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教
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部
国
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教
育
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会
・
研
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協
議
】

2 

子
ど
も
た
ち
が
読
み
手
と
し
て
育
ち
、

｜
｜
国
語
科
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
と

は
じ
め
に

「
一
言
語
活
動
の
充
実
」
「
自
ら
学
び
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
の
育
成

を
重
視
」
「
読
書
活
動
の
充
実
」
な
ど
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
要
点

は
、
こ
れ
ま
で
も
提
唱
さ
れ
論
議
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
と
感
じ
た
。
子
ど
も
た

ち
が
読
み
手
と
し
て
育
ち
、
実
生
活
で
生
き
て
働
く
こ
と
ば
の
力
を
身
に
付
け

る
に
は
、
生
徒
が
主
体
的
に
取
り
組
む
言
語
活
動
を
設
定
し
た
単
元
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
単
元
は
、
つ
な
が
り
を
つ
く
る
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
た
ち

に
、
こ
と
ば
に
よ
る
学
ぴ
合
い
を
進
め
さ
せ
、
認
識
を
深
め
さ
せ
る
も
の
に
な

る
と
考
え
る
。

勤
務
校
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
研
究
実
践
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
生

徒
た
ち
の
「
探
究
」
の
場
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
「
課
題
解
決
」
と
調
査
・
研

究
・
発
表
な
ど
の
「
言
語
活
動
」
を
継
続
し
て
い
る
生
徒
た
ち
と
、
そ
れ
を
生

か
し
た
国
語
の
単
元
学
習
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。

主
体
的
に
取
り
組
む
た
め
に

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

の
関
連
を
と
お
し
て
｜
｜
｜

± 
口

；良

徳

香

「
言
語
活
動
の
充
実
」

の
社
会
的
要
請
と
、
必
要
性

学
校
教
育
法
で
は
、
身
に
付
け
さ
せ
た
い
学
力
を
「
基
礎
的
な
知
識
及
び
技

能
を
修
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
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
そ
の
他
の
能
力
」
と
明
確
に
示
し
た
。
学

習
指
導
要
領
で
は
、
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
、
知
識
・
技
能
の
活
用
を
図
り
、

言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

学
資
指
導
要
領
に
は
、
「
基
礎
・
基
本
を
確
実
に
習
得
さ
せ
た
り
、
「
活
用

力
」
（
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
）
を
向
上
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
は
、
国

語
科
の
指
導
の
み
な
ら
ず
、
各
教
科
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
、
学
校
の

教
育
活
動
全
体
を
通
じ
、
「
考
え
る
力
」
を
中
核
と
し
て
、
「
聞
く
力
」
「
話
す

力
」
「
読
む
力
」
「
書
く
力
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
記
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
基
礎
・
基
本
を
確
実
に
定
着
さ

せ
、
「
活
用
力
」
の
向
上
を
関
る
た
め
に
は
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」
は
切
り
離

せ
な
い
関
係
に
あ
る
」
と
し
て
、
言
語
活
動
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
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国
語
科
に
お
い
て
は
、
「
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る

態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習

の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を

享
受
し
継
承
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
の
改

善
を
図
る
。
特
に
、
言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
し
、
論
理
的
に
思
考
し
表
現

す
る
能
力
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成

す
る
こ
と
や
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感
性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と

を
重
視
す
る
」
と
し
、
現
行
の
領
域
構
成
は
維
持
し
つ
つ
「
基
礎
的
・
基
本
的

な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
探
究
す
る
こ
と
の
で
き
る
国
語
の
能
力
を

身
に
付
け
る
こ
と
に
資
す
る
よ
う
、
実
生
活
の
様
ず
な
場
面
に
お
け
る
言
語
活

動
を
具
体
的
に
内
容
に
示
す
o
」
と
し
て
い
る
。

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」

勤
務
校
は
、
昨
年
度
ま
で
の
三
年
間
、
文
部
科
学
省
の
「
学
力
の
把
握
に
関

す
る
研
究
指
定
事
業
」
の
指
定
を
受
け
、
研
究
推
進
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
は
、
「
調
査
・
研
究
」
学
習
、
「
自
分
探

し
の
旅
」
、
「
塩
中
タ
イ
ム
」
を
三
つ
の
柱
と
し
た
単
元
計
画
が
整
っ
た
。

こ
の
中
で
と
く
に
、
「
調
査
・
研
究
」
学
習
は
、
各
教
科
等
で
身
に
付
け
た

力
を
活
用
し
自
ら
設
定
し
た
課
題
を
解
決
す
る
学
習
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
言
語
活
動
」
が
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
「
研
究
テ
l
マ
と
仮
説
を
設
定
し
、

そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
的
確
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
」
「
集
め
た
情
報
を
、

図
表
な
ど
を
用
い
て
説
明
や
記
録
の
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
」
「
検
証
す
る
た

め
に
立
場
を
決
め
て
意
見
を
述
べ
る
文
章
を
書
く
こ
と
」
「
調
べ
て
分
か
っ
た

こ
と
や
考
え
た
こ
と
な
ど
に
基
づ
い
て
説
明
や
発
表
を
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
聞

い
て
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
」
「
社
会
生
活
の
中
の
話
題
に
つ
い
て
、
相

手
を
説
得
す
る
た
め
に
意
見
を
述
べ
合
う
こ
と
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言

語
活
動
を
駆
使
し
て
、
生
徒
は
、
「
『
調
査
・
研
究
』
学
習
」
を
進
め
て
い
く
の

で
あ
る
。
指
導
者
は
設
定
し
た
言
語
活
動
を
と
お
し
て
、
様
々
な
情
報
を
関
連

付
け
て
考
え
筋
道
立
て
て
ま
と
め
表
現
す
る
力
を
育
て
、
論
理
的
思
考
力
や
表

現
力
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
教
科
等
で
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
、
九

能
力
と
し
て
整
理
し
た
。
年
間
十
時
間
の
「
塩
中
タ
イ
ム
」
に
お
い
て
は
、
自

分
に
身
に
付
い
た
カ
を
塩
中
カ
l
ド
に
記
述
さ
せ
塩
中
ノ
l
ト
で
関
連
さ
せ
、

身
に
付
い
た
力
ゃ
、
教
科
等
と
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
自
覚
さ
せ
て
い
る
c

塩
中
ノ

I
ト
は
、
生
徒
の
学
び
の
軌
跡
が
残
る
ポ
l
ト

フ
ォ
リ
オ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
塩
町
中
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
と
お
し
て
、
積
極
的

に
一
一
一
百
語
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
合
わ
せ
て
、
探
究
的
な
総
合
的
な
学
習
の

時
間
に
つ
な
が
る
教
科
の
研
究
実
践
を
行
っ
て
い
る
。

本
年
度
は
、
「
『
思
考
力
』
『
表
現
力
』
を
高
め
る
学
習
指
導
の
改
善
1
総
合

的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
『
探
究
』
に
つ
な
が
る
授
業
づ
く
り
1
」
と
研
究

主
題
を
設
定
し
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
「
探
究
」
に
つ
な
が
る
授
業

ε
つ
く

り
に
つ
い
て
、
全
教
職
員
で
研
究
実
践
を
続
け
て
い
る
。
研
究
仮
説
は
「
授
業

の
中
で
、
『
情
報
の
取
り
出
し
』
『
解
釈
』
『
熟
考
・
評
価
』
の
問
題
解
決
的
な

活
動
で
学
習
さ
せ
、
さ
ら
に
、
生
徒
自
身
が
学
習
過
程
や
自
己
の
状
況
を
ふ
り

か
え
り
、
仲
間
と
か
か
わ
り
な
が
ら
学
習
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
り
、
『
思
考

力
』
『
表
現
力
」
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
o
」
で
あ
る
。
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四

国
語
科
に
お
け
る
研
究
実
践

四
ー
一
説
明
的
文
章
の
単
元
二

O
一
O
年
六
月
（
全
九
時
間
）

単
元
名
自
分
の
理
論
を
発
表
し
よ
う

「
『
新
し
い
博
物
学
』
の
時
代
」
池
内

了

（
中
学
校
第
三
学
年
）

（1
）
単
元
設
定
の
理
由

本
校
で
は
、
「
『
調
査
・
研
究
』
学
習
」
の
単
元
に
代
表
さ
れ
る
総
合
的
な
学

習
の
時
間
と
「
p
I
S
A
型
学
力
の
育
成
」
を
目
指
し
た
授
業
研
究
と
の
関
連

を
図
り
な
が
ら
、
研
究
実
践
を
進
め
て
き
た
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
実
践

を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
は
「
思
考
力
」
や
「
表
現
力
」
（
と
く
に
「
書

く
こ
と
」
）
に
お
い
て
、
数
値
の
向
上
が
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
国
語
科
の
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
お
い
て
は
「
思
考
力
」
で
課

題
が
み
ら
れ
た
。

平
成
幻
年
度
三
次
市
学
力
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
中
学
校
二
学
年
説
明
的
文
章

