
庭
的
背
景
が
学
力
形
成
に
及
ぼ
す
影
轡
力

は
､
学
校
教
育
の

力
に
よ
っ
て
緩
和
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡

ベ
ダ
T1
./
-

担
任
教
師
の
教

授

方

法

(p
e
d
a
g
o
g
y
)
の
ス
タ
イ
ル
と

､
学
力

･
努
力

の
階
層
差

と
の
関
連
を
検
討
す
る
｡

基
礎
学
力
は
低
下
し
た
か

関
東
調
査
の

特
徴
は
､
ま
ず
も
っ
て
韮
硬
学
力
水
準
を
過
去
と
比
較

で
き
る
点
に
あ
る

｡
表
-
は
､
当
該
学
年
ま
で
の
合
計
正
答
率

(算
数
)

を
'
児
童
の
学
年

別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
二
年
生
な
ら
､

一
学
年
と
二
学
年

に
学
習
す
べ
き
設
問
に
､
何
%
正
答
し
た
か
を
表
す
｡

全
体
と
し
て

み
る
と
､
二
〇
〇
二
年
の
正
答
率
は
七
七

二

一%
､
八

二
年
の
正
答
率
は

八
四

･
四
%
で
あ
り
'
七

二

一ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
｡

八
二
年
時
点
で

は
お
よ
そ
八
割
五
分
の
正
答
率
を
示
す
､
基
礎
的
学
力

を
問
う
問
題
で

あ
っ
た
が
､
二
〇
〇
二
年
時
点
で
は
正
答
率
が
八
割
を

切
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
低
下
幅
が
大
き
い
の
は
三
年
生
､
二
年
生
､
五

年
生
で
あ
り
'

一
年
生
と
六
年
生
で
は
相
対
的
に
低
下
幅
が
小
さ
い
｡

表
2
は
､
最
終

学
年
で
あ
る
六
年
生
に
つ
い
て
､
設
問
ご
と
の
正
答
率

に
着
目
し
て
､
低

下
傾
向
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢得
点
低
下
設
問

数
｣
欄
は
､
わ
ず
か

で
あ
れ
正
答
率
が
低
下
し
た
設
問
数
､
｢1

低
下
｣

欄
は
三
点
以
上
低
下
'
｢I

上
昇
｣
欄
は
三
点
以
上
上
昇
'
〓

横
ば

い
｣
欄
は
±

三
点
未
満
の
設
問
数
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
｡

今
回
の
調
査

で
六
年
生
が
解
け
て
よ
い
は
ず
の
設
問
は
､

一
学
年
か

ら
六
学
年
ま
で

のすべての設問百二十九間である



九
間
中
百
九
間
､
す
な
わ
ち
八
四

･
五
%
の
問
題
に
つ
い
て
正
答
率
が

低
下
し
て
い
る
｡
デ
ー
タ
は
省
略
す
る
が
'
設
問
領
域
別
に
分
け
て
み

る
と
､
｢低
下
｣
問
題
が
相
対
的
に
少
な
い
の
は

｢量
と
測
定
｣
と

｢図

形
｣
領
域
､
逆
に

｢低
下
｣
が
多
い
の
は
'
｢計
算
｣
と

｢数
量
関
係
｣

領
域
だ
っ
た
｡
｢計
算
｣
領
域
の
三
分
の
二
'
｢数
量
関
係
｣
の
五
分
の
四

が
三
点
以
上
の
正
答
率
の
低
下
を
み
た
｡

こ
こ
ま
で
の
デ
ー
タ
は
､
八
二
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
間
に
'
小
学

校
児
童
の
算
数
の
学
力
が
低
下
し
た
こ
と
を

一
致
し
て
示
し
て
い
る
｡

教
科
書
簡
素
化
の
影
響
が
顕
著

私
た
ち
は
､
い
ま
み
た
学
力
低
下
の
背
景
を
解
明
す
る
た
め
に
､
教

育
内
容
の
取
-
扱
い
が
変
わ
っ
た
こ
と
の
影
響
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試

み
た
｡.
実
の
と
こ
ろ
'
八
二
年
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
児
童
が
受
け
た

算
数
の
授
業
と
'
二
〇
〇
二
年
調
査
の
児
童
が
受
け
た
算
数
の
授
業
と

が
､
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
間
に
､
教
員
の

教
授
行
為
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
素
は
､
①
教
育
内
容
そ
れ

自
体
の
変
化

(削
減
や
学
年
配
当
､
取
り
扱
い
の
変
化
な
ど
)
と
､
①

教
育
方
法
の
変
化

(新
学
力
観
に
代
表
さ
れ
る
､
教
育
観
､
子
ど
も
観
'

指
導

(支
援
)
方
法
､
評
価
方
法
な
ど
の
総
体
の
変
化
)
に
大
別
で
き

る
｡
こ
の
う
ち
前
者
に
着
目
し
て
教
科
書
等
の
比
較
を
行
い
ー
設
問
を

次
の
三
つ
に
分
類
し
た
｡

①

｢移
行
措
置
対
象
設
問
｣

新
課
程
へ
の
移
行
を
容
易
に
す
る
た

216表 4 教 科書における説 明 が簡素化

された設 問の正答率の変化と設 問例 (国語

6年生)語領域の設問 2002
1982 差(カツコ内の動詞を敬語に直す設問

)正答率 正答率せんせいはきよう盲腸のため 38.1 51.2 -

13.1病院に (入院した)○その部屋にせんせい
が 36.

0 54.2 -18.2(いた)oぼく
はせんせいから 41

.1 48.1 -7.0(手紙をもらった)

oせんせいが部

屋で 29.2 47.1 一一7.9(待ってい

る)oそこ
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め
､
二
〇
〇
〇
年
度

～
二
〇
〇
一
年
度
の
間
､
省
略
す
る
も
の
と
さ
れ

た
事
項

に
か
か
わ
る
設
問

｡
百
二
十
九
間
中
十
六
間
｡

②

｢簡
素
化
｣

指
導
要
領
に
存
在
し
､
ま
た
移
行
措
置
対
象
設
問

で
は
な
い
も
の
の
中
で
'
八
二
年
時
点
に
比
べ
て
教
科
書
に
お
け
る
説

明
が
簡
素
化
さ
れ
'
な
い
し
は
例
題
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
設
問
｡
十

五
間
｡
た
だ
し
二
〇
〇
二
年
調
査
時
点
で
は
教
科
書
自
体
が
か
な
-
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
削
減

に
な
っ
て
い
る
た
め
､
全
体
と
し
て
簡
素
化
が
進
ん

だ
｡
こ
こ
で

｢簡
素
化
｣
と
し
て
分
類
し
た
の
は
､
例
題
が
存
在
し
な

-
な

っ
た
な
ど
'
格
段
に
簡
素
化
が
な
さ
れ
た
事
項
で
あ
る
｡

③

｢不
変
｣

右
記
の
い
ず
れ
で
も
な
い
設
問
｡
九
十
八
問
｡

こ
の
分
頬
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
め
て
正
答
率
の
低
下
幅
を
算
出
し
て

