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「
万
人
の
た
め
の
教
育
」
実
現
へ
向
け
て

　

今
日
、
世
界
中
に
は
学
校
に
通
う
こ
と
の
で
き
な
い
学
齢
期
の
子
ど
も
た
ち
が
約
六
七
〇
〇
万
人
、
文
字

の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
一
五
歳
以
上
の
人
々
は
約
七
億
九
六
〇
〇
万
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
多
く

◎ 

第
3
章

上
智
大
学
総
合
人
間
科
学
部
教
育
学
科
准
教
授

北
村
友
人

Y
u

to K
itam

u
ra

途
上
国
の
教
育
普
及
と
教
育
開
発
研
究
の
役
割

│
教
育
を
通
し
て「
市
民
」を
育
て
る
│

IATSS会員
カリフォルニア大学ロサンゼル
ス校教育学大学院博士課程
修了。国連教育科学文化機関
（UNESCO）、名古屋大学大学院
国際開発研究科准教授を経て
2010年より現職。専門分野は比
較教育学。主な著書は『揺れる世
界の学力マップ』など。
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は
開
発
途
上
国
（
以
下
、
途
上
国
）
で
生
活
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
六
〇
％
以
上
が
女
子
・
女
性
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
が
基
礎
的
な
教
育
を
受
け
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
状
況
を
改
善
す
る

た
め
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
が
国
際
社
会
の
な
か
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、「
万
人
の
た
め
の
教
育
（E
FA

 : E
ducation for A

ll

）」（
資
料
１
）
と
い
う
国
際
目

標
の
も
と
で
、
世
界
中
の
途
上
国
に
お
け
る
基
礎
教
育
普
及
の
た
め
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。

　

E
F
A
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
・
社
会
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
が
等
し
く
、
基
礎
的
な
教
育
を
受
け

る
機
会
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
合
意
し
た
国
際
目
標
で
あ
る
。
こ
の
目
標
は
、
国
連
教
育

科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
や
国
連
児
童
基
金
（
ユ
ニ
セ
フ
）、
世
界
銀
行
な
ど
の
国
際
機
関
が
共
催
し
た

「
万
人
の
た
め
の
教
育
世
界
会
議
」（
一
九
九
〇
年
三
月
）
と
「
世
界
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
」（
二
〇
〇
〇
年
四
月
）

に
お
い
て
、
細
部
の
修
正
を
経
な
が
ら
も
基
本
的
に
二
度
に
わ
た
っ
て
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

E
F
A
に
お
い
て
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
基
礎
的
な
教
育
を
受
け

る
権
利
は
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
国
家
な
ら
び
に
国
際
社
会
は
最
善
を
尽

く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
E
F
A
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
ま
で
初
等
教
育
を
中
心
に
理
解
さ
れ
て
い
た
基
礎
教
育
の
概
念
を
拡

大
し
、
よ
り
包
括
的
か
つ
柔
軟
な
教
育
の
あ
り
方
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
等
教
育
を
中

心
と
す
る
公
的
な
学
校
教
育
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
就
学
前
教
育
、
職
業
教
育
、
成
人
識
字
教
育
な
ど
も
含

め
た
幅
広
い
領
域
の
教
育
を
、
子
ど
も
、
青
年
、
大
人
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
に
対
し
て
、
人
種
、
性
別
、
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資料1　これまでに合意されたEFA目標

