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「社会人基礎力」とは何だろう
　

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
私
の
と
こ
ろ
に
寄
せ

ら
れ
た
質
問
は
「
経
済
人
は
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。「
経
済
人
」
と
は
経
済
学
で
前
提
と

す
る
人
間
像
で
あ
り
、
自
ら
の
利
益
を
最
優
先
し
、
か

つ
そ
の
た
め
に
最
善
の
手
段
を
と
る
人
間
の
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
仕
事
上
の
人
間
関
係
を
考
え
る
う
え

で
有
用
な
「
た
だ
乗
り
問
題
」
を
例
に
と
っ
て
、
経
済

人
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

社
会
に
出
る
と
チ
ー
ム
で
仕
事
を
し
て
ひ
と
つ
の
成

果
を
目
指
す
機
会
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
く
。
も
ち
ろ

ん
大
学
の
間
に
も
、
例
え
ば
グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
る
発

表
な
ど
、
様
々
な
形
で
似
た
よ
う
な
経
験
は
し
て
き
て

い
る
で
あ
ろ
う
。さ
て
、こ
の
よ
う
な
経
験
の
と
き
に
、

自
分
は
他
の
人
よ
り
ず
っ
と
努
力
を
し
た
の
に
、
達
成

さ
れ
た
成
果
は
全
体
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
不
満

を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
グ
ル
ー
プ
学
習
で

さ
ぼ
っ
て
い
た
人
に
も
他
の
メ
ン
バ
ー
の
努
力
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
た
発
表
の
高
評
価
が
加
わ
り
、
ず
る
い
と

感
じ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
れ
は
経
済
学
で
公
共
財
の
「
た
だ
乗
り
」

問
題
と
し
て
知
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
皆
で
共
有
す
る

ひ
と
つ
の
成
果
は
公
共
財
で
あ
る
。
個
々
人
の
努
力
は

（
成
果
が
皆
の
た
め
に
な
る
の
で
）
そ
の
努
力
以
上
に

全
体
の
合
計
利
得
を
高
め
る
が
、
し
か
し
個
人
的
に
得

ら
れ
る
利
得
は
（
成
果
は
皆
に
分
散
す
る
た
め
）
自
分

の
提
供
し
た
努
力
に
見
合
わ
な
い
、
と
い
う
状
況
が
こ

の
問
題
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
個
人
の

観
点
か
ら
は
努
力
を
惜
し
む
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ（
動
機
）

が
発
生
し
、
全
体
の
観
点
と
の
不
一
致
が
生
じ
る
。
全

体
の
こ
と
を
考
え
て
努
力
を
提
供
し
た
者
か
ら
見
る

と
、
こ
の
個
人
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
従
っ
て
努
力
を
惜

し
み
つ
つ
成
果
を
受
け
取
る
者
は
た
だ
乗
り
を
し
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

チ
ー
ム
内
の
メ
ン
バ
ー
が
皆
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

な
自
ら
の
利
益
の
み
4

4

を
最
大
化
す
る
経
済
人
で
あ
る

と
、
全
員
が
他
人
の
努
力
に
た
だ
乗
り
を
し
よ
う
と
し

て
努
力
を
提
供
し
な
い
。
こ
の
結
果
、
チ
ー
ム
全
体
で

全
く
努
力
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
招

く
。
こ
れ
が
経
済
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
現
実
の
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
多
く
の
人
が
全

体
の
成
果
を
目
ざ
し
て
努
力
し
た
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う

し
、
ご
く
一
部
な
ら
ま
だ
し
も
、
常
に
全
員
が
た
だ
乗

り
を
し
よ
う
と
し
て
協
力
体
制
が
崩
壊
す
る
と
は
限
ら

な
い
。
人
間
は
経
済
学
が
仮
定
す
る
経
済
人
と
は
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
現
実
に
経
済
理
論
の
結
論
と
異
な
る
現
象
が

