
戦
後
国
語
教
育
の
一
位
相
―
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
導
入
と
展
開
に
つ
い
て
―

夏

秋

匠

杏

一

な
ぜ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
問
題
視
す
る
の
か
―
現
在
の
国
語
教
育
の
問
題
点
―

今
日
、
国
語
領
域
教
育
界
の
関
心
と
し
て
漢
字
の
取
り
扱
い
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
と
お
り
、
文
科
省
は
漢
字
数
の
増
補
を
提
言
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
茨
城
」
や
「
愛
媛
」
を
小
学
生
が
読
み
書
き
で
き
る
よ

う
に
と
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
七
日
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
導
入
さ
れ
る
次
期
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
国
語
の
あ
り
方
を
議
論
す
る

中
央
教
育
審
議
会
の
会
合
で
都
道
府
県
名
に
使
う
全
て
の
漢
字
を
小
学
校
で
学
習
す
る
案
を
示
し
、
漢
字
数
を
二
〇
文
字
増
加
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
。

四
七
都
道
府
県
名
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
う
ち
「
茨
」
や
「
媛
」
等
の
二
〇
字
は
現
在
、
小
学
生
は
国
語
で
学
ん
で
い
な
い
。
社

会
科
で
は
全
て
の
都
道
府
県
名
と
位
置
を
学
習
し
て
お
り
、
文
科
省
の
担
当
者
は
「
社
会
科
の
内
容
の
定
着
を
図
る
観
点
か
ら
、
漢
字

の
学
習
も
必
要
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
一
般
の
社
会
生
活
で
使
う
目
安
と
な
る
常
用
漢
字
表
を
昭
和
二
二
年
に
改
め
た
際
、
都
道
府

県
名
は
こ
と
に
公
共
性
が
高
い
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
常
用
漢
字
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
一
一
字
と
改
定
前
か
ら
常
用
漢
字
だ
っ
た
が
、

小
学
校
で
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
九
字
の
計
二
〇
字
を
増
加
す
る
と
し
た
。

三
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常
用
漢
字
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
漢
字

小
学
校
に
入
っ
て
は
い
な
い
が
常
用
漢
字

茨
▽
媛
▽
岡
▽
熊
▽
埼
▽
鹿
▽
栃
▽
奈
▽
梨
▽
阪
▽
阜
（
一
一
字
）
潟
▽
岐
▽
香
▽
佐
▽
崎
▽
滋
▽
縄
▽
井
▽
沖

（
九
字
）

漢
字
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

小
学
校
で
習
う
漢
字
は
計
一
〇
二
六
文
字
に
な
る
。
小
学
校
で
学
習
す
る
漢
字
の
増
加
は
九
九
六
字
か
ら
現
在
の
一
〇
〇
六
字
に

な
っ
た
元
年
以
来
で
、
文
科
省
は
今
後
、
新
た
に
加
え
る
漢
字
二
〇
字
は
社
会
科
と
連
携
し
た
指
導
を
求
め
、
ど
の
学
年
で
学
習
す
る

か
は
今
後
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
社
会
科
と
の
関
連
と
し
て
、
社
会
科
に
お
け
る
「
言
語
力
」
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
以
下

「
答
申
」）
や
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
』（
平
成
二
一
年
）（
以
下
『
解
説
総
則
編
』）
に
示
さ
れ
た
、「
言
語
力
」
の
育

成
と
習
得
・
活
用
・
探
究
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。

新
教
育
課
程
で
は
確
か
な
学
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
確
実
に
習
得
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
活
用
し

て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
む
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。『
解
説
総
則
編
』
で
は
「
習
得
」

さ
れ
る
べ
き
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
具
体
例
に
「
体
験
的
な
理
解
や
繰
り
返
し
学
習
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
習
得
」
を
学
習
活
動
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
解
説
総
則
編
』
で
「
知
識
・
技
能
の
活
用
を
発
達
の
段
階
に

応
じ
て
充
実
さ
せ
る
」
と
述
べ
、「
活
用
」
を
学
習
活
動
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
ら
（「
習
得
」、「
活
用
」）
の
学
習
活

動
の
基
盤
と
な
る
言
語
に
関
す
る
能
力
の
育
成
の
た
め
に
（
略
）
国
語
科
に
お
い
て
音
読
・
暗
誦
・
漢
字
の
読
み
書
き
な
ど
の
基
本
的

な
力
を
定
着
さ
せ
た
上
で
、
各
教
科
に
お
い
て
、
記
録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
と
い
っ
た
学
習
活
動
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。」
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
言
語
力
」
の
育
成
と
習
得
・
活
用
・
探
究
・
の
関
係
を
図
示
す
る
と
図
一
の
よ
う
に
な
る
。

三
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「
答
申
」
が
示
し
た
、
社
会
科
に
お
け
る
「
言
語
力
」
の
育
成
と
取
得
・
活
用
・
探
究
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

①

社
会
科
に
お
い
て
習
得
し
、
活
用
さ
れ
る
も
の
は
、
社
会
的
事
象
に
関
す
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
で
あ
る
。

②

社
会
的
事
象
に
関
す
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
成
す
る
中
で
探
究

が
行
わ
れ
、
問
題
解
決
を
は
か
る
。

社
会
科

課
題
解
決

↑

探
求

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成

↑

知
識
・
技
能
の
活
用
（
学
習
・
活
動
）（
観
察
・
実
験
、
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
、
論
述
）