出典　UNESCO (1990; 2000)より、筆者が要約して訳出

万人のための教育世界会議
（1990年）

1．とくに貧しい子どもたちや不利な
立場に置かれた子どもたち、障害
をもつ子どもたちに対する、早期
幼児ケア・発達活動の拡張

2．2000年までに、初等教育（ある
いは各国が「基礎」と見なすレベ
ル以上の教育）へのアクセスと修
了を普遍化

3．一定の年齢層の一定の比率の
者に必要とされるレベルまで、学
習到達度を向上

4．2000年までに、とくに女性を中
心として、成人の非 識 字 率を
1990年の水準の半分に削減

5．若者と成人のために、基礎教育な
らびに基本的な技能（essential 
skills）の訓練の機会を拡充

6．個人や家族が、より良い生活や
健全かつ持続可能な開発に必
要とされる知識・技能・価値観を
獲得する機会の拡大

1．とくに最も不利な立場に置かれ
た子どもたちや障害をもつ子ども
たちに対する、早期幼児教育・就
学前教育の拡充

2．2015年までに、すべての子ども
たちに無償・義務制の良質な初
等教育へのアクセスを保障

3．適切な学習・生活技能（learning 
and life-skills）プログラムへの公
正なアクセスを保障

4．2015年までに、とくに女性を中
心として、成人識字率を2000年
の水準から50％改善

5．2005年までに、初等・中等教育
での男女間格差を解消し、2015
年までに、教育におけるジェン
ダーの平等を達成

6．あらゆる側面における教育の質
（quality of education）を改善

世界教育フォーラム
（2000年）
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階
層
な
ど
に
よ
る
差
別
な
く
、
提
供
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
初
等
教
育
の
完

全
普
及
や
成
人
の
非
識
字
率
の
半
減
な
ど
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
E
F
A
を
達
成
す
る
と
い
う
目
標
が
設
定

さ
れ
、
す
べ
て
の
人
が
基
礎
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
E
F
A
目
標
が
合
意
さ
れ
た
背
景
に
は
、
と
く
に
途
上
国
に
お
け
る
人
的
資
源
の
重
要
性
が
広

く
認
識
さ
れ
る
な
か
で
教
育
分
野
へ
の
関
心
が
一
九
八
〇
年
代
に
高
ま
り
、
先
進
国
や
国
際
機
関
に
よ
る
途

上
国
へ
の
基
礎
教
育
援
助
が
幅
広
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
標
を

掲
げ
た
だ
け
で
は
、
具
体
的
な
実
践
に
な
か
な
か
結
び
つ
い
て
い
か
な
い
。
と
く
に
、
途
上
国
で
基
礎
教
育

を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
は
、
途
上
国
政
府
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
も
多
く
、
先
進
国
の
援
助
機
関
、

国
際
機
関
、
市
民
社
会
組
織
（
N
G
O
な
ど
）
の
助
け
を
得
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

E
F
A
推
進
に
お
け
る
課
題

　

近
年
、
多
く
の
国
で
は
政
府
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
進
ん
で
お
り
、
基
礎

教
育
分
野
に
お
け
る
学
校
教
育
の
拡
充
は
、
資
金
の
増
加
や
教
員
の
確
保
と
い
っ
た
財
政
支
出
の
増
大
を
伴

う
施
策
が
必
要
に
な
る
た
め
、政
府
に
と
っ
て
は
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、

世
界
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
機
関
や
先
進
国
の
援
助
機
関
は
、
教
育
援
助
へ
の
資
金
額
を
増
や
す
な
ど

の
対
応
を
と
っ
た
が
、
そ
の
総
額
に
し
て
も
、
資
金
の
拠
出
方
法
に
し
て
も
、
多
く
の
途
上
国
に
と
っ
て
は
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決
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
と
く
に
国
際
機
関
に
は
多
様
な
リ
ソ
ー
ス
（
知
識
、
情
報
、
専
門
家
、
財
源
な
ど
）
が
蓄
積
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
機
関
の
間
で
の
協
調
関
係
が
必
ず
し
も
十
分
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
ず
、
リ
ソ
ー
ス
の
さ
ら
な
る
効
率
的
・
効
果
的
な
活
用
が
必
要
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
E
F
A
は
教
育
が
普
及
す
れ
ば
社
会
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
機
能
主
義
的
な
教
育
観
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
教
育
の
社
会
的
機
能
を
積
極
的
に
評
価
し
、
教
育
を
通
し
た
国
民
統

合
や
体
制
の
維
持
・
再
生
産
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
学
校
現

場
に
お
い
て
は
、
E
F
A
の
旗
印
の
も
と
に
基
礎
教
育
の
拡
充
が
性
急
に
試
み
ら
れ
、
公
立
学
校
に
お
け
る