の
内
容
の
読
み
取
り
の
正
答
率
は
耐
%
（
期
待
正
答
率
刀
%
）
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
で
も
と
く
に
「
文
章
の
展
開
に
即
し
て
内
容
を
と
ら
え
る
」
設
問
の
正
答

率
が
、
期
待
正
答
率
よ
り
目
%
低
か
っ
た
。
ま
た
、
平
成
辺
年
度
「
全
国
学

力
・
学
習
」
状
況
調
査
、
主
と
し
て
「
活
用
」
に
関
す
る
問
題
国
の
こ
の
問
題

の
正
答
率
が
4
%
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
ト
ッ
プ
記
事
と
コ
ラ
ム
と
を
比

較
し
、
書
き
方
の
特
徴
と
し
て
適
切
な
も
の
を
選
択
す
る
問
題
で
あ
る
。
出
題

の
趣
旨
は
、
記
事
文
に
お
け
る
表
現
の
仕
方
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
表
現
の
仕
方
を
と
ら
え
る
こ
と
に
課
題
が
あ
る
と
整
理
し
た
。

事
前
に
行
っ
た
説
明
的
文
章
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
説
明
的
文
章
の

学
習
が
好
き
で
す
か
」
の
問
い
に
対
し
て
、
肯
定
的
回
答
を
し
た
生
徒
は
お
%

「
説
明
的
文
章
の
学
習
は
よ
く
分
か
る
」
と
答
え
た
生
徒
は
必
%
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
。
こ
の
結
果
か
ら
も
、
生
徒
が
説
明
的
文
立
早
の
川
〔
子
習
に
苦
手
音

ち
、
意
欲
も
十
分
に
高
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
把
握
で
き
た
。

そ
こ
で
「
言
語
活
動
」
を
取
り
入
れ
、
生
徒
が
意
欲
を
も
ち
課
題
解
決
的
に

説
明
的
文
章
を
読
む
単
元
学
習
、
生
徒
ど
う
し
の
関
わ
り
と
振
り
返
り
の
場
面

を
作
る
こ
と
で
、
「
思
考
力
」
「
表
現
力
」
が
向
上
す
る
単
元
学
習
を
設
定
し
た

い
と
考
え
た
。
単
元
に
組
み
込
も
う
と
考
え
た
「
言
語
活
動
」
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

【
一
言
語
活
動
l
】
読
み
取
っ
た
こ
と
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ラ
イ
ド
に

す
る
こ
と

【
一
言
語
活
動
2
｝
説
明
や
評
論
な
ど
の
文
章
を
読
み
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に

つ
い
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と

【
言
語
活
動
3
】「
O
O学
」
と
い
う
意
見
文
を
書
き
発
表
し
合
う
こ
と

生
徒
は
、
一
学
年
の
時
よ
り
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
「
調
査
・
研

究
」
学
習
を
重
ね
て
お
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
筋
道
立
て
て
発

表
す
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
。
学
校
を
あ
げ
た
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
取

組
に
よ
り
、
国
語
で
習
得
し
た
内
容
を
実
践
的
に
活
用
す
る
経
験
を
重
ね
て
い

る
。
そ
こ
で
国
語
科
に
お
い
て
も
「
言
語
活
動
」
を
積
極
的
に
取
り
組
む
と
期

待
で
き
る
。
国
語
科
の
単
元
に
よ
り
豊
か
に
「
一
言
語
活
動
」
を
組
み
込
む
こ
と

で
、
生
徒
を
、
課
題
を
探
究
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
体
的
な
読
み
手
と
し
て
育

て
た
い
と
考
え
、
単
元
を
設
定
し
た
。
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（2
）
学
習
指
導
の
過
程

生
徒
実
態
か
ら
、
生
徒
の
指
導
上
の
課
題
を
次
の
三
点
に
整
理
し
た

0

．
段
落
の
内
容
や
段
落
相
互
の
関
係
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
。

－
筆
者
の
論
理
の
展
開
を
と
ら
え
て
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
。

－
表
現
の
仕
方
や
筆
者
の
述
べ
方
の
工
夫
に
注
音
い
し
て
読
む
こ
と
。

こ
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
過
程
で
学
習
指
導
を
行
っ

た① 

説
明
的
文
章
の
読
み
方
の
技
術
を
指
導
す
る
。

「
文
章
の
構
成
」
「
具
体
部
と
抽
象
部
」
「
強
調
表
現
」
「
反
復
表
現
」
「
接

続
詞
」
な
ど
説
明
的
文
章
の
読
み
方
の
技
術
を
学
習
す
る
。

「
読
み
取
っ
た
こ
と
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ラ
イ
ド
に
す
る
」
と