↑

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
（
学
習
活
動
）

↑

言
語
活
動
（
学
習
活
動
）
の
充
実

国
語
科
（
音
読
・
暗
誦
・
漢
字
の
読
み
書
き
）・
各
教
科
（
記
録
・
要
約
・
説
明
・
論
述
）

全
体
的
な
学
習
活
動

図
一

「
言
語
力
」
の
育
成
と
習
得
・
活
用
・
探
究
の
関
係

（
平
田
利
文
・
坂
井
賢
一
よ
り
引
用
）

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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以
上
の
よ
う
に
、
社
会
科
の
学
習
の
前
提
に
国
語
科
（
音
読
・
暗
誦
・
漢
字
の
読
み
書
き
）・
各
教
科
（
記
録
・
要
約
・
説
明
・
論

述
）
と
い
っ
た
、「
言
語
力
」
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
言
語
力
」
と
い
っ
た
地
盤
が
あ
る
か
ら
こ
そ
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・

技
能
の
習
得
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
解
決
を
図
る
こ
と
が
出
来
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
く
上

で
、
社
会
科
を
通
し
て
世
の
中
の
実
態
、
制
度
等
を
学
び
、
意
見
す
る
と
き
に
音
読
・
暗
誦
・
漢
字
の
読
み
書
き
な
ど
の
能
力
が
乏
し

い
と
正
確
に
理
解
し
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
要
約
、
説
明
、
論
述
と
い
っ
た
活
動
の
と
き
に
も
「
言
語
力
」
は
重
要
だ
。

初
め
に
問
題
視
し
た
漢
字
学
習
が
、「
言
語
力
」
を
養
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
い
え
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。

児
童
と
し
て
授
業
を
受
け
る
側
だ
っ
た
時
も
教
師
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
時
も
、
各
学
年
に
配
置
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
意
味
の
こ
と

な
ど
特
に
重
き
を
置
か
ず
に
過
ご
し
て
き
た
。
し
か
し
、
第
一
学
年
を
除
い
て
各
学
年
大
体
が
二
〇
〇
字
程
度
履
修
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
習
得
す
る
文
字
数
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
二
〇
年
代
の
教
育
と
し
て
、
知
識
を
教
え
込
む

よ
う
な
教
育
で
あ
っ
た
時
の
「
知
識
詰
め
込
み
式
」
を
行
う
の
で
は
な
く
、
経
験
的
に
学
習
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。

戦
後
の
よ
う
に
漢
字
数
が
膨
大
で
あ
る
と
、
漢
字
を
読
む
こ
と
に
必
死
と
な
り
、
文
章
自
体
の
解
釈
ま
で
至
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
読
め
な
か
っ
た
時
は
学
習
の
流
れ
が
滞
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
兼
ね
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
も
こ
の
こ
と
を

見
越
し
て
漢
字
数
を
一
五
〇
〇
程
度
に
す
る
よ
う
に
と
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
本
（
二
〇
〇
〇
）
は
以
下
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
や
や
冗
長
に
な
る
が
一
読
し
て
み
よ
う
。
傍
線
部
に
お
け
る
認
識
と

は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

戦
後
の
文
字
改
革
、
漢
字
改
革
は
、
昭
和
一
七
年
六
月
に
当
時
の
国
語
審
議
会
が
答
申
し
た
「
標
準
漢
字
表
」（
常
用
漢
字
一

一
三
四
、
準
常
用
漢
字
一
三
二
〇
、
特
別
漢
字
七
四
、
計
二
五
二
八
字
か
ら
な
る
。）
を
、
再
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

三
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こ
う
し
た
作
業
の
着
手
に
先
立
ち
、
昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
七
日
の
国
語
審
議
会
第
八
回
総
会
に
お
い
て
、
会
の
幹
事
長
保
科
孝

一
は
、
検
討
の
趣
旨
に
つ
い
て
資
料
一
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
敷
術
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
凡
そ
以
下
の
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
生
活
や
教
育
の
場
で
使
わ
れ
る
漢
字
を
減
ら
し
、
文
体
を
平
易
化
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
民
主
的
再
建

に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
、
連
合
軍
側
か
ら
の
文
部
当
局
へ
の
、
新
し
い
教
科
書
の
漢
字
は
、
一
五
〇

〇
字
ぐ
ら
い
に
す
る
よ
う
に
と
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
と
も
聞
く
。
こ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
課
題
と
な
る
が
、
た
だ
単
に
受

動
的
に
応
じ
る
の
で
な
く
、
先
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
側
が
主
導
権
を
握
り
、
更
に
数
も
一
二
〇
〇
字
ぐ

ら
い
ま
で
減
ら
す
の
が
よ
い
と
考
え
る
。

（
傍
線
部
は
稿
者
）

ま
た
、
河
野
（
二
〇
〇
〇
）
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
の
国
字
は
学
習
者
の
恐
る
べ
き
障
害
と
な
っ
て
ゐ
る
。
広
く
日
本
語
を
書
く
に
用
ひ
る
漢
字
の
暗
記
が
、
生
徒
に
過
重
の

負
担
を
か
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
有
識
者
の
意
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
学
校
時
代
を
通
じ
て
、
生

徒
は
た
だ
国
字
の
読
方
と
書
き
方
を
学
ぶ
だ
け
の
仕
事
に
、
大
部
分
の
勉
強
時
間
を
割
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
初
期
数
年

の
間
、
広
範
囲
の
有
用
な
語
学
的
及
び
、
数
学
的
熟
練
と
、
自
然
界
及
び
人
類
社
会
に
関
す
る
主
要
な
る
知
識
の
習
得
に
充
て
ら