多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
経
済
人
を
想
定

す
る
経
済
学
に
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
て
し
ま
う
の

は
早
計
で
あ
る
。
物
理
理
論
が
、
純
粋
な
真
空
・
適
切

な
温
度
な
ど
の
環
境
下
で
定
式
化
さ
れ
、
そ
の
理
論
的

結
論
が
あ
る
と
き
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
一
致
し
な

か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
物
理
学
が
意
味
の
な
い
も
の

と
解
釈
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
は

い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
絡
み
合
い
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
た

経
済
学
で
言
う
と
こ
ろ
の

「
経
済
人
」は
存
在
す
る
の
か
？
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め
、
物
理
学
な
ど
の
自
然
科
学
で
は
、
理
論
の
妥
当
性

を
検
証
す
る
た
め
に
、
実
験
室
で
他
の
条
件
を
で
き
る

だ
け
排
し
た
理
想
的
な
状
態
、
い
わ
ば
「
純
粋
な
真
空

状
態
」、
を
作
り
出
し
何
度
も
実
験
を
行
う
。
社
会
科

学
で
あ
る
経
済
学
で
は
、
自
然
を
相
手
に
す
る
物
理
学

な
ど
と
は
異
な
り
対
象
は
人
間
で
あ
る
た
め
、「
純
粋

な
真
空
状
態
」
を
作
り
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
、
近
年
発
展
し
て
き
た
実
験
経
済
学
と
い
う
分

野
で
は
、
他
の
条
件
を
で
き
る
だ
け
排
し
た
ゲ
ー
ム
を

作
り
、
現
実
と
は
切
り
離
し
た
実
験
室
に
集
め
ら
れ
た

被
験
者
に
プ
レ
イ
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
理
論
の
妥
当

性
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
。
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
を
な
る
べ
く
正
確
に
つ
け
る
た
め
に
、
被
験
者
が
受

け
取
れ
る
実
際
の
報
酬
が
そ
の
ゲ
ー
ム
で
挙
げ
た
点
数

に
依
存
し
て
増
減
す
る
。

　

実
は
、
公
共
財
の
た
だ
乗
り
問
題
は
、「
公
共
財
ゲ
ー

ム
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
学
に
お
け
る
実
験
が
い
ろ
い
ろ

な
形
で
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
い

る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
の
理
論
値
は
、
た
だ
乗

り
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
努
力
を
提

供
し
な
い
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
実
験

の
結
果
で
は
被
験
者
は
自
身
の
も
て
る
努
力
の
40
〜

60
％
ほ
ど
の
努
力
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は

最
初
に
ゲ
ー
ム
を
し
た
と
き
の
値
で
あ
り
、
繰
り
返
し

公
共
財
ゲ
ー
ム
を
行
う
と
だ
ん
だ
ん
努
力
の
提
供
量
は

減
っ
て
い
き
、最
後
に
は（
多
く
の
実
験
で
は
10
回
ゲ
ー

ム
が
行
わ
れ
て
い
る
）
平
均
し
て
75
％
の
被
験
者
が
全

く
努
力
を
提
供
し
な
く
な
る
。
公
共
財
ゲ
ー
ム
に
お
い

て
人
間
は
、
当
初
は
チ
ー
ム
全
体
の
た
め
に
努
力
提
供

を
す
る
と
い
う
現
実
的
な
行
動
を
す
る
が
、
現
実
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
実
験
室
で
ゲ
ー
ム
を
繰
り
返
す
う
ち

に
、
長
期
的
に
は
お
お
よ
そ
経
済
人
的
な
行
動
を
と
る

よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
実
と
理
論
・
実
験
の
差
は
ど
こ
か
ら

来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
複
雑
な
現
実
に
は
存
在

す
る
が
純
粋
な
実
験
・
理
論
で
は
排
さ
れ
て
い
る
も
の

に
よ
く
目
を
凝
ら
す
こ
と
で
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
現

実
の
仕
事
や
講
義
で
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
が
挙
げ
た
最

終
的
な
結
果
の
み
で
は
な
く
、
チ
ー
ム
内
の
個
々
人
の

努
力
具
合
も
あ
る
程
度
観
察
さ
れ
て
お
り
、
評
価
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
実
験
で
は
、