い
う
言
語
活
動
を
と
お
し
て
、
段
落
の
役
割
や
段
落
相
互
の
関
係
を
と
ら

え
さ
せ
る
。
ま
た
要
約
す
る
力
を
伸
ば
す
。
｛
言
語
活
動
1

】

筆
者
の
論
理
の
展
開
の
工
夫
（
構
成
・
展
開
・
表
現
の
工
夫
）
を
批
評
し

て
読
む
指
導
を
行
う
。
批
評
し
て
読
み
交
流
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
文

章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
効
果
な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
る
。｛一一一一口語活動

2｝

筆
者
の
主
張
を
批
評
し
て
読
む
指
導
を
行
う
。
筆
者
の
主
張
を
批
評
し
て

読
む
こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
方
と
相
対
化
し
て
自
分
の
考
え
方
を
明
ら
か

に

す

る

。

一

一

百

語

活

動

2
】

論
理
を
再
構
成
し
、
「

O
O学
」
と
い
う
意
見
文
を
書
き
、
発
表
し
合
う

と
い
う
言
語
活
動
を
行
う
。
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方
を
工
夫

し

て

、

意

見

文

を

書

く

。

｛

言

語

活

動

3
】

② ③ 
〆ヘ

ピむ⑤ 

さ
ら
に
、
こ
の
す
べ
て
の
過
程
を
、
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
者
で
あ
る

生
徒
が
学
習
し
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で

あ
る
自
己
評
価
カ
l
ド
に
記
録
す
る
こ
と
を
継
続
さ
せ
た
。

（3
）
単
元
の
実
際
と
生
徒
の
反
応

単
元
の
は
じ
め
に
単
元
の
自
己
評
価
カ
l
ド
を
配
り
、
単
元
を
貫
く
言
語
活

動
と
し
て
「
『

O
O学
』
と
い
う
自
分
の
考
え
る
学
問
を
提
唱
す
る
こ
と
」
を

伝
え
、
見
通
し
を
も
た
せ
た
。
そ
し
て
、
説
明
的
文
章
の
読
み
方
の
技
術
を
指

導
し
、
「
新
し
い
博
物
学
の
時
代
」
を
通
読
し
て
初
発
の
感
想
を
書
い
た
。
初

発
の
感
想
は
、
全
員
の
も
の
を
一
覧
に
し
て
読
み
合
っ
た
。
ま
た
「
こ
の
文
章

は
分
か
り
ゃ
す
い
か
、
分
か
り
に
く
い
か
」
と
い
う
こ
と
も
書
か
せ
た
。
す
る

と
、
「
分
か
り
ゃ
す
い
。
筆
者
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
が
例
と
よ
く
結
び
つ
い

て
い
た
か
ら
o
」
等
、
筆
者
の
述
べ
方
を
一
評
価
す
る
記
述
が
既
に
見
ら
れ
た
。

こ
の
学
年
は
、
互
い
を
意
識
し
て
意
見
交
流
が
難
し
い
学
年
で
あ
っ
た
が
、
書

い
た
も
の
を
読
み
合
う
中
で
、
多
様
な
考
え
方
を
認
め
合
い
、
自
分
の
考
え
を

書
き
始
め
た
。

次
に
「
プ
レ
ゼ
ン
の
ス
ラ
イ
ド
を
作
ろ
う
」
と
学
習
目
標
を
提
示
し
た
。
具

体
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
作
成
し
た
プ

レ
ゼ
ン
と
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
社
会
」
の
文
章
を
指
導
者
が
プ
レ
ゼ
ン
に
し
た

も
の
を
例
示
し
た
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
行
っ
て
い
る
学
習
活
動
で
あ

り
、
生
徒
は
抵
抗
無
く
音
ω
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
み
始
め
た
。
完
成
す
る
と
電

子
黒
板
を
使
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
を
行
い
な
が
ら
、
文
章
全
体
の
論
理
の
展
開
を
確

認
し
た
。

さ
ら
に
、
文
章
を
批
評
し
て
付
婆
に
そ
の
理
由
を
書
き
交
流
し
た
。
生
徒

88 -



は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
も
、
プ
レ
ゼ
ン
発
表
を
し
て
音
山
見
交
流
を

す
る
言
語
活
動
を
継
続
し
て
い
る
。
発
表
用
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
l
ド
に
K
J法
の

や
り
方
で
付
婆
を
貼
り
な
が
ら
音
山
見
交
流
を
し
た
。
し
か
し
「
批
評
す
る
」
と

い
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
初
発
の
感
想
で
書
い
て
い
た
例
を
示