れ
る
べ
き
時
間
が
、
こ
の
国
字
習
熟
の
苦
し
い
戦
ひ
の
た
め
に
空
費
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
漢
字
の
読
み
書
き
に
過
大
の
時
間

を
か
け
て
達
成
さ
れ
た
成
績
に
は
失
望
す
る
。

（
傍
線
部
は
稿
者
）

両
者
は
二
〇
〇
〇
年
に
こ
の
漢
字
学
習
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
河
野
の
論
ず
る
通
り
、
国
字
の
習
得
に
お
い
て
生
徒
に
過
重
の
負

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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担
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
山
本
が
言
う
通
り
、
漢
字
数
は
一
二
〇
〇
文
字
ほ
ど
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
本
来
学
習
す
べ
き
事

項
が
漢
字
の
書
き
取
り
の
み
に
費
や
さ
れ
、
学
習
が
滞
っ
て
し
ま
う
の
で
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。

漢
字
嫌
い
、
ひ
い
て
は
国
語
嫌
い
が
生
ま
れ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
棚
橋
は
、
国
語
科
の
中
だ
け
の
「
閉
じ
た
漢
字
学
習
」
を
行
っ

て
い
る
現
行
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
漢
字
に
限
ら
ず
学
習
の
成
果
が
そ
の
必
用

感
の
有
無
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
さ
れ
た
漢
字
を
国
語
科
の
授
業
で
の
み
扱
う
と

い
っ
た
事
態
に
つ
い
て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
語
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」
報
告
書
に
よ
る
と
、
数
学
教
育
で
国
語
科
の
漢
字
教
育
が
十
分
に
活
用

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
と
言
う
。
例
え
ば
、「
垂
直
」
の
「
垂
」
と
い
っ
た
漢
字
は
国
語
で
は
あ
ま
り
使
う
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
漢
字
の
主
な
使
用
の
場
は
算
数
の
時
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
垂
」
と
い
う
の
は
上
か
ら
下
に
垂
れ
る

こ
と
で
あ
り
、「
垂
直
」
と
い
う
の
は
…
と
い
う
よ
う
に
算
数
の
時
間
に
教
え
た
方
が
効
果
的
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
授
業
の
中
で
多
様
化
す
る
漢
字
は
そ
の
時
間
で
取
り
扱
っ
た
方
が
実
践
的
に
習
得
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

漢
字
に
対
す
る
負
担
感
を
小
学
校
六
年
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
結
果
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

教
科
書
に
漢
字
が
多
く
て
嫌
い
だ
と
感
じ
る
教
科
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
位
…
社
会

二
位
…
理
科

三
位
…
算
数

四
位
…
家
庭

五
位
…
音
楽

三
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堂
々
の
一
位
が
社
会
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
が
、
社
会
科
に
お
け
る
「
言
語
力
」
の
育
成
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
国

語
の
漢
字
教
育
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。
故
に
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
非
常
に
残
念
で
は
あ
る
が
納
得
で

き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
漢
字
学
習
は
他
教
科
と
の
関
連
、
特
に
社
会
科
と
深
い
関
連
性
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
文
科
省
が

小
学
校
で
学
ぶ
漢
字
数
を
増
や
し
た
こ
と
を
視
野
に
し
た
と
き
、
戦
後
行
わ
れ
て
き
た
ゆ
と
り
教
育
を
抜
け
出
し
て
い
る
と
は
い
え
、

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
学
力
と
戦
前
の
詰
め
込
み
教
育
と
の
学
力
で
は
、
差
は
ま
だ
ま
だ
大
き
い
と
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在

の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
補
い
き
れ
ず
、
社
会
の
実
態
に
対
応
で
き
て
い
な
い
こ
と
か
ら
漢
字
の
増
加
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
今
日
の
国
語
教
育
に
お
け
る
動
向
は
い
っ
た
い
何
を
語
り
か
け
る
の
か
、
今
一
度
そ
の
動
向

に
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
自
ら
が
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
学
習
者
が
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
学
習
法
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
学
習
方
法
に
も
限
界
が
見
え
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
漢
字
く
ら
い
ま
っ
と
う
に
か
け
る
子
ど
も

育
て
る
べ
き
だ
と
し
て
小
学
校
で
学
習
す
る
漢
字
の
増
加
が
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、〈
い
つ
か
き
た
道
〉
と
言
え
る
教
育
問

題
が
な
か
っ
た
か
。

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
教
育
上
著
名
な
国
語
教
育
と
国
文
学
教
育
の
両
分
野
か
ら
戦
わ
さ
れ
た
む
く
い
ぬ
論
争
が
あ
る
。
国

語
学
者
の
時
枝
誠
記
は
西
尾
実
が
提
唱
し
た
文
学
教
育
に
意
見
を
述
べ
憂
い
、
文
学
教
育
を
語
る
前
に
「
尨
」
と
い
う
漢
字
が
訓
め
な

い
と
い
う
事
態
を
せ
め
て
解
決
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
か
ら
「
尨
」
と
い
う
漢
字
く
ら
い
訓
め
て
し
か
る
べ
き
と
い
う
辛

辣
な
批
判
を
提
言
し
た
。
言
語
教
育
の
立
場
と
文
学
教
育
の
立
場
に
わ
た
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
取
り
扱
う
に
は
あ
ま
り
に
も