教
育
の
質
が
低
下
し
、
結
果
と
し
て
地
域
間
・
階
層
間
の
教
育
格
差
の
拡
大
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
例
も

み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
初
等
教
育
の
無
償
化
政
策
や
地
方
分
権
化
が
、
必
ず
し
も
地
域
の
人
々
の
積
極
的
な
学
校
運

営
へ
の
参
加
を
促
す
わ
け
で
は
な
く
、行
政
へ
の
依
存
が
増
す
こ
と
で
か
え
っ
て
親
の
関
与
が
消
極
的
に
な
っ

て
し
ま
う
ケ
ー
ス
す
ら
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
E
F
A
の
推
進
に
関
し
て
象
徴
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
際
機
関

や
援
助
機
関
が
主
導
し
て
中
・
長
期
的
な
教
育
計
画
を
立
て
続
け
る
こ
と
が
、
各
国
の
教
育
状
況
を
改
善
す

る
上
で
必
要
不
可
欠
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
と
く
に
E
F
A
の
推
進
過
程
で

み
ら
れ
る
問
題
と
し
て
は
、
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
の
指
標
目
標
の
達
成
に
重
点
が
置
か
れ
、
国
内
の
地
域
間
格

授業風景（カンボジア）
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差
の
是
正
や
学
校
に
お
け
る
学
習
成
果
の
向
上
な
ど
の
課
題
に
対
し
て
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
提
示
し
き

れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

そ
の
原
因
と
し
て
、
政
策
レ
ベ
ル
で
は
二
〇
一
五
年
ま
で
に
国
際
目
標
を
達
成
し
た
い
と
い
う
援
助
側
の

強
い
要
望
と
、
政
府
側
の
政
権
の
持
続
と
安
定
と
い
う
動
機
が
結
び
つ
き
、
教
育
に
多
額
の
資
金
が
投
入
さ

れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
策
対
話
の
過
程
に
一
般
の
人
々
が
参
加
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

教
育
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
政
治
の
手
段
化
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
状
況
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
改
め
て
教
育
改
革
の
担
い
手
が
誰
で
あ
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
は
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
「
市
民
」
で
あ
り
、
政
府
や
国
際
機
関
と
い
っ
た
公

的
な
ア
ク
タ
ー
は
、
あ
く
ま
で
も
「
市
民
」
の
自
立
的
・
自
律
的
な
改
革
を
支
援
す
る
役
割
を
果
た
す
べ
き

で
あ
る
。

新
自
由
主
義
の
影
響
と
E
S
D

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
先
進
国
と
途
上
国
の
区
別
な
く
画
一
的
な
教
育
改
革

が
、
新
自
由
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
な
が
ら
進
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
規
制

緩
和
や
地
方
分
権
化
、
市
場
経
済
の
競
争
原
理
な
ど
が
教
育
部
門
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
学
校
や
教
師
の
自
立
・
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自
律
を
促
す
と
と
も
に
、
教
育
格
差
の
拡
大
や
学
歴
競
争
の
激
化
な
ど
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
と

く
に
、
教
育
制
度
や
教
育
行
政
の
整
備
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
途
上
国
に
お
い
て
は
、
国
際
機
関
や
先
進

国
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
一
般
的
に
先
進
国
で
行
わ
れ
て
い
る
教
育
施
策
を
モ
デ
ル
と
し
て
導
入
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
。

　

基
本
的
に
、
市
場
原
理
の
経
済
思
想
に
も
と
づ
く
新
自
由
主
義
は
、
公
共
部
門
に
対
す
る
国
家
の
関
与
・

介
入
を
限
定
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
自
由
主
義
の
台
頭
に
伴
い
富
の
再
分
配

機
能
が
国
家
か
ら
市
場
に
譲
渡
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
国
家
の
相
対
化
が
進
み
、
国
家
と
国
民
個
人
の
関
係

性
が
変
質
し
、「
自
立
・
自
律
し
た
市
民
」
が
「
自
己
責
任
」
を
も
っ
て
競
争
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
資
金
、
財
、
労
働
力
、
技
術
な
ど
が
自
由
に
移
動