み
た

(教
科
書
と
の
対
応
を
明
確
に
す
る
た
め
に
当
該
学
年
の
履
修
範

囲
に
設
問
を
限
定
)｡
全
設
問
に
関
す
る
低
下
幅

一
〇

･
七
ポ
イ
ン
ト

(八
二
年
正
答
率
七
五

二

一%
1
二
〇
〇
二
年
六
四

･五
%
)
は
'
移

行
措
置
対
象
設
問
と
簡
素
化
設
問
を

除
-
こ
と
に
よ
っ
て
低
下
幅
八

･

〇
ボ
イ
ン
ー
ま
で
減
少
す
る
｡
や
や
乱
暴
な
が
ら
'

一
〇

･
七
ポ
イ
ン

ト
の
学
力
低
下
の
う
ち
二
割
強

(
一
〇

･
七
マ
イ
ナ
ス
八
･
〇
分
)
が
'

移
行
措
置
に
よ

っ
て
教
育
内
容
を
削

減
し
､
ま
た
教
科
書
に
お
け
る
説

明
を
簡
素
化
し
た
教
育
課
程
行
政
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
推
算
で
き
る
｡

学
年
に
よ
っ
て
は
こ
の
数
値
は
も

っ
と
大
き
い
｡

教
科
書
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
変
化
の
あ

っ
た
設
問
に
注
目
し
､
そ

の
正
答
率
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
を
じ
か
に
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

表
3
に
よ
れ
ば
'
明
確
に
簡
素
化
さ
れ
た
十
五
間
中
十
三
問
で
ー
正
答

率
の
低
下
が
み
ら
れ
る
｡
低
下
幅
は
n枇
大

一
三

･
八
%
で
あ
る
が
､
低

下
し
た
設
問
す
べ
て
が
三
%
以
上
の
低
下
で
あ
-
､
う
ち
十

一
間
が
五

%
以
上
の
低
下
を
み
た
｡

参
考
ま
で
に
'
国
語
に
関
し
て
も
み
て
お
こ
う

(表

4
)｡
例
示
し
た

の
は
六
年
生
の

｢敬
語
の
使
い
方
｣
で
あ
る
｡
･八
二
年
調
査
の
対
象
児

童
が
使

っ
た
教
科
書
で
は
こ
の
事
項
に
三
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
､
二
〇
〇
二
年
の
代
表
的
教
科
書
で
は
二
ペ
ー
ジ
に
す
ぎ
な

い
｡
そ
の
分
説

明
と
例
文
が
削
減
さ
れ
た
｡
そ
の
帰
結
は
最
低
で
七
%
'

最
高
で

一
八

二

一%
と
い
う
正
答
率
の
低
下
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
｡

教
育
内
容
の
取
り
扱
い
の
変
化
は
､
ス
ト
レ
ー
ー
に
子
ど
も
た
ち
の

学
力
に
影
g
:.pを
与
え
る
｡
教
育
内
容
を
削
減
し
､
ま
た
教
科
憩
の
説
明

を
わ
か
-
や
す
く

(す
る
こ
と
を
意
図
し
て
)
簡
素
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
子
ど
も
た
ち
の
学
力
は
そ
の
分
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し

ろ
基
礎
学
力
の
定
着
を
妨
げ
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
､
こ
の
結

果
は
明
示
し
て
い
る
｡

｢学
習
遅
滞
｣と
｢学
習
速
進
｣

学
力
低
下
の
議
論
は
､
そ
れ
が

｢水
準
｣
低
下
の
指
摘
に
と
ど
ま
る

限
-
十
分
で
は
な
い
.
平
均
正
答
率
に
代
表
さ
れ
る

｢水
準
問
題
｣
に

加
え
て

｢格
差
問
題
｣
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
｡
近
年
指
摘
さ
れ
る

学
力
の

｢
二
こ
ぶ
ら
く
だ
｣
現
象
は
後
者
の
視
点
で
あ
る
｡
九
〇
年
代

は
じ
め
ま
で
'
海
外
の
観
察
者
が
日
本
の
学
力
の
美
徳
と
し
て
称
賛
し

chartフジ企画217 論座 2002.ll



た
の
は
'
平
均
的
水
準
が
高
い
こ
と
だ
け
で
な

く
'
低
位
層
の
底
上
げ
に
よ
っ
て
学
力
格
差
が

小
さ
い
こ
と
だ
っ
た
｡
こ
こ
で
は
､
次
の
よ
う

に

｢学
習
遅
滞
｣
と

｢学
習
連
進
｣
を
定
義
づ

け
､
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢格
差
問
題
｣

に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

①
学
習
遅
滞

‥
｢あ
る
学
年
の
児
童
が
得
た

得
点
が

一
学
年
下
の
児
童
の
平
均
得
点
を
下
回

る
｣
場
合
を
遅
滞
し
た
状
態
と
み
な
す
｡

②
学
習
速
進

‥
｢あ
る
学
年
の
児
童
が
得
た

得
点
が

一
学
年
上
の
児
童
の
平
均
得
点
を
上
回

る
｣
場
合
を
速
進
し
た
状
態
と
み
な
す
｡

こ
こ
で
､
｢平
均
得
点
｣
と
し
て
､
二
〇
〇
二

年
調
査
に
つ
い
て
は

｢移
行
措
置
対
象
設
問
｣

図1 学習遅滞発生率(算数)
(%)

4540 ......i.2t';... 3.8...5.

.353037.5 /'''3.1で●'. '

''蒜 .1252082
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図2 学習

速進発生率(算数)(%)20151
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'■1-2345年生
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を
省
い
た
設
問

の
合
計
正
答
率
を
用
い
､
ま
た
八
二
年
調
査
に
つ
い
て

は
全
得
点
を

1
0
0

%
換
算
し
た
数
値
を
使
っ
て
い
る
｡
図
1
㌧
図
2

は
'
こ
の
手
続
き
に

し
た
が
っ
て
各
学
年
の

｢学
習
遅
滞
｣
と

｢学
習

速
進
｣
の
発
生

率
を
算
出
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
｡
定
義
上
､

一
年
生
に

は
学
習
遅

滞
が
'
ま
た
六
年
生
に
は
学
習
連
進
は
存
在
し
な
い
｡

図
1
を
み
る

と
'
二
年
生
の
六

二

%
か
ら
五
年
生
の
二
〇

･
〇
%
､

六
年
生
の
一
七

･
四
%
へ
と
､
学
年
の
進
行
に
と
も
な
っ
て

｢遅
滞
｣

発
生
率
が
お
お

む
ね
上
昇
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
上
級
学
年
ほ
ど
､
基

礎
的
学
習
内
容
が
定
着
し
な
い
子
ど
も
が
蓄
積
的
に
増
加
し
て
い
く
こ

と
を
物
語
る
｡

六
年
生
の
二
割
弱
は
五
年
生
の
平
均
を
下
回
る
学
力
の

ま
ま
小
学
校
を

卒
業
し
て
い
く
｡
な
お
こ
の
数
値
は
､
二
〇
〇
二
年
デ

ー
タ
か
ら
採
取

し
た
平
均
値
を
基
準
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
ー
八
二
年

当
時
の
平
均
正
答

率
を
基
準
と
し
て

｢学
習
遅
滞
｣
を
定
義
し
直
し
て

や
る
と
'
そ
の

発
生
率
は
三
割
強
か
ら
四
割
程
度
に
格
段
に
上
昇
し
て

し
ま
う

(図
1
の

破
線
)O
想
像
上
の
意
味
し
か
な
い
が
､
い
ま
の
子
ど

も
た
ち
が
八
二

年
の
教
室
に
い
た
と
し
た
ら
､
三
割
か
ら
四
割
の
確
率

で
学
習
遅
滞
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
遅
滞
発
生

率
を
八
二
年
と
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が
大
き
い

(た
だ
し
四
年
生
と
六

年
生
に
つ
い
て
は
有
意
差
は
な
い

)