大
き
す
ぎ
る
問
題
で
あ
り
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
尨
」
の
言
葉
自
体
の
持
つ
衝
撃
的
な
心
象
は
今
一
度
思
い
起
こ
し
て
も
よ
い

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

国
語
教
育
の
現
在
に
お
い
て
、
漢
字
教
育
が
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
国
語
教
育
の
現
場
を
眺
め
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
現
場
の
客
観
的
分
析
か
つ
将
来
へ
の
展
望
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
史
的
観
点
を
失
っ
た
ま
ま
で
は
付
け
焼
刃
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
枝
と
西
尾
が
論
争
し
た
時
点
か
ら
既
に
半
世
紀
は
超
え
た
が
、
心
に
と
め
て
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
人
は
戦
後
国
語
教
育
の
展
望
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
育
問
題
を
今
日

に
あ
っ
て
詳
し
く
辿
っ
て
み
る
と
、
史
的
観
点
を
持
ち
、
そ
れ
を
課
題
と
し
な
が
ら
教
師
は
現
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の

提
言
が
際
や
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

二

戦
前
の
教
育
と
学
習
指
導
要
領
の
変
遷

戦
後
教
育
は
一
言
で
ま
と
め
る
に
は
必
ず
し
も
的
確
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
が
、
戦
前
の
国
民
に
求
め
ら
れ
た
学
力
は
、
国
家
主
義

教
育
体
制
の
も
と
で
富
国
強
兵
、
皇
国
史
観
に
基
づ
き
、
国
家
に
奉
仕
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
国
力
を
増
強
の
た

め
に
多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
、
基
礎
的
、
機
械
的
な
学
力
だ
け
を
習
得
し
、
少
数
の
特
権
的
な
子
ど
も
に
は
、
支
配
と
統
治
の
た
め
の

高
い
学
力
を
授
け
る
と
い
っ
た
偏
っ
た
教
育
が
行
わ
れ
た
。
戦
前
の
教
育
は
一
言
で
い
え
ば
、
国
家
の
要
請
す
る
人
材
を
育
成
す
る
教

育
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

戦
後
の
教
育
は
こ
の
国
家
主
義
的
教
育
か
ら
の
脱
皮
、
す
な
わ
ち
、
国
民
主
権
、
平
和
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
本
理
念
と

す
る
日
本
国
憲
法
に
基
づ
き
、
子
ど
も
た
ち
が
身
に
付
け
る
べ
き
学
力
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
い
か

ら
始
ま
っ
た
。

四
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現
代
の
学
力
観
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
昭
和
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
を
鳥
瞰
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

昭
和
二
六
年
に
実
施
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
は
、「
生
活
単
元
学
習
の
学
習
指
導
要
領
」
で
あ
り
、
経
験
主
義
的
教
育
が
中
心
で
あ
っ

た
。
昭
和
三
三
〜
三
五
年
の
改
訂
で
は
、
学
力
低
下
や
高
度
経
済
成
長
を
理
由
に
各
教
科
の
持
つ
系
統
性
を
重
視
し
、
基
礎
学
力
の
向

上
を
目
指
す
新
し
い
学
習
指
導
要
領
、
つ
ま
り
、
系
統
主
義
的
教
育
に
移
り
変
わ
ろ
う
と
し
た
。
昭
和
四
三
〜
四
五
年
の
改
訂
で
は
高

度
成
長
期
が
続
き
、
教
育
の
現
代
化
が
図
ら
れ
た
改
訂
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
算
数
、
数
学
、
理
科
分
野
の
内
容
の
高
度
化
、
深
度

化
が
行
わ
れ
、
系
統
主
義
的
教
育
が
重
視
さ
れ
た
。
昭
和
五
二
〜
五
三
の
改
訂
で
は
、
「
詰
め
込
み
教
育
」
や
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
と
い
っ

た
教
育
問
題
が
浮
上
し
、
再
び
経
験
主
義
的
教
育
に
戻
ろ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
学
習
指
導
要
領
で
は
「
ゆ
と
り
」
と
い

う
言
葉
が
始
め
て
用
い
ら
れ
た
改
訂
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
平
成
元
年
の
改
訂
で
は
、
前
回
と
同
様
に
経
験
主
義
の
流
れ
を

組
み
、
児
童
中
心
主
義
的
改
訂
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
学
習
内
容
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
心
・
意
欲
を
育
成
す
る
「
新
学
力
観
」

へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
。
平
成
一
〇
〜
一
一
年
の
改
訂
で
は
、
さ
ら
に
「
ゆ
と
り
」
考
え
が
進
み
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
や
「
選

択
教
科
」
の
増
加
に
よ
り
、
教
育
内
容
が
い
っ
そ
う
削
減
さ
れ
た
た
め
、
批
判
が
集
ま
り
、
平
成
一
四
〜
一
五
の
改
訂
で
一
部
が
補
正

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
七
年
三
月
に
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
従
来
の
「
道
徳
の
時
間
」
が
新
た
に
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。

三

し
な
や
か
な
国
語
教
育
の
能
力
を
育
む
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
展
望

極
端
に
い
う
と
お
お
よ
そ
一
〇
年
ご
と
に
日
本
の
教
育
と
い
う
も
の
は
、
右
へ
左
へ
と
揺
れ
動
い
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
動
き
そ
の

も
の
を
教
師
が
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
が
受
け
た

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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教
育
を
懸
命
に
そ
の
場
の
実
態
に
合
わ
せ
て
教
え
よ
う
と
し
て
も
、
決
し
て
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
受
け