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
お
い
て
、
経
済
や
文
化
が
国
際
化
し
、
移
民
な
ど
が
増
加
す
る
と
い
っ
た
現

象
が
起
こ
る
こ
と
に
伴
い
、
多
文
化
共
生
の
教
育
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
民
主
主
義
の
発
展
と
公
共
モ
ラ
ル

の
育
成
を
求
め
て
「
市
民
性
の
教
育
」
が
多
く
の
国
で
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
制
度
や
政
治
体
制
が
い
ま
だ
に
脆
弱
な
多
く
の
途
上
国
に
お
い
て
は
、

多
文
化
・
多
民
族
・
多
言
語
な
状
況
を
し
ば
し
ば
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
教
育
を
通
し
た
国
民
統
合

や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
涵
養
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
自
由
主
義
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
く
教
育
改
革
が
、
し
ば
し
ば
国
家
主
義
的
な
思
潮
と
相
互
補
完
的
な
関
係
を
保
ち

な
が
ら
推
進
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
教
育
政
策
の
策
定
過
程
や
実
施
現
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場
に
お
い
て
は
、
E
F
A
実
現
へ
向
け
た
教
育
改
革
が
結
果
と
し

て
政
府
を
中
心
と
す
る
「
上
か
ら
の
改
革
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
、
政
府
主
導
の
教
育
改
革
が
多
く
の
国
で
推
進
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
し
た
傾
向
を
結
果
と
し
て
国
際
機
関
の
支
援
も
助

長
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
途
上
国
で
は
、
個
人
の
自
立
・
自
律
を
謳

い
つ
つ
も
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
の
強
化
が
同
時
に
目
指
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
、
個
人
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
ロ
ー
カ

ル
な
レ
ベ
ル
か
ら
の
自
立
的
・
自
律
的
な
教
育
改
善
を
目
指
す
「
下

か
ら
の
改
革
」
の
試
み
で
も
あ
る
「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の

教
育（E

SD
:E

ducation for Sustainable D
evelopm

ent

）」（
資

料
２
）
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

E
S
D
は
、E
F
A
推
進
の
過
程
に
み
ら
れ
る
「
上
か
ら
の
改
革
」

へ
の
対
抗
的
な
議
論
を
提
起
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

E
S
D
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る
サ
ミ
ッ
ト
」
で
提
唱
さ
れ
、
同
年
一
二
月
の
国
連

資料 2　ESDのための15の戦略的テーマ

出典　北村（2011b）125頁

視　点

社会・文化

環　境

経　済

人権、平和と人間の安全保障、男女同権、
文化の多様性と異文化理解、健康、エイズ問題、ガバナンス

貧困削減、企業の責任と説明能力、市場経済

自然資源（水、エネルギー、農業、生物の多様性）、気候変動、
農村開発、持続的都市化、災害の防止と軽減

項　目
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総
会
で
ユ
ネ
ス
コ
を
主
導
機
関
と
す
る
「
国
連
・
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
の
十
年
（
D
E
S
D
）」

（
二
〇
〇
五
年
〜
二
〇
一
四
年
）
が
採
択
さ
れ
た
。
E
S
D
と
は
、「
個
人
個
人
の
レ
ベ
ル
で
地
球
上
の
資
源

の
有
限
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
考
え
を
持
っ
て
、
新
し
い
社
会
秩
序
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
地

球
的
な
視
野
を
持
つ
市
民
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
」 

で
あ
り
、「
社
会
・
文
化
」、「
環
境
」、「
経
済
」
の
3

つ
の
領
域
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
。

　

E
S
D
の
概
念
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
深
刻
化
し
て
き
た
環
境
問
題
に
対
し
て
教
育
の
場
か
ら
そ
の
改

善
を
目
指
そ
う
と
す
る
「
環
境
教
育
」
と
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
高
ま
り
を
受
け
て
一
九
八
〇
年
代
か
ら

理
論
面
な
ら
び
に
実
践
面
に
お
い
て
多
様
な
成
果
を
挙
げ
て
き
た
「
持
続
可
能
性
」
に
関
す
る
考
え
方
と
か