0

他
方
､
学
習
の
進
ん
だ

｢速
進

｣

の
発
生
率
は

(図
2
)､

三
年
生
ま

で
は
遅
滞
と
比
較
し
て
ず

っ
と
小

さ
く
五
%
以
内
に
と

ど
ま
る
｡
低

学
年
で

一
年
上
の
学
年
の
平
均
水

準
を
超
え
た
学
力
を

持
つ
子
ど
も

は
ご
く
少
数
派
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

で
あ
る
｡
し

か
も
'
図
1
と
図
2
で
み
た
よ
う

に
時
系
列
的
に
変
化
の

大
き
か
っ
た
の
は
速
進
で
は
な
-
学
習
遅
滞
の
発

生
率
だ
っ
た
｡
と
す

れ
ば
､
学
力
の
分
極
化
の
程
度
が
大
き
-
な
っ
た
の

は
､
学
習
速
進
層

が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
､
学
習
遅
滞

層
が
増
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
｡

誰
が
､学
習
遅
滞
に
な
る
か
?

で
は
'

一
体
､
ど
の
よ
う
な
児
童
が

｢学
習

遅
滞
｣
と
な
り
､
｢学
習

が
四
､
五
年
生
に
な
る
と
速
進
発
生
率
は
二
割
程

度
ま
で
跳
ね
上
が
る
｡

遅
滞
発
生
率
が
学
年
の
上
昇
と
と
も
に
高
ま
る
こ
と

を
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
､
学
力
の
分
極
化
は
小
学
校
高
学
年
で
進
む
と

み
て
よ
い
｡
八
二

年
と
比
較
す
る
と
､
速
進
発
生
率
は
､
四
年
生
を
除

い
て
大
き
な
変
化

は
み
ら
れ
な
い
｡

こ
こ
で
､
｢遅
滞
｣
と

｢速
進
｣
の
発
生
率
を
合
計
し
た
結
果
を
見
よ

う

(表
5
)｡
両
者
の
合

計
は
､
学
力
が
上
位
あ
る
い
は
下
位
に
偏
っ
て
､

そ
れ
ぞ
れ
遅
滞
､
速

進
に
分
類
さ
れ
る
層
の
大
き
さ
を
示
す
｡
す
な
わ

ち
学
力
の
分
極
化
の

程
度
を
示
す
指
標
と
考
え
て
よ
い
｡
遅
速
合
計
比

率
は
､
両
年
と
も
学
年
の
上
昇
と
と
も
に
高
-
な
る
点

で
共
通
し
て
い

る
｡
こ
の
こ
と
は
､
学
年
を
追

っ
て
学
力
の
分

極
化
が
進
行
す
る
こ
と

を
示
す
｡
し
か
し
こ
の
分
極
化
の
程
度
は
､
ど
の
学
年
を
と
っ
て
も

八

二
年
と
比
べ
て
二
〇
〇
二
年
の
ほ
う
が
大
き
-
な
っ
て
い

る
｡
学
力
遅

滞
層
と
速
進
層
の
分
化
が
､
こ
の
間
よ
り
鋭
い
も
の
へ
と
変
化
し
た
の

速
進
｣
と
な
る
の
だ
ろ
う

か
｡

デ
ー
タ
を
検
討
し
て

み
る

と
､
学
習
の
遅
滞
と
速

進
は
､

家
庭
学
習
の
頻
度
と
時
間
､

通
塾
状
況
と
密

接
に
関
係
し

て
い
る
｡
学
力
と
そ
れ
ら
の

要
因
と
の
関
連
は
次
項
で
詳

細
に
み
る
こ
と
に
し
て
､
ま

ず
は
家
庭
的
背
景
と
の
関
連

を
み
て
お
こ
う
｡

表
6
は
､
家
庭
的
背
景
の

代
表
的
指
標
と
し

て
父
母
の

学
歴
を
設
定
し
､
学
習
遅
滞

屑
お
よ
び
速
進
屑
に
お
け
る

表6｢学習遅滞屑｣と｢学習速進層｣に おける
父母学歴構成比率(5年生)(%)

全体 (514)

遅滞(106) 速進(101)父大卒 51.9 28.

3 80.2父非大卒 4



構
成
比
率
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
｡
五
年
生
の
結
果
を
示
す
｡

表
は
き
わ
め
て
ク
リ
ア
な
結
果
を
示
し
て
い
る
｡
学
習
遅
滞
層
の
う

ち
高
学
歴
家
庭
の
比
率
は
二
割
強

(母
高
学
歴
の
場
合
)
か
ら
三
割
弱

(父
高
学
歴
の
場
合
)
に
す
ぎ
ず
､
残
-
の
七
割
か
ら
八
割
弱
は
相
対

的
に
低
い
学
歴
層
で
占
め
ら
れ
る
｡
逆
に
､
学
習
達
進
層
の
七
割
か
ら

八
割
は
､
高
学
歴
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
が
占
め
て
い
る
｡

学
力
問
題
に
お
い
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
｢水
準
問
題
｣

の
み
な
ら
ず

｢格
差
問
題
｣
で
も
あ
る
｡
こ
こ
ま
で
の
検
討
は
､
か
つ

て
日
本
の
学
力
が
保
持
し
て
き
た
二
つ
の
美
徳
-

平
均
的
水
準
が
高

い
の
み
な
ら
ず
､
低
位
層
の
底
上
げ
に
よ
っ
て
格
差
も
小
さ
い
-

の

い
ず
れ
を
も
､
私
た
ち
が
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
｡
し
か

も
'
学
力
の
分
極
化
は
､
家
庭
的
背
景
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
生
じ

*当該学年までの合計正答率辛( )内
は有効回答数*正

答率は%､学習時間は分表8 学習時 間別の平均正答率 (6年生)

学習時間 正答率ー5分まで

(232) 73.330分まで (264) 80.