た
教
育
は
一
〇
年
前
、
二
〇
年
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

系
統
主
義
か
経
験
主
義
か
。
周
知
の
通
り
学
力
と
は
何
か
と
い
う
論
争
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
将
来
社
会
の

一
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
知
識
を
基
礎
基
本
的
な
能
力
を
考
え
る
系
統
性
を
活
用
し
な
が
ら
、
ど
う
経
験

的
な
教
育
と
し
て
生
き
る
力
を
育
成
す
る
か
と
い
う
経
験
主
義
の
双
方
を
見
な
が
ら
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

従
来
の
「
読
解
力
」
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
に
対
し
て
決
定
的
に
足
り
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
「
解
釈
」「
熟

考
・
評
価
」
で
あ
る
。
で
は
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
は
ど
の
よ
う
に
授
業
の
中
に
組
み
込
ま

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
従
来
の「
読
解
力
」と
い
う
教
育
用
語
自
体
は
決
し
て
新
し
い
用
語
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
我
々

は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
い
う
用
語
を
新
し
く
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
が
二
〇
〇
〇
年
か
ら
三
年
ご
と
に
行
っ
て
い
る
調
査
で
、
一
五
歳
（
日
本
で
は

高
校
一
年
生
）
を
対
象
と
し
た
「
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
」
の
こ
と
で
、
次
の
三
分
野
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

「
読
解
力
」

…
…
…
…
…
…

文
章
や
図
表
を
理
解
、
利
用
、
熟
考
す
る
能
力
を
調
査
す
る
。

「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」

…

数
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
調
査
す
る
。

「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」

…

科
学
的
知
識
を
使
っ
て
証
拠
に
基
づ
く
結
論
を
導
く
事
の
で
き
る
能
力
を
調
査
す
る
。

「
読
解
力
」
の
調
査
の
結
果
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
八
位→

一
四
位→

一
五
位→

八
位→

四
位
と
二
〇
〇
三
年
に
下

落
し
た
も
の
の
、
二
〇
〇
九
年
に
は
回
復
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
二
〇
一
五
年
調
査
で
、
前
回
四
位
ま
で
上
昇
し
て
い

た
結
果
が
八
位
ま
で
下
落
し
た
。
こ
の
結
果
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
の
中
で
も
、
出
題
形
式
別
の
自
由
記
述
問
題
が
鍵
を
握
る
と
い

う
こ
と
が
次
の
グ
ラ
フ
か
ら
分
か
る
だ
ろ
う
。

四
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PISA 調査における日本の順位の推移

形式別に見た日本の平均無答率（２０１５）

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
は
何
か
、
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」（L

eading
L

iteracy

）
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
す
る
能
力
。

R
eading

literacy
is

understanding,using,and
reflecting

on
w

ritten
texts,in

order
to

achieve
one’s

goals,to
develop

one’s

know
ledge

and
potential,and

to
participate

in
society.

従
来
の
「
読
解
力
」（reading

com
prehension

）
と
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
は
文
章
な
ど
を
読
み
解
く
能
力
を
指
す
。
と
り
わ
け
日
本
で
は
、
国
語
教
育
を
想
定
し
た
上
で
、「
教
材
と
し
て
の

文
章
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
」
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
は
、
前
述
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
中
の
読
解
力
、
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
う
ち

の
読
解
力
に
対
応
で
き
る
読
解
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
「
読
解
力
」
の
概
念
と
は
、
文
章
に
触
れ
な
が
ら
、
そ

こ
書
か
れ
て
い
る
情
報
を
読
者
と
書
き
手
が
共
有
す
る
文
章
表
現
の
規
則
や
約
束
事
で
、
読
者
に
既
有
の
知
識
や
情
報
お
よ
び
経
験
を

手
が
か
り
と
し
て
解
読
し
て
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
解
釈
す
る
ま
で
の
読
者
の
一
連
の
行
為
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
「
読
解
力
」
を
比
較
す
る
と
従
来
の
「
読
解
力
」
に
加
え
て
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
で
は
「
効
果
的
に
社
会
に
参
加

四
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す
る
た
め
に
」「
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
、
熟
考
す
る
」
能
力
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
「
読
解
力
」
で
あ
る
読
み

手
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
知
識
や
経
験
、
情
報
を
手
が
か
り
と
し
て
文
章
を
理
解
、
解
釈
す
る
だ
け
で
は
文
科
省
が
掲
げ
て
い
る「
確

か
な
学
力
」
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
社
会
参
加
」
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
、
し
か
も
「
社
会
参
加
に
効
果
的
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
傍
線
は
稿
者
）

で
は
、「
効
果
的
に
社
会
参
加
す
る
た
め
に
」
ど
ん
な
手
立
て
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
対
立
教
材
や
発
展
教
材
を
与
え
る
こ

と
で
よ
り
多
面
的
な
見
方
、
考
え
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
幅
広
い
思
考
、
熟
考
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
「
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
、
熟
考
す
る
」
能
力
と
あ
る
が
、
な
ぜ
従
来
の
「
読
解
力
」
で
あ
る
「
解
読→

理
解→

解
釈
」
だ
け
で

な
く
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
し
て
「
利
用
、
熟
考
」
が
加
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
目
的
で
あ
る
「
読
解
の

知
識
や
技
能
を
実
生
活
の
様
々
な
面
で
直
面
す
る
課
題
に
お
い
て
ど
の
程
度
活
用
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
評
価
す
る
こ
と
と
、
現