ら
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
E
S
D
が
対
象
と
す
る
教
育
の
領
域
は
、
環
境
、
福
祉
、

平
和
、
開
発
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
子
ど
も
の
人
権
教
育
、
国
際
理
解
教
育
、
貧
困
撲
滅
、
識
字
、
エ
イ
ズ
、
紛

争
防
止
教
育
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る 

。

途
上
国
の
教
育
を
み
る
学
術
的
な
視
点

　

こ
こ
ま
で
途
上
国
の
教
育
に
関
す
る
実
践
的
な
関
心
に
つ
い
て
概
説
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
国
際
教
育

協
力
の
あ
り
方
を
学
術
的
に
分
析
す
る
分
野
が
教
育
開
発
研
究
で
あ
る
。
こ
の
分
野
は
、
こ
れ
ま
で
基
本
的

に
は
欧
米
の
研
究
者
た
ち
が
国
際
的
な
研
究
の
潮
流
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
が
、
近
年
、
日
本
人
研
究
者
た
ち
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に
よ
る
研
究
活
動
も
活
発
化
し
て
き
て
い
る
。

　

教
育
開
発
研
究
で
は
、
途
上
国
の
教
育
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
ア
ク
セ
ス
、
公
平
性
、
公
正
さ
、
質
、
適
切

性
（relevance

）、
効
率
性
、
費
用
・
財
政
な
ど
の
諸
領
域
を
対
象
と
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
多
く
の
途
上
国
で
は
こ
れ
ら
の
領
域
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ

の
な
か
か
ら
優
先
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
政
策
に
落
と
し
込
み
、
教
育
現
場
で
の

実
践
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
作
業
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
教
育
開
発
研
究
に
は
、
研
究
成
果
を
活
か

し
て
実
際
の
教
育
制
度
、
教
育
行
財
政
、
教
育
内
容
、
教
育
方
法
な
ど
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
途
上

国
の
教
育
政
策
や
教
育
現
場
に
対
し
て
一
定
レ
ベ
ル
の
実
践
的
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
教
育
開
発
研
究
に
は
、「
開
発
の
た
め
の
教
育
」、「
教
育
の
開
発
・
発
展
」、「
教
育
と
開
発
」

と
い
う
三
つ
の
視
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
の
視
点
は
、
途
上
国
の
社
会
経
済
開
発
の
基
礎
を
つ
く
る
た
め
の
教
育
の
役
割
に
焦
点
を
あ
て
て
い

る
。
と
く
に
人
的
資
本
論
に
代
表
さ
れ
る
経
済
成
長
重
視
の
立
場
か
ら
は
、
質
の
高
い
教
育
を
効
率
的
に
普

及
さ
せ
、
優
れ
た
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
が
、
国
家
や
社
会
の
経
済
開
発
を
進
め
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
優
勢
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
の
視
点
は
、
教
育
を
基
本
的
な
人
権
と
捉
え
る
こ
と
で
、
教
育
そ
れ
自
体
に
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る

と
考
え
る
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
性
別
、
年
齢
、
人
種
、
出
自
な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
、
公
平
な

教
育
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
す
べ
て
の
人
に
保
障
す
る
と
い
う
理
想
を
掲
げ
た「
世
界
人
権
宣
言
」（
一
九
四
六
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年
）
や
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」（
一
九
八
九
年
）
な
ど
の
国
際
的
な
合
意
に
、
そ
の
基
礎
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
就
学
状
況
や
男
女
格
差
の
改
善
と
い
っ
た
教
育
機
会
の
拡
大
や
、
教
育
の
質
的

な
向
上
と
い
っ
た
課
題
が
主
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
を
比
べ
る
と
、
前
者
が
開
発
に
と
っ
て
の
教
育
の
役
割
を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
教
育
そ
の
も
の
が
開
発
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
第
三
の
視
点
は
、
教
育
と
開
発
の

間
の
関
係
性
に
つ
い
て
ど
ち
ら
か
に
主
軸
を
置
く
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
方
で
あ

る
。
こ
の
視
点
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
と
開
発
の

関
係
に
正
の
相
関
を
見
出
す
「
近
代
化
論
」
に
も
と
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
途
上
国
の
位
置
づ
け
を
国
際
的