11時間まで (300) 83.11時間以上 (1

21) 86.8全体 (917) 80.2 ている

｡高学歴家庭の子どもたちは学習連進屑に相対的に多く'遅滞層に少ないという事実は､子どもたちの学力格差が､単なる｢学力｣の格差にとどまるものではな-'｢社会的につ-られた格差｣である可能性を示唆している｡この意味で､学力問題や

教育政策は'教育学的ないし心理学的対

象から'広-社会学的検討を要する対象として位置づけられることになる｡階層による学力差､努力による学力差それでは､学力の形成を規定する要因は何だろうか｡何が学力の格差を生み出すのか｡日本の教育界では､児童の学力は努力の量によって決まるという側面が強調されてきた｡しかし'国内外の多-の社会学者が論じるように'児童の学力は'努力だけによって決まるのではなく､家庭
の経済･文化的背景が大き-影響する側面をも持つ｡

そ
の

可能性はすでに前節でみたとお

りである｡学力水準

が低下し格差も

拡大した｡しかもそれが家庭的背景 220*当該学

年までの合計正答率*()内は有効回答数*正答

率は% による格差と密接にかかわっている以上､私た

ちが注視しなければならないのは'学力形成をめぐる'社会階層と個人の努力の力学にはかならない｡にもかかわらず､学力の規定要因としての努力

と



先鋭化する学力の二極分化

差
は
残
る
の
か
｡
努
力
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
'
学
力
の
階
層
差
の
表
れ

方
は
異
な
る
の
か
｡
た
と
え
ば
､
ど
れ
く
ら
い
の
努
力
を
す
れ
ば
'
学

力
の
階
層
差
を
カ
バ
ー
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
う
し
た
問
題
を
解
き

ほ
ぐ
し
な
が
ら
､
社
会
階
層

･
努
力

･
学
力
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
､

努
力
の
意
味
や
効
用
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

そ
の
際
'
紙
幅
の
制
約
か
ら
六
年
生
の
デ
ー
タ
に
限
定
し
て
結
果
を

示
す
｡
｢社
会
階
層
｣
(以
下
で
は

｢階
層
｣
と
記
す
)
の
分
類
は
'
｢お

父
さ
ん
は
大
学
を
出
て
い
る
｣
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
に
よ
る

(有

効
回
答
数
四
百
七
十
六
人
)｡
児
童
の

｢努
力
の
量
｣
を
表
す
指
標
は
'

｢学
校
の
あ
る
日
に
家
で
勉
強
す
る
時
間
｣
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
児
童

質
問
紙
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
で
あ
る
｡

ま
ず
'
階
層
に
よ
っ
て
学
力
は
ど
う
異
な
る
の
か
'
努
力
の
量
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
学
力
差
が
生
ま
れ
て
い
る
の
か
を
､
単
純
な
集
計
に

よ
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
｡
階
層
に
よ
る
学
力
差
を
み
る
と

(表
7
)､

父
大
卒
の
児
童
の
平
均
正
答
率
が
八
三

･
六
%
だ
っ
た
の
に
対
し
'
父

非
大
卒
の
児
童
の
平
均
正
答
率
は
七
五

･
九
%
と
七

･
七
ポ
イ
ン
ト
の

差
が
あ
る
｡
学
力
は
高
階
層
で
高
い
｡
ま
た
､
同
じ
表
で
階
層
に
よ
る

努
力
量
の
差
を
み
る
と
'
父
大
卒
階
層
の
平
均
学
習
時
間
は
五
十

･
〇

分
で
あ
る
の
に
対
し
､
父
非
大
卒
階
層
の
児
童
で
は
三
十

I
･
五
分
と
､

高
階
層
の
学
習
時
間
が
十
八

･
五
分
も
長
い
｡

一
万
㌧
努
力
に
よ
る
学
力
差
を
み
る
と

(表
8
)､
平
均
正
答
率
は
､

家
で
の
学
習
時
間
が

｢十
五
分
ま
で
｣
の
児
童
で
七
三

二
二
%
､
｢三
十

分
ま
で
｣
八
〇

二

%
'
｢
一
時
間
ま
で
｣
八
三
二

%
'
｢
7
時
間
以
上
｣

八
六

･
八
%
で
あ
る
.
学
習
時
間
が
長
い

(努
力
の
[出
が
多
い
)
ほ
ど

学
力
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
｡

こ
の
結
果
は
､
学
力
が
､
階
層
と
努
力
の
い
ず
れ
か
と
か
か
わ
る
の

で
は
な
-
､
階
層
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
､
個
人
の
努
力
の

量
と
も
強
い
関
係
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
｡
こ
こ
か
ら
､
次
の
よ
う

な
仮
説
が
導
き
出
せ
る
｡
階
層
に
よ
っ
て
学
力
差
が
生
じ
る
の
は
'
高

階
層
で
努
力
の
口.出
が
多
く
､
低
階
層
で
努
力
が
少
な
い
こ
と
に
原
因
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
-

す
な
わ
ち
､
階
層
に
よ
る
学
力
差
は
､
努
力

の
品
の
違
い
を
媒
介
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
｡

こ
の
仮
説
を
検
討
す
る
た
め
に
は
､
精
密
化

(e
-a
b
oratio
n
)
と
い

う
作
業
を
行
う
こ
と
に
な
る
｡
具
体
的
に
は
､
社
会
階
層
が
子
ど
も
の

学
力
に
影
響
す
る
経
路

(パ
ス
)
を
t
O
階
層
1
努
力
1
学
力

(階
層

に
よ
っ
て
努
力
の
量
が
違
う
こ
と
の
結
果
と
し
て
学
力
格
差
が
生
ま
れ

る
)
と
'
②
階
層
1
学
力

(努
力
の
畳
に
か
か
わ
ら
ず
'
階
屑
が
学
力

を
独
自
に
規
定
す
る
)
に
分
析
し
､
ど
ち
ら
の
影
響
力
が
強
い
の
か
を

識
別
す
る
｡
階
層
独
自
の
影
幣
力

(①
)
と
努
力
を
媒
介
と
し
た
影
響

力

(①
)
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

表
9
は
'
努
力
の
量
を
統
制
し
た
と
き
の
階
層
に
よ
る
学
力
差
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
｡
父
大
卒
の
児
童
と
父
非
大
卒
の
児
童
の
平
均
正
答

率
の
差
は
'
学
習
時
間
が

｢十
五
分
ま
で
｣
の
グ
ル
ー
プ
で
は

二

一

四
%
､
｢三
十
分
ま
で
｣
五

･
五
%
､
｢
一
時
間
ま
で
｣
二
･
五
%
'
｢
一

時
間
以
上
｣
凹

二

1%
で
あ
る
｡
同
じ
学
習
時
問

へ努
力
)
で
も
'
階

層
に
よ
る
学
力
差
が
残
っ
て
お
-
､
高
階
層
ほ
ど
学
力
が
高
く
出
て
い
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る
｡
た
だ
し
'
階
層
差
は
努
力
を
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
に
強
-
残
り
､

努
力
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
は
差
が
小
さ
く
な
る
｡

表
9
か
ら
､
い
ま

一
つ
の
興
味
あ
る
事
実
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
｡
階
層
に
よ
っ
て
'
学
力
に
対
す
る
努
力
の
影
響
力
が
異
な
る
の
で