行
学
習
指
導
要
領
が
ね
ら
い
と
し
て
い
る
「
生
き
る
力
」「
確
か
な
学
力
」
が
同
じ
方
向
性
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。

学
習
指
導
要
領
〈
国
語
〉
に
お
い
て
は
、
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
重
視
し
、
特
に
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が

ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
、

・
自
分
の
考
え
を
持
ち
論
理
的
に
意
見
を
述
べ
る
能
力
。

・
目
的
や
場
面
な
ど
に
応
じ
て
適
切
に
表
現
す
る
能
力
。

・
目
的
に
応
じ
て
的
確
に
読
み
取
る
能
力
や
読
書
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ
と
。

こ
の
三
点
を
重
視
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
等
質
な
学
習
活
動
の
視
点
を
も
つ
。
な
ぜ
方

向
性
が
同
じ
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
従
来
の
ま
ま
で
は
「
読
解
力
」
が
子
ど
も
に
定
着
し
て
い
な
い
、
読
ん
で
も
内
容
の
活
用
が
で

き
な
い
等
の
様
々
な
学
力
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
の
生
徒
た
ち
は
自
由
記
述
問
題
が
か
な
り
不
得
意
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
自
由
記
述
式
の
問
題
を
解
き
慣
れ
て
い
な
い
。

�
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
問
題
を
解
き
慣
れ
て
い
な
い
。

�
授
業
中
に
意
見
を
発
す
る
機
会
が
少
な
い
。

�
教
材
本
文
の
中
か
ら
根
拠
を
持
っ
て
意
見
で
き
な
い
、
そ
の
た
め
の
指
導
の
不
十
分
さ
。

慣
れ
て
い
な
い
、
機
会
が
十
分
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
、
指
導
が
不
十
分
、
ど
れ
も
常
日
頃
の
授
業
で
訓
練
さ
れ
て
な
い
結
果
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
上
手
く
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
に
育
つ
危
険
性
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
米
人
と
比
較
す
る
と
日
本
人
は
自
己
主
張
が
弱
く
、
自
分
の
意
見
を
あ
ま

り
言
わ
な
い
傾
向
に
あ
る
た
め
、
教
師
は
そ
の
自
覚
を
持
っ
て
、
学
習
環
境
を
作
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

四

結
び
に
か
え
て
―
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
の
授
業
を
展
開
す
る
上
で
―

「
慎
ま
し
い
」
こ
と
が
日
本
人
の
良
い
と
こ
ろ
、
な
ど
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
あ
る
ま
い
。
質
問
が
で
き
な
い
、
批
判
が
で
き
な
い
、

問
題
解
決
が
で
き
な
い
、
根
拠
を
示
し
て
意
見
を
述
べ
な
い
、
表
現
が
曖
昧
で
自
己
主
張
が
弱
い
、
発
言
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
こ

の
社
会
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
イ
エ
ス
、
ノ
ー
が
は
っ
き
り
と
言
え
る
日
本

人
を
、
国
際
社
会
に
通
用
す
る
人
材
を
育
て
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
に
お
い
て
、
目
標
は
他
者
が
設
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
自
分
が
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
的
確
な
目
標
が
設
定

で
き
な
け
れ
ば
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
は
上
手
く
い
か
な
い
。
読
み
取
り
た
い
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
積
極
的
な
学
習
態
度
を
育
む
環
境
を
つ
く

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
導
入
が
き
わ
め
て
重
要
な
学
習
領
域
と
な
る
。

最
初
か
ら
一
〜
一
〇
ま
で
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
で
授
業
を
行
う
こ
と
は
、
現
在
の
国
語
教
育
の
現
場
で
は
必
ず
し
も
可

能
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
め
あ
て
は
従
来
通
り
に
設
定
し
な
が
ら
学
習
活
動
の
ご
く
一
部
を
変
更
し
て
学
習
を
行

わ
せ
て
も
よ
い
し
、
め
あ
て
を
書
か
ず
に
学
習
を
進
め
、
最
後
に
今
日
の
学
習
め
あ
て
が
何
で
あ
っ
た
か
に
到
り
つ
く
と
い
っ
た
学
習

活
動
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
一
気
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
に
転
換
し
て
学
習
活
動
を
進
め
る
と
い
う
や
り
方
も
一
つ
の
教

育
技
術
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
当
な
時
間
を
か
け
た
教
材
研
究
等
学
習
指
導
の
構
成
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

見
通
し
そ
の
も
の
を
立
て
て
授
業
を
行
う
こ
と
が
必
ず
し
も
有
効
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
学
習
は
、
教
師
が

主
体
で
は
な
い
。
学
習
活
動
の
〈
主
〉
は
言
う
ま
で
も
な
く
子
ど
も
た
ち
で
あ
り
、
教
師
は
あ
く
ま
で
〈
従
〉
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
教
師
は
十
全
な
学
習
環
境
を
整
え
る
こ
と
こ
そ
主
た
る
授
業
者
と
し
て
の
活
躍
の
場
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
に
あ
っ
て
、
教
師
は
ど
う
子
ど
も
た
ち
に
学
習
活
動
を
ど
う
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
教

育
技
術
の
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
誤
解
の
内
容
に
言
葉
を
継
げ
ば
、
主
体
性
と
は
、
子
ど
も
の
自
由
き
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く

こ
と
で
は
な
い
。
学
習
環
境
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
教
師
が
事
前
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
教
師
が
子
ど
も
の
実
態
を
本
当
に
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
実
態
に
あ
る