点
数
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
チ
ー
ム
の
成
果
に
な
る
よ

う
制
御
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
実
に
は
長
期
的
な
人

間
関
係
も
重
視
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
繰
り
返

し
同
じ
チ
ー
ム
と
な
っ
て
仕
事
や
学
習
を
す
る
相
手
で

あ
れ
ば
、
た
だ
乗
り
を
す
る
こ
と
で
信
頼
を
失
う
こ
と

は
痛
手
で
あ
る
。
ま
た
今
回
限
り
の
相
手
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
こ
か
ら
今
後
の
人
間
関
係
が
発
展
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
一
方
、
上
記
の
実
験
結
果
は
、
ゲ
ー
ム

ご
と
に
匿
名
性
を
保
ち
つ
つ
ラ
ン
ダ
ム
に
チ
ー
ム
分
け

さ
れ
る
場
合
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
人
間
関
係
は
排

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
理
論
と
実
験
の
結
果
に
差
が
生
じ
る
こ
と
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
共
財
ゲ
ー
ム
の
後
に
他
の
被
験

者
に
罰
則
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
つ

け
る
と
、
実
験
に
お
け
る
協
力
体
制
は
飛
躍
的
に
向
上

し
、
最
後
の
ゲ
ー
ム
で
も
自
身
の
も
て
る
努
力
の
75
％

ほ
ど
の
努
力
を
提
供
す
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
た
だ

乗
り
に
対
し
て
人
々
が
罰
則
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
理
論
的
に
は
、
罰
則
は
ゲ
ー
ム
の
成
果
が
成
就

し
た
後
の
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
た
め
、
結
果
を
何
も
変

え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
実
験
で

は
、
人
に
罰
則
を
与
え
る
に
は
自
分
自
身
も
そ
の
た
め

の
コ
ス
ト
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
設
定
さ
れ

て
い
る
。
経
済
人
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
得
に
も
な
ら
な

い
仕
返
し
に
労
力
を
割
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
、

人
間
が
も
し
自
ら
の
こ
と
の
み
を
考
え
る
経
済
人
で
は

な
く
、
チ
ー
ム
内
の
公
平
性
を
重
ん
じ
る
心
を
元
来
備

え
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
実
験
を
い
く
ら
「
純
粋
な

真
空
状
態
」
に
設
計
し
て
も
、
被
験
者
が
人
間
で
あ
る

限
り
は
不
公
平
に
憤
っ
て
罰
則
を
与
え
る
こ
と
は
あ
る

だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
議
論
を
見
る
だ
け
で
も
、「
全

体
の
最
終
的
結
果
の
み
で
な
く
個
々
を
見
る
こ
と
」「
長

期
的
な
人
間
関
係
」
そ
し
て
「
公
平
性
を
重
ん
じ
る
心
」

な
ど
の
協
力
に
お
け
る
重
要
性
と
い
っ
た
、
い
か
に
も

人
間
臭
い
事
項
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
い
ず
れ
の

事
項
も
、
経
済
人
と
現
実
・
実
験
に
お
け
る
人
間
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
理
論
的
に
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
は
驚
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
済
学
に
お
け
る
経
済
人
は
架
空
の
も
の
で
、
状
況
が

複
雑
に
な
る
ほ
ど
事
態
を
予
測
す
る
に
は
不
足
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
と
の
差
が
あ
る
時
こ
そ

が
醍
醐
味
で
あ
る
。
経
済
人
を
基
準
、
い
わ
ば
「
も
の

さ
し
」
と
し
て
、
差
に
よ
く
目
を
凝
ら
せ
ば
、
数
々
の

重
要
な
こ
と
が
意
識
的
に
整
理
さ
れ
見
え
て
く
る
。
そ

し
て
、
状
況
が
複
雑
に
な
る
ほ
ど
、
で
き
る
だ
け
単
純

だ
が
確
固
た
る
「
も
の
さ
し
」
を
も
っ
て
状
況
を
眺
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
有
効
な
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
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