あ
る
｡
学
習
時
間
が

｢十
五
分
ま
で
｣
の
グ
ル
ー
プ
と

二

時
間
以
上
｣

の
グ
ル
ー
プ
と
の
平
均
正
答
率
の
差
は
､
父
大
卒
階
層
の
児
童
た
ち
に

限
っ
て
言
え
ば

一
〇

･
〇
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
父
非
大
卒

階
層
の
児
童
の
間

で
は
'
こ
の
差
は

l
八

･
二
ボ
イ
ン
ー
と
大
き
-
な

る
｡
相
関
係
数

(省
略
)
を
見
て
も
'
父
非
大
卒
階
層
の
ほ
う
が
学
習

時
間
と
学
力
の
相
関
が
強
い
｡
つ
ま
り
'
父
大
卒
階
層
よ
-
父
非
大
卒

階
層
で
､
努
力
に
よ
る
学
力
差
が
強
く
表
れ
て
い
る
｡

基
礎
学
力
を
測
る
テ
ス
ー
で
は
､
父
大
卒
の
児
童
に
お
い
て
は
'
努

表9 階層による学力差(6年.努力丑輸制)

学習時間 父学歴 正答率 (%)階層

差15分 父大卒 (59) 78.9 ー
2.4まで 父非大卒 (48)

66.530分 父大卒 (69) 83.

6 5.5まで 父非大卒 (

50) 78.11時間 父大卒 (108)

83.3 2.5まで 父非

大卒 (57) 80.81時間 父大卒 (
62) 88.9 4.2以

上 父非大卒 (15) 84.7父大卒 (
298) 83.7 7.4

父非大卒 (170) 7

6.3*当該学J'Fまでの合計正答率

*(
)内は有効回答数

力
が
少
な
く
て
も

〓
正
の
学
力
が
保
証
さ
れ
て
い
る
｡

一
万
で
､
父
非

大
卒
階
層
で
は
､

あ
く
ま
で
も
努
力
を
媒
介
と
し
て
学
力
が
形
成
さ
れ

る
し
く
み
に
な
っ

て
い
る
｡
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
述

べ
た
よ
う
に
､
低

階
層
の
児
童
が
学
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
'
高
階

層
の
児
童
で
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
は

な
ら
な
い

｢努
力
｣
が
不
可

欠
な
の
で
あ
る
｡

低
階
層
の
子
は
挽
回
で
き
る
の
か

こ
こ
ま
で
確
認

し
た
､
階
層

･
努
力

･
学
力
の
間
の
関
係
は
､
回
帰

分
析
と
い
わ
れ
る

手
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
ず

っ
と
ビ
ジ
ュ

ア
ル
に
表
現
で
き
る

｡
簡
単
に
い
え
ば
､
努
力

(学
習
時
間
)
を

Ⅹ
軸
､

学
力
を
y
軸
と
し
た

平
而
上
に

一
人
ひ
と
り
の
児
立
を
プ
ロ
ッ
ー
す
る
｡

そ
し
て
'
努
力
と

学
力
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
単
純
な
直
線
で
描
-
0

こ
の
作
業
を
階
層

別
に
行
い
へ
相
互
の
違
い
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
｡

回
帰
分
析
に
よ
っ
て
'
階
層

別
に
努
力

(
Ⅹ
)

と
学
力

(
y
)
の
関
係

を
グ
ラ
フ
化
し
た
の
が
図

3
で
あ
る

(
y=
ax+b
(
a
‥
傾
き
=
努
力
の

増
大
が
学
力
の
向
上
に
も
た
ら
す
影
響
の
大
き
さ

t

b

‥
努
力
立
O
の

と
き
の
推
定
学
力
))0

グ
ラ
フ
宜
み
る

と
､
第

l
に
､
努
力
量
ゼ
ロ
の
と
き
の
学
力
の
推
定

値

(
y
切
片
)
に

階
屑
差
が
み
ら
れ
る
｡
家
で
勉
強
し
な
い
と
仮
定
し

た

と
き
の
児
童
の

推
定
正
答
率
は
､
父
大
卒
階
層
の
場
合
は
八
〇

･
四

%
'
父
非
大
牢

階層は七
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図3 階層別にみた努力と学力の関係
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認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
差
は
'
努
力
を

媒
介
と
せ
ず
に
､
階
層
が
直
接
的

に
学
力
を
規
定
す
る
力
の
大
き
さ
で

あ
る
｡
学
力
形
成
に
お
け
る
､
父

大
卒
階
層
の

｢初
期
的
優
位
性
｣
と

い
っ
て
よ
い
｡
そ
し
て
､
父
非
大

卒
階
層
の
児
童
が
､
父
大
卒
階
層
の

も

っ
て
い
る
こ
の
初
期
的
優
位
性

を
補
う
た
め
に
は
､
つ
ま
り
家
で
ま

っ
た
-
勉
強
し
な
い
父
大
卒
階
層

の
児
童
の
学
力
水
準
八
〇

･
四
%
に

達
す
る
た
め
に
は
､
五
十

l
･
七

分
の
学
習
時
間

(努
力

)
が
必
要
で
あ
る
｡

第
二
に
､
階
層
別
の
二
つ
の
直
線
が
交
わ
る
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
｡

父
大
卒
階
層
の
傾
き
は
〇
･
〇
七
､

父
非
大
卒
階
層

の
傾
き
は
〇
二

一

で
あ
り
､
こ
れ
は
､
家
庭
で
百
分
勉

強
品
を
増
や
せ

ば
'
そ
れ
ぞ
れ
七

点

(父
大
卒
)へ
二
十
点

(父
非
大
卒
)

の
学
力
向
上
が
期
待
で
き
る
こ

と
を
意
味
す
る
｡
こ
の
交
点
は
､
父

非
大
卒
階
層
の
児
並
が
ど
れ
だ
け

努
力
を
す
れ
ば
'
初
期
的
優
位
性
を

も
っ
た
父
大
卒
階
層
の
児
蛍
に
追

い
つ
-
こ
と
が
で
き
る
の
か
､
そ
れ

に
必
要
な
学
習
時
閲
を
表
し
て
い

る
｡
図
に
示
さ
れ
た
そ
の
答
え
は
約

八
十
分
､
正
確
に
は
七
十
九

･
五

分
と
推
定
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
学
習

時
間
の
平
均
が
､
父
大
卒
階
層
の

五
十

･
〇
分
に
対
し
､
父
非
大
卒
階

屑
は
三
十

一
･
五
分
だ

っ
た
こ
と

を
考
え

る
と

(表
7
)､
こ
の
よ
う
な

レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
る

父
非
大
卒
階
層
の
児
童
は
少
数
で
あ
る
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

階
層
差
を
小
さ
く
す
る
二
つ
の
道

こ
う
し
て
'
父
大
卒
階
層
の
児
童

は
'
父
非
大
卒
階
層
に
比
べ
て
､

基
礎
学
力
に
お
け
る
初
期
的
優
位
性

を
有
し
､
努
力
が
少
な
-
て
も

1

定
の
学
力
が
保
証
さ
れ
て
い
る
.