な
従
属
・
搾
取
の
関
係
か
ら
理
解
す
る
「
従
属
理
論
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
、
教
育
が
経
済
成
長
に
必
要
な
人
的
資
本
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
分
析
的
に
提
示
さ
れ
、
援

助
機
関
な
ど
に
よ
る
国
際
教
育
協
力
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
、
国
際
的
・
国
内
的
な
従
属
・
搾
取
関
係
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
な
く
教
育
拡
大
を
行
っ
て
も
、
途
上
国

の
従
属
が
さ
ら
に
進
む
結
果
に
な
る
だ
け
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　

教
育
開
発
研
究
は
、
途
上
国
に
お
け
る
教
育
開
発
と
い
う
現
象
を
、
こ
れ
ら
3
つ
の
視
点
か
ら
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
視
点
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
み
を
選
ぶ
べ

き
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
各
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
開
発
研
究
を
進
め
る
う
え
で
、
研
究
対
象
と
す

る
国
や
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
文
脈
に
沿
っ
て
、
複
数
の
視
点
を
組
み
合
わ
せ
る
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こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
い
ず
れ
の
視
点
に
お
い
て
も
、
教
育
に
は

国
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
涵
養
し
た
り
、

市
民
性
を
陶
冶
し
た
り
す
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
こ

と
を
鑑
み
、
多
文
化
・
多
民
族
・
多
言
語
な
国
家
形

態
を
し
ば
し
ば
有
す
る
途
上
国
に
お
い
て
は
教
育
の

普
及
を
通
し
た
社
会
統
合
の
促
進
が
期
待
さ
れ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
理
論
的
・
方
法
論
的
な
関
心
の
多

様
性
と
実
践
的
な
問
題
設
定
の
幅
広
さ
か
ら
、
教
育

開
発
研
究
は
「
統
合
的
分
野
」
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
資
料
３
で
示
す
よ
う
に
、
理
論

に
関
し
て
は
学
際
性
が
特
徴
で
あ
り
、
社
会
科
学
と

行
動
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
け
る
知
見

が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
践
に
関
し
て
は
制

度
化
さ
れ
た
学
校
教
育
、
ノ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育
、

さ
ら
に
は
非
組
織
的
・
非
体
系
的
・
非
定
型
的
な
イ

出典：北村（2011c）

歴史学、社会学、
政治学、経済学、

人類学・人口統計学、等

社会科学

理論 実践

心理学、社会学、
人類学、等

行動科学
生徒、教師、
教科書・教材、

カリュキュラム、言語、
学校経営、政策立案、等

フォーマル教育

ノンフォーマル教育

インフォーマル教育教育開発研究
（統合的分野）

資料 3　統合的分野としての教育開発計画
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ン
フ
ォ
ー
マ
ル
教
育
の
各
領
域
で
の
教
育
実
践
を
包
含
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
統
合
的
分
野
と
し
て
の
教
育
開
発
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
な
関
心
の
ひ
と
つ
が
、
教
育
に

お
け
る
公
平
性
（equality

）
と
公
正
さ
（equity

）
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
教
育
を
通
し
て
生
活
に
不
可

欠
な
ス
キ
ル
の
獲
得
を
支
援
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
的
な
流
動
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
市
民

が
公
平
か
つ
公
正
な
就
業
や
生
活
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
活
条
件
の
厳
し
い
途
上

国
に
お
い
て
と
く
に
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
研
究
者
と
実
務
家
が
協
働
し
た
り
、
先
進
国
と

途
上
国
が
協
力
し
合
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

「
市
民
」
を
育
て
る
た
め
の
教
育

　

今
日
、
途
上
国
で
基
礎
教
育
を
普
及
さ
せ
て
い
く
に
あ
た
り
、
各
国
レ
ベ
ル
で
「
市
民
」
の
視
点
に
立
っ

た
教
育
政
策
の
立
案
・
実
施
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
政
府
主
導
型
で
あ
る
E
F
A
支
援
に
加
え

て
、
市
民
主
導
型
の
E
S
D
的
な
支
援
の
要
素
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
採
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