の
か
を
事
前
に
鋭
く
観
察
し
て
お
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

学
習
指
導
案
に
「
学
習
者
の
実
態
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
現
場
で
も
指
導
案
を
作
成
す
る
場
合
、
我
々
は
必
ず
こ
の
項
目
を
な
に

が
し
か
の
文
面
を
も
っ
て
う
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
中
心
と
し
た
学
習
活
動
に
お
い
て
は
、
実
は
こ
の
項
目

戦後国語教育の一位相 ―PISA型読解力の導入と展開について―
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こ
そ
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
把
握
し
て
い
な
い
と
実
践

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
と
は
国
語
だ
け
で
や
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
教
科
で
行
わ
な
い
と
ま
り
意
味
を
成
さ
な
い
。

理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
し
て
い
く
能
力
は
学
習
全
体
を
持
っ
て
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
自
由
気
ま
ま
、
好
き
勝
手
は
主

体
性
で
は
な
い
。
い
わ
ば
教
師
と
し
て
の
学
習
指
導
の
放
棄
に
他
な
ら
な
い
。
子
ど
も
に
ゆ
だ
ね
る
、
の
び
の
び
と
学
習
し
て
い
る
こ

と
が
主
体
性
で
あ
っ
て
前
者
の
こ
と
で
は
な
い
。
噛
み
砕
い
た
言
い
方
に
な
る
が
、〈
自
分
の
手
の
ひ
ら
の
上
で
、
子
ど
も
た
ち
が
自

由
自
在
に
学
習
す
る
〉
こ
れ
こ
そ
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
導
入
し
た
学
習
活
動
の
教
育
方
法
を
持
つ
教
師
を
目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
手
の
ひ
ら＝

学
習
環
境
と
い
っ
て
も
よ
い
。

主
体
的
な
学
習
態
度
に
お
い
て
社
会
的
問
題
意
識
を
育
む
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
、
従
来
の
「
読
解
力
」
と
は
異
な
っ
て
く
る
。

少
な
く
と
も
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
は
従
来
の
「
読
解
力
」
を
凌
駕
す
る
機
能
を
有
し
な
け
れ
ば
教
育
方
法
と
し
て
意
味
を
な
さ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
方
法
は
確
か
な
学
習
指
導
目
標
等
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
い
う
ま
で
も
な

く
、
従
来
の
学
習
の
展
開
と
大
き
く
異
な
る
授
業
形
態
を
見
せ
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
き
く
異
な
る
の
が
主

体
性
の
問
題
で
あ
る
。
田
近
の
い
う
主
体
的
、
言
語
主
体
と
い
う
も
の
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
は
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
が
、
戦

後
時
期
の
ア
メ
リ
カ
教
育
使
節
団
が
我
々
に
指
導
し
、
戦
後
の
民
主
主
義
教
育
の
出
発
点
と
な
っ
た
、
主
体
的
学
習
の
教
育
方
法
と
似

て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
偏
重
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
言
語
主
体
的
に
活
動
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
尨
の
字
も
読
め
な
い
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
国
語
力
が
伸
び
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
語
っ
て
く
れ
た
。
時
枝
・
西

尾
の
論
争
か
ら
我
々
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
も
そ
の
安
易
な
導
入
は
当
時
指
摘
さ
れ
た
学
力
の
低
下
と
な
る
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こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
だ
。
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
現
場
に
お
け
る
内
在
的
な
批
判
と
し
て
漢
字
教
育
へ
の
提
言
が
力

を
増
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
時
枝
・
西
尾
論
争
の
轍
を
ま
る
で
た
ど
る
か
の
よ
う
に
酷
似
し
て
い
る
。

現
場
に
立
つ
教
師
が
教
育
史
、
あ
る
い
は
国
語
教
育
史
を
踏
ま
え
ず
に
、
当
座
の
教
材
を
見
つ
め
て
い
る
ば
か
り
で
は
、
教
育
効
果

の
深
ま
り
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
師
が
今
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
今
な
ぜ
こ
の
教
材
な
の
か
、
子

ど
も
た
ち
が
今
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
を
史
的
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
戦
前
の
教
育
を
鳥
瞰
し
て
き
た
が
、

現
在
の
教
育
と
乖
離
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
一
〇
年
ご
と
に
教
育
の
現
場
は
大
き
く
揺
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
育
の
三
要
素
で
あ
る
「
教
師
」「
学
習
者
」「
教
材
」
の
関
係
が
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

教
師
が
自
ら
学
ん
だ
学
習
環
境
、
あ
る
い
は
教
育
方
法
が
普
遍
的
な
位
置
づ
け
を
も
た
な
い
こ
と
こ
そ
、
教
育
現
場
の
繰
り
返
さ
せ

る
大
き
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
普
遍
的
な
教
育
方
法
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
が
経
験
し
て
き
た
教
育
方
法

は
史
的
な
位
置
づ
け
の
上
で
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
検
討
を
経
た
と
こ
ろ
に
教
育
の
現
在
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
教
師
と
教

育
方
法
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

今
日
、
教
育
現
場
に
お
い
て
最
も
話
題
と
な
っ
て
い
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
即
効
的
な
社

会
へ
の
適
応
を
め
ざ
す
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
教
育
方
法
が
、
果
た
し
て
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
史
的
観
点
を
十
分
に

踏
ま
え
て
実
践
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
安
易
に
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
学
習
欲
だ
け
に
流
さ
れ
た
展
開
に
は
な
っ
て
い