1
万
､
父
非
大
卒
階
層
は
､
努
力
を

媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
､
高
学
歴
階
層
の
学
力
水
準
に

近
づ
く
O
つ
ま
り
､
両
者
が
同
じ
学

力
に
到
達
す
る
た
め
に
は
､
低
学

歴
階
層
の
児
並
の
ほ
う
が
よ

り
多
く
の
努
力
を
必
要
と
す
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
い
か
に
し
て
学
力

の
階
旧
聞
格
差
を
縮
小
さ
せ
た
ら

よ
い
の
か
に
関
し
て
'
二
つ
の
方
法

が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
.
第

1
は
'
高

-街
屑
が
保
持
し
て
い
る
初
期

的優位性を小さ-する方法｡2



第
二
に
､
低
階
層
の
子
ど
も
た
ち
の
努
力
の
可
能
性
を
高
め
る
方
法
で

あ
る
｡
初
期
的
優
位
性
は
､
学
力
の
修
得
が
､
は
じ
め
か
ら
高
階
層
の

子
ど
も
に
と

っ
て
相
対
的
に
容
易
と
な
る
よ
う
な
性
質
を
'
学
力
が
潜

在
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
｡
と
す
れ
ば
学
力
雑
得
を
め
ぐ
る
競
争

は

一
見
平
等
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
'
実
は
競
争
以
前
に
有
利
不
利
が

決
ま
っ
て
い
る
不
公
平
な
レ
ー
ス
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
の
克
服

は
､
教
育
内
容
と
教
授
過
程
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
要
請
す
る
｡
だ
か

ら
そ
の
解
消
は
､
ま
さ
に
解
決
す
べ
き
課
題

(不
平
等
問
題
)
で
あ
-
､

容
易
な
こ
と
で
は
実
現
で
き
な
い
｡
い
ま

一
つ
の
､
低
階
層
の
子
ど
も

た
ち
の
努
力
の
可
能
性
を
高
め
る
方
法
に
つ
い
て
も
'
努
力
可
能
性
が

家
庭
の
文
化
的
環
境
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
､
同
様
に
困

難
な
課
題
で
あ
る
｡

で
は
学
校
は
'
学
力
の
階
層
差
を
小
さ
-
す
る
は
ず
の
'
こ
の
二
つ

の
道
を
開
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
問
題
に
対
す
る
示
唆
を
得
る
た
め
に
'
担
任
教
師
に
着
日
し
､

彼
ら
の
学
習
指
導

･
評
価
の
方
法
を
教
室
場
面
の

｢
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
｣
と

い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
､
子
ど
も
た
ち
の
学
力
と
努
力
に
与
え
る
影

響
を
検
討
し
よ
う
｡

ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
と
は
､
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
社
会
学
者
バ
ジ
ル

･
バ
ー
ン

ス
テ
ィ
ン
の
理
論
の
中
核
を
な
す
概
念
で
､
教
育
課
程
の
編
成
か
ら
授

業
場
面
に
至
る
ま
で
の

｢教
え
る
営
み
｣
の
総
体
を
意
味
す
る
｡
ペ
グ

ゴ
ジ
ー
に
は
'
大
き
-
分
け
て

｢見
え
る
｣
も
の
と

｢見
え
な
い
｣
も

の
が
あ
る
.
見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
は
､
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
学
習
指
導
･

評
価
タ
イ
プ
を
表
し
､
学
習
内
容
や
進
度
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
た
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
､
教
科
書
中
心

･
教
師
主
導
型
の
授
業
､
テ
ス
ト
結
果
等
の

明
確
な
基
準
に
基
づ
く
評
価
を
そ
の
特
徴
と
す
る
｡
学
習
者
が

｢な
ぜ
､

ど
の
目
標
に
向
か
っ
て
学
習
す
る
の
か
｣
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
点
が

｢見
え
る
｣
と
い
う
名
称
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
､
教
授
者

の
意
図
や
評
価
基
準
が
容
易
に
は

｢見
え
な
い
｣
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
で
あ
る
｡

そ
れ
は
'
教
科
桃
断
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
'
子
ど
も
中
心
主
義
的
な
授

224

業
､
子
ど
も
の
活
動
に
表

れ
た
発
達
の
多
面
的

･
包

括
的
な
評
価
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
O

バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
は
凧
ハ

味
深

い
指
摘
を
し
て
い
る
｡

彼
は
'
い
ず
れ
の
ペ
ダ
ゴ

ジ
ー
に
お
い
て
も
ミ
ド
ル
･

ク
ラ
ス
が
有
利
で
あ
る
､

し
か
し
見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ

ー
で
は
､
学
習
の
目
的
や

内
容
､
学
業
達
成
の
度
合

い
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る

た
め
に
､
努
力
に
よ
っ
て
階

級
間
の
格
差
を
超
え
る
可

能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と

表10 ペダゴジー類型別の努力.学力の階層差 (5､6年生)

学級のペグゴジー志向 母学歴 正答率(%)､習時間

(令)見えるペグゴジー志向型の学破在範者 母非短大 .大卒 58.4 38.0母玩大 .大卒

66.7 57.9階

層差 8.3 19.9見えないペグゴジー志向型の学級在籍者 母非

短大 .大卒 53.4 33.8

母短大 .大卒 72.9

48.9階層差 19.5 15.ー*､J'1



先鋭化する学力の二極分化

い
う
｡
他
方
､
見
え
な
い
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
下
で
は
'
労
働
者
階
級
の
子
ど

も
た
ち
ほ
ど
学
習
活
動
を
主
導
す
る
原
理
を
認
識
す
る
こ
と
が
難
し
い

た
め
､
子
ど
も
の
居
心
地
は
良
い
が
'
階
級
間
の
学
力
格
差
が
ま
す
ま

す
拡
大
す
る
の
だ
と
説
明
す
る
｡

九
〇
年
代
以
降
の
教
育
改
革

(ゆ
と
-
教
育
と
新
学
力
観
)
は
､
揺

り
戻
し
が

一
部
に
見
ら
れ
る
と
は
い
え
､
基
本
的
に
は

｢見
え
る
｣
か

ら

｢見
え
な
い
｣
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
へ
の
移
行
を
志
向
し
た
も
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
｡
か
つ
て
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
は
､
日
本
に
先
駆
け
て
同
様
の
変
化

を
経
験
し
た
六
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
改
革
を
振
り
返
り
'
ペ
ダ
ゴ
ジ

ー
の
転
換
が
ミ
ド
ル

･
ク
ラ
ス
に
､
よ
-
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
し
た

と
総
括
し
て
い
る
｡
日
本
版
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
転
換
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
｡

今
回
の
調
査
で
は
､
普
段
心
が
け
て
い
る
授
業
の
あ
り
方
や
評
価
の

際
に
重
視
す
る
点
を
担
任
教
師
に
尋
ね
て
い
る
｡
そ
の
回
答
結
果
を
用

い
て
､
授
業

･
評
価
タ
イ
プ
を

｢見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
志
向
型
｣
｢見
え

な
い
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
志
向
型
｣
｢混
在
型
｣
と
い
う
三
つ
の
類
型
に
区
分
し