　

ま
た
、
民
主
主
義
の
理
想
を
継
承
し
、
発
展
す
る
場
と
し
て
、
と
く
に
学
校
教
育
の
役
割
が
重
要
で
あ
る

こ
と
は
、
今
後
も
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
（John D

ew
ey

）
は
『
民
主
主
義
と
教
育
』

（
一
九
一
六
年
）
の
な
か
で
、
学
校
教
育
の
果
た
す
機
能
と
し
て
「
社
会
的
統
合
の
推
進
」、「（
社
会
的
・
経

済
的
な
）
不
平
等
の
是
正
」、「（
個
々
人
の
）
人
格
的
発
達
の
促
進
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
今

授業風景（マダガスカル）
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日
の
途
上
国
と
非
常
に
よ
く
似
た
当
時
の
欧
米
諸
国
の
社
会
状
況
（
産
業
化
と
都
市
化
の
進
展
、
労
働
者
と

市
民
を
主
体
と
す
る
民
主
主
義
の
発
展
、
社
会
的
権
利
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
、
児
童
労
働
の
蔓
延
、
女

性
の
社
会
進
出
、
等
）
の
な
か
で
発
展
し
た
自
由
主
義
教
育
の
理
念
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
教
育
思
想
の
源
流
で
あ
る
デ
ュ
ー
イ
の
主
張
は
、
今
日
の
E
F
A
理
念
に
対
し
て
も
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
基
本
的
人
権
と
し
て
捉
え
る
E
F
A
の
理
念
を
軸
に
し
つ
つ
、
そ
れ
に
加
え
て

E
S
D
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
議
論
や
実
践
の
応
用
可
能
性
を
検
討
す
る
な
か
で
、
民
主
主
義
の
担
い
手
と
な

る
主
体
を
形
成
す
る
教
育
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ
な

い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
教
育
開
発
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
な
役

割
で
あ
り
、
国
際
交
通
安
全
学
会
で
も
議
論
さ
れ
る
よ
う
な
「
安
心
で
安
全
な
社
会
の
あ
り
方
」
を
国
際
的

な
文
脈
で
検
討
す
る
う
え
で
も
、
大
い
に
そ
の
成
果
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。

　

教
育
は
人
権
で
あ
り
、
経
済
成
長
の
原
動
力
で
あ
り
、
市
民
を
育
成
す
る
こ
と
で
国
家
や
社
会
を
統
合
す

る
た
め
の
基
盤
づ
く
り
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
教
育
の
最
も
大
切
な
目
的
は
、
平

和
な
世
界
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
際
的
な
理
解
や
協
調
を
支
え
る
一
人
ひ
と
り
の
地
球
市
民
を
育
て
る
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
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北
村
友
人
さ
ん
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
教
育
学
大
学
院
博
士

過
程
を
修
了
し
て
、
現
在
、
上
智
大
学
総
合
人
間
科
学
部
の
教
育
学
科
准
教
授
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
教
育
社
会
学
分
野
に
お
け
る
若
手
研
究
者
で
あ
り
、
国
際
教
育
開
発
論

比
較
教
育
学
の
分
野
で
幅
広
く
研
究
を
進
め
ら
れ
、
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現

場
に
密
着
し
た
研
究
を
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
等
の
開
発
途
上
国
の
教
育
に
関
す
る
社
会
学
的
研
究
に
携
わ
り
、
さ
ら
に
ユ
ネ
ス
コ

を
は
じ
め
と
す
る
国
際
機
関
、
文
科
省
、
外
務
省
、
J
I
C
A
、
N
G
O
な
ど
の
各
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
も
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
精
力
的
に

活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。I
A
T
S
S
に
お
い
て
も
、教
育
の
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

こ
の
分
野
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
北
村
さ
ん
を
会
員
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
て
、

交
通
と
教
育
の
交
錯
領
域
に
お
け
る
I
A
T
S
S
の
発
展
を
考
え
る
上
で
、
大
変
有
意

義
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
当
学
会
で
も
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
際
的
研
究

に
携
わ
ら
れ
、
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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