な
い
か
、
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
課
題

と
し
た
い
。
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注（
１
）
平
田
利
文
・
坂
井
賢
一
「
言
語
活
動
を
生
か
し
た
社
会
科
学
習
の
あ
り
方
―
確
か
な
学
力
を
育
む
た
め
の
評
価
と
工
夫
―
」
大
分
大
学
教
育
福
祉
科
学

部
研
究
紀
要

平
成
二
四
年
五
月
三
一
日

（
２
）
山
本
健
雄
『
漢
字
漢
語
の
指
導
研
究：

漢
字
学
年
別
配
当
表
の
成
立
過
程
を
中
心
に
』
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要

二
〇
〇
〇
年
六
月

（
３
）
河
野
智
文
「
昭
和
２１
年
の
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
の
考
察

―『
國
語
創
造
』
誌
を
資
料
と
し
て
―
」
兵
庫
教
育
大
学
教
科
教
育
学
会

紀
要

第
一

三
号

平
成
一
二
年
三
月

（
４
）
棚
橋
尚
子
「
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
配
当
さ
れ
た
漢
字
と
習
得
語
彙
と
の
関
係
」
奈
良
教
育
大
学

（
５
）
研
究
代
表
者

水
谷
修
「
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
語
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号：

09
N

P
0701

、
略
称
新
プ
ロ
「
日
本
語
」）

（
６
）
新
プ
ロ
「
日
本
語
」
研
究
班
四
・
教
育
チ
ー
ム
編
「
細
井
勉
先
生
を
迎
え
て
」『
国
語
教
育
と
日
本
語
教
育
の
統
合
的
研
究
』
平
成
一
〇
年
六
月
（
教

育
チ
ー
ム
報
告
書
）

（
７
）
戦
後
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
と
経
験
主
義
教
育
―「
系
統
主
義
と
経
験
主
義
の
教
育
課
程
」
数
研
出
版
。

（
８
）
経
験
主
義
的
教
育
と
は
、
子
ど
も
の
興
味
・
関
心
を
重
視
し
、
現
実
の
日
常
生
活
の
経
験
か
ら
教
材
資
料
を
集
め
、
子
ど
も
の
内
的
論
理
に
よ
っ
て
学

習
を
構
成
し
て
い
く
教
育
で
あ
る
。
長
所
は
、
子
ど
も
の
興
味
・
関
心
か
ら
授
業
が
始
ま
る
の
で
学
習
が
活
発
で
効
果
的
に
な
る
こ
と
や
生
活
の
場
に
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
直
接
的
に
役
立
つ
、
授
業
で
や
っ
た
こ
と
に
さ
ら
に
興
味
が
湧
き
自
主
的
学
習
を
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。
短
所
と
し
て
は
、
現
在
の
問
題
に
関
心
が
集
中
し
て
し
ま
う
と
知
識
に
偏
り
が
出
て
し
ま
う
点
や
授
業
の
た
び
に
生
徒
の
興
味
・
関
心
の
あ
る
こ
と

の
教
材
資
料
を
集
め
る
こ
と
は
大
変
で
あ
り
、
教
師
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
系
統
主
義
的
教
育
と
は
、
学
習
さ
せ
た
い
学
問
を
教
育
的
な
視
点
か
ら
体
系
的
に
編
成
し
、
そ
れ
を
順
序
良
く
系
統
的
に
教
え
て
い
く
教
育
で
あ
り
、

生
徒
の
興
味
・
関
心
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
系
統
主
義
的
教
育
の
長
所
は
、
文
化
遺
産
を
系
統
的
に
効
率
よ
く
学
べ
る
こ
と
や
構
成
が
簡
単
で
評
価
も
し
や

す
い
点
、
長
い
伝
統
が
あ
り
教
師
も
慣
れ
て
い
る
点
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
短
所
と
し
て
は
、
教
科
書
中
心
、
理
解
よ
り
暗
記
に
な
り
や
す
い
点
や

知
識
獲
得
が
優
先
さ
れ
社
会
性
の
育
成
に
手
が
回
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
点
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
１０
）
文
部
科
学
省

国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
」
二
〇
一
六

（
１１
）
有
元
秀
文
「
必
ず
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
が
育
つ

七
つ
の
授
業
改
革

―「
読
解
表
現
力
」
と
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
育
て
る

五
〇



方
法
―
」
明
治
図
書

二
〇
〇
九

四
月

（
１２
）
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
」「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
…
こ
こ
で
は
、（Program

m
e

for
International

Student
A

ssessm
ent

）
の
こ
と
を
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
」「
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
調
査
」、
ま
た
、
そ
の
調
査
内
で
検
討
さ
れ
て
い
る
読
解
力
の
こ
と
を
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
略
記
す
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
は
、
日
本
で
言
え
ば
高
校
一
年
生
を
対
象
と
し
た
テ
ス
ト
で
あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、「
経
済
成

長
」、「
開
発
途
上
国
援
助
」
及
び
「
自
由
か
つ
多
角
的
な
貿
易
の
拡
大
」
と
い
っ
た
国
際
的
な
経
済
協
力
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
教
育
・
人
材
養
成
は

労
働
市
場
や
社
会
、
経
済
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
幼
児
教
育
か
ら
成
人
教
育
ま
で
の
広
い
範
囲
で
、
将
来
を
見
据
え
た
教
育

政
策
の
あ
り
方
を
提
言
し
て
い
る
。」（「
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
能
」（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
）二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
六
年
調
査
国
際
結
果
報
告
書
）
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