た
｡
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
類
型
ご
と
に
学
力
の
階
層
差
を
比
較
し
た
の
が
へ
表

10

(混
在
型
は
省
略
)
で
あ
る
｡

表
か
ら
､
算
数
の
学
力
に
お
け
る
階
層
差
は
､
見
え
な
い
ペ
グ
ゴ
ジ

ー
志
向
型
の
ク
ラ
ス
に
在
籍
し
て
い
る
児
童
の
ほ
う
が
大
き
い
こ
と
が

わ
か
る
｡
見
え
な
い
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
も
と
で
の
学
力
の
階
層
差
は
'
見

え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
｡
努
力
の
指
標
で
あ
る

学
習
時
問
を
見
る
と
､
階
層
差
は
見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
で
大
き
く
な
る
｡

し
か
し
注
目
す
べ
き
は
学
習
時
間
が
両
階
層
と
も
に
'
見
え
な
い
ペ
グ

ゴ
ジ
ー
よ
-
も
見
え
る
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
の
学
級
在
籍
者
の
ほ
う
が
長
く
な

っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
結
果
と
し
て
､
努
力
の
効
用
が
大
き
い
低
学
歴

屑
と
､
高

学
歴
屑
の
学
力
が
近
づ
-
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
｡

さ
ら
に

こ
の
表
で
着
目
す
べ
き
点
は
､
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
の
効
果
が
高
学

歴
層
と
低
学
歴
層
で
ま

っ
た
く
逆
の
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
高
学
歴
層
で
は
見
え
な
い
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
の
ほ
う
が
平
均
点
が
高
く

な
る
の
に
対
し
'
低
学
歴
屑
で
は
見
え
る
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
の
ほ
う
が
平
均

点
が
高
い
｡
見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
志
向
型
の
学
級
で
学
力
の
階
層
差
が

小
さ
い
の
は
､
こ
の
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
が
低
学
歴
層
の
学
力
を
引
き
上
げ
る

効
果
を
も
つ
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
｡
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
の
指
摘
が
､
日

本
の
文
脈
で
も
あ
て
は
ま
る
可
能
性
が
あ
る
｡

以
上
の
検
討
は
'
教
師
の
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
と
学
力
の
関
係
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
の
､
努
力
と
の
関
連
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
な
ど
､
な
お
検

討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
か
っ
た
次
の
点
に
関
し
て

一
歩
進
ん
だ
知
見
を
提
供
し
て
く

れ
る
｡
第

一
に
'
子
ど
も
の
学
力
形
成
に
は
､
教
育
内
容
の
み
な
ら
ず
､

そ
れ
が
伝
達
さ
れ
る
過
程
の
様
式
=
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
が
か
か
わ
る
｡
こ
の

意
味
で
､
ど
ん
な
知
識
が
数
え
ら
れ

る
か
だ
け
が
重
要
な
わ
け
で
は
な

い
｡
ど
う
知
識
が
伝
達
さ
れ
る
の
か
も
学
力
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
｡

第
二
に
､
見
え
な
い
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
は
見
え

る
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
に
比
べ
て
'

学
力
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
階
層
差
を
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
｡

す
な
わ
ち
見
え
な
い
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
へ
の
転
換
を
基
調
と
し
た
教
育
改
革

は
､
学
力
の
階
層
差
を
広
げ
た
お
そ
れ
が
あ
る
｡
第
三
に
､
階
層
差
を
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縮
め
る
に
は
､
見
え
る
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
｡

た
だ
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
懐
重
な
検
討
が
必
要
と
な
る
｡
見
え
る

ペ
グ
ゴ
ジ
ー
の
重
視
は
､
低
階
層
の
学
力
を
底
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
学
力
格
差
を
小
さ
-
す
る
｡
そ
れ
は
た
し
か
に
､
学
力
の

｢格
差

問
題
｣
を
縮
小
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
､
同
時

に

｢水
準
問
題
｣
を
解
決
す
る
手
段
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡
｢見
え
る
｣

か

｢見
え
な
い
｣
か
､
ど
ち
ら
の
ペ
グ
ゴ
ジ
ー
が
望
ま
し
い
の
か
と
い

こ
ぴ
けう

う
二
分
法
的
な
問
題
の
立
て
方
自
体
が
､
誤

謬

を

生
ん
で
し
ま
う
の
か

も
し
れ
な
い
｡

E

Q
u
a-ity
=
E

q

u
巴
i{y
+

Q
亡
a
-it
y

す
べ
て
の
教
育
行
政
が
念
頭
に
お
く
べ
き
基
本
的
な
原
則
が
あ
る
｡

そ
れ
を
｣
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
t
E
Q
u
a
-ity
で
あ
る
｡
E
q
ua-
ity

(平
等
)
と

Q
u
atity
(質
)
の
合
成
で
あ
る
こ
の
言
葉
が
意
味

し
て
い

る
の
は
'
教
育
シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
､
維
持
し
て
い
く
う
え
で
､
平
等

な
教
育
と
質
の
高
い
教
育
成
果
の
双
方
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
原
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
教
育
に
お
け
る
卓
越
性
の
回
復
を

通
じ
て
そ
の
国
家
的
危
機
を
脱
し
よ
う
と
も
-
ろ
ん
だ
八
〇
年
代
ア
メ

リ
カ
の
教
育
改
革
が
最
後
に
行
き
着
い
た
の
は
t
E

Qua-ity
だ
っ
た
｡

卓
越
性
を
追
求
し
な
け
れ
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
の

中
で生
き
残

っ
て

は
い
け
な
い
､
だ
が
同
時
に
平
等
も
追
求
し
な
け
れ
ば
社
会
を
維
持
す

る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
､
い
ま

の
日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
も
あ
て
は
ま
る
｡

こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
'
私
た
ち
は
論
点
を
絞
-

込
ん
で
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
｡
そ
の
と
き
念
頭
に
お
い
た

の
は
E
Q
ua
-ity
の
基
準
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
レ
ポ
-
ー
の
冒
頭
で

確
認
し
た
の
は
'
八
二
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
の
小
学
生
の
算

数
の
学
力
の
低
下
傾
向
で
あ
る
｡

こ
の
低
下
の
あ
る
部
分
は
､
教
科
書

の
簡
素
化
に
代
表
さ
れ
る
､
教
育
内
容
の
取
-
扱
い
に
か
か
わ
る
行
政

施
策
が
引
き
起
こ
し
た
可
能
性
が
あ
る
｡
ゆ
と
-
教
育
や
新
学
力
観
が

教
師
た
ち
の
伝
統
的
な
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
を
も
変
え
た
こ
と
を
考
え
る
と
､

教
育
行
政
が
も
た
ら
し
た
マ
イ
ナ
ス
の
貢
献
は
､
本
稿
で
推
定
し
た
以

上
に
ず
っ
と
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
学
力
問
題
の

検
討
の
視
点
を
'
主
と
し
て
Q
u
a-ity
に
お
い
た
議
論
で
あ
る
｡

だ
が
私
た
ち
が
提
起
し
た
か
っ
た
､よ
-
重
要
な
問
題
は
､
E
q
u
al
ity

の
達
成
に
か
か
わ
っ
て
い
る
｡
学
習
遅
滞
と
速
進
の
発
生
率
の
検
討
か

ら
'
学
力
格
差
の
拡
大
傾
向
が
見
え
て
き
た
｡
こ
の
学
力
格
差
は
､
家

庭
的
背
景
と
密
接
に
か
か
わ
る
｡

子
ど
も
た
ち
の
学
力
形
成
に
は
､
た
し
か
に

｢努
力
｣
が
影
響
す
る
｡

努
力
す
れ
ば
学
力
が
上
が
る
と
い
う
関
係
が
明
白
に
あ
る
｡
だ
が
同
時

に
家
庭
的
背
景
も
ま
た
､
二
つ
の
経
路
を
通
じ
て
､
子
ど
も
の
学
力
を

規
定
す
る
o

l
つ
は
､
高
階
層
の
子
ど
も
ほ
ど
努
力
量
が
多
く
な
る
と

い
う
'
努
力
を
媒
介
と
し
た
経
路
を
通
じ
て
｡
い
ま

一
つ
は
､
基
礎
学

力
の
獲
得
に
お
い
て
は
じ
め
か
ら
高
階
層
の
子
ど
も
が
優
位
に
立
っ
て

い
る
と
い
う
'
家
庭
的
背
景
が
学
力
を
直
接
規
定
し
て
し
ま
う
経
路
を

226



先鋭化する学力の二極分化

通
じ
て
｡
努
力
は
た
し
か
に
効
用
を
も
つ
､
し
か
し
同
じ
学
力
に
到
達

す
る
た
め
に
は
､
低
階
層
の
子
弟
に
よ
-
多
-
の
努
力
を
強
い
る
の
が
'

い
ま
の
日
本
の
学
力
社
会
の
構
図
で
あ
る
｡
単
に
機
会
を
平
等
に
し
て

も
､
そ
れ
だ
け
で
は
家
庭
的
背
景
に
よ
る
学
力
の
差
異
は
解
消
さ
れ
な

い
｡
も
う

一
つ
の
､
機
会
の
均
等
を
超
え
た
積
極
的
な

｢平
等
｣
施
策

が
必
要
な
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

そ
の
施
策
は
'
学
力
の
初
期
的
優
位
性
を
持
た
ず
､
ま
た
努
力
を
促

す
家
庭
環
境
に
も
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
を
逆
差
別
的
に
処
遇
L
t

彼
ら
と
そ
の
家
族
を
積
極
的
に
支
援
す
る

(さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
投
下

す
る
)
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
､
教
育
を
競
争
的
な

市
場
の
中
に
放
り
込
ん
で
､
敗
者
で
は
な
-
そ
の
勝
者
た
ち

(卓
越
し

た
学
校
や
子
ど
も
)
に
積
極
的
な
資
源
投
下
を
行
お
う
と
す
る
政
策
と

は
対
極
を
な
す
｡

学
力
低
下
論
と
い
う
､
そ
の
名
が
指
し
示
す
よ
う
に
､
メ
デ
ィ
ア
と

人
々
の
関
心
は
､

Q
ua-ity
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
｡
文
科
省
が
矢
継
ぎ
早

に
繰
り
出
し
て
い

る
学
力
対
策
事
業
の
多
-
の
焦
点
も
､
教
育
の
質
の

回
復
に
置
か
れ
て
い
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
E
q
u
a
-ity
の
視
点
か
ら
の
事

実
の
観
察
と
改
革
方
策
の
提
示
が
重
要
で
あ
る
｡
階
層
間
題
を
忌
避
す

る
日
本
社
会
の
風
潮
は
､
人
々
の
関
心
を
こ
の
間
題
か
ら
そ
ら
せ
続
け

て
き
た
｡
文
科
省
に
い
た
っ
て
は
､
教
育
に
お
け
る
階
層
間
題
が
日
本

社
会
に
は
ま
っ
た
-
存
在
し
な
い
と
い
う
世
界
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る

と
し
か
､
私
た
ち
に
は
思
え
な
い
｡

学
力
の
社
会
的
格
差
が
大
き
-
な
っ
て
い
っ
た
と
き
､
ど
の
よ
う
な

あ

い

ろ

日
本
社
会
の
変
貌
が
予
想
さ
れ
る
の
か
｡
そ
し
て
そ
の

陸

路

か
ら
ど
う

し
た
ら
脱
出
で
き
る
の
か
｡
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
こ
の
間
題
に
言
及

し
て
い
る
余
裕
が
小
論
に
は
な
い
｡
た
だ
い
え
る
の
は
､
日
本
社
会
が

教
育
の
み
な
ら
ず
総
体
と
し
て
進
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
階
層
化
社

会
へ
の
道
を
遮
断
す
る
手
段
と
し
て
'
教
育
は
有
効
な
は
ず
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
教
育
の
世
界
に
階
層
間
題
は
な
い
こ
と
を
装
う
教
育
行

政
は
､
こ
の
可
能
性
を
放
棄
し
続
け
る
だ
け
で
な
-
､
階
層
化
に
教
育

を
加
担
さ
せ
続
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
◎

み
み
づ
か

ひ
ろ
あ
き

一九
五
三
年
､
長
野
県
生
ま
れ
｡
お
茶
の
水

女
子
大
学
文
教
育
学
部
教
授
｡
教
育
社
会
学
｡
東
京
大
学
大
学
院
単
位

取
得
退
学
｡
編
著
啓
に
r変
わ
る
若
者
と
職
業
世
界

ト
ラ
ン
ジ
ツ
シ

ョ
ン
の
社
会
学
｣
｢高
校
生
文
化
と
進
路
形
成
の
変
容
｣
な
ど
｡

か
ね
こ

ま
り
こ

一九
六
九
年
､
東
京
都
生
ま
れ
｡
東
京
学
芸
大
学

教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師
｡
学
校
社
会

学
｡
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
o
主
著
に
｢教
室
に

お
け
る
評
価
を
め
ぐ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
ー
子
と
も
た
ち
の
行
動
戦
略
と

学
校
適
応
｣
な
ど
｡

も
ろ
た

ゆ
う
こ

l九
六
三
年
､
鹿
児
島
県
生
ま
れ
｡
お
茶
の
水
女

子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
博
士
課
程
在
籍
｡
家
族
社
会
学
｡
主

著
に
｢進
路
と
し
て
の
無
業
者
-
教
師
の
認
識
と
指
蕃

r理
論
J｣
な
ど
.

や
ま
だ

て
つ
や

一九
七
三
年
､
沖
縄
県
生
ま
れ
｡
一橋
大
学
大
学

院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
在
粁
O
教
育
問
題
の
社
A育
十.
主
著
に
｢不

登
校
の
親
の
会
が
有
す
る
.(
タ
コ
ジ
ー
の
特
質
と
機
能
-
不
登
校
言
説

の
形
成
過
程
に
関
す
る
一考
察
｣
(近
刊
)
な
ど
｡
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