し
て
説
明
し
、
批
評
を
引
き
出
し
た
。
批
評
の
視
点
と
し
て
は
、
「
構
成
」
「
展

開
」
（
論
理
の
適
切
さ
）
「
表
現
」
の

3
つ
の
視
点
を
示
し
た
。
良
い
点
が
多
く

出
た
が
、
こ
う
す
れ
ば
よ
り
良
く
な
る
と
い
う
改
善
点
を
挙
げ
る
生
徒
も
い

た。
生
徒
の
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

－
主
張
が
最
初
と
最
後
の
段
落
に
あ
っ
て
、
そ
の
聞
に
た
く
さ
ん
具
体
例
が

あ
る
か
ら
読
み
手
は
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
。
（
構
成
）

・
具
体
例
と
筆
者
の
主
張
と
が
、
適
切
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
（
展
開
・
理

由
と
主
張
と
の
つ
な
が
り
の
適
切
さ
）

－
⑬
段
落
の
具
体
例
か
ら
⑭
段
落
の
主
張
に
変
わ
る
時
が
い
き
な
り
す
ぎ

て
、
つ
な
が
り
が
分
か
り
に
く
い
。
接
続
詞
が
必
要
。
（
展
開
）

・
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
て
、
伝
え
た
い
こ
と
が
よ
く
分
か

る
。
（
表
現
）

次
に
、
筆
者
の
主
張
を
批
評
し
て
読
む
指
導
を
行
っ
た
。
筆
者
の
主
張
を
批

評
し
て
読
む
こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
方
と
相
対
化
し
て
自
分
の
考
え
方
を
明
ら

か
に
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
学
習
者
と
交
流
す
る
こ
と
で
認
識
を
深
め
さ
せ

る
。
生
徒
の
記
述
し
た
内
容
を
一
覧
に
し
て
、
意
見
交
流
を
行
っ
た
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
生
徒
の
意
見
交
流
も
よ
り
活
発
に
な
り
、
多
様
な
考
え

方
に
影
響
を
受
け
合
っ
て
い
た
。
音
い
見
を
発
言
す
る
時
に
静
か
に
聞
き
浸
る
よ

う
に
な
っ
た
。
生
徒
の
意
見
の
例
を
挙
げ
る
。

ぼ
く
は
、
筆
者
の
主
張
に
賛
成
で
す
。
文
章
の
中
の
「
文
科
系
と
理
科
系

の
知
を
結
び
つ
け
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
o
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
賛
成
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
ぼ
く
は
、
自
分
の
意
見
と

他
の
人
の
意
見
を
結
び
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
良
い
意
見
が
で
き
て
、
聞
い

て
い
る
人
た
ち
に
も
分
か
り
ゃ
す
く
説
明
で
き
た
り
、
す
ぐ
理
解
し
て
も
ら

え
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
か
ら
、
「
理
科
系
と
文
科
系
の
知
を
結
び
つ
け
る

と
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
筆
者
の
主

張
に
賛
成
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
二
つ
の
批
評
読
み
と
交
流
を
と
お
し
て
、
自
分
の
中
に
再
構
成
さ

れ
た
こ
と
を
「

O
O学
」
と
し
て
記
述
し
た
。
こ
れ
は
学
習
者
で
あ
る
生
徒
の

認
識
の
再
構
成
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
全
員
の
前
で
発
表
さ
せ
、
相
互
評
価
カ
l
ド

を
記
述
し
、
発
表
者
に
返
し
た
。
生
徒
は
相
手
意
識
を
も
ち
、
お
互
い
の
発
表

を
真
剣
に
聞
き
合
っ
た
。
発
想
豊
か
な
多
様
な
学
問
の
発
表
に
、
ク
ラ
ス
は
盛

り
上
が
っ
た
。

「
学
問
」
に
つ
い
て
は
、
単
一
冗
前
と
単
元
後
で
次
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ

た
。
（
単
元
前
↓
単
元
後
）
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・
学
問
と
は
勉
強
す
る
こ
と
↓
学
問
と
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま

せ
、
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
。

－
一
言
葉
の
勉
強
↓
意
見
を
批
評
し
合
い
、
考
え
、
新
し
い
発
見
を
見
つ
け
出

す
勉
強

0

・
学
校
で
す
る
勉
強
と
同
じ
こ
と
で
、
問
題
を
解
い
て
学
ぶ
こ
と
だ
と
思
い



ま
す
。
↓
学
問
と
は
、
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
学

ん
だ
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が
見
つ
か
る
カ
ギ
と
な
る
こ
と
。

・
一
人
で
は
な
く
て
、
仲
間
と
一
緒
に
意
見
を
交
流
す
る
こ
と
。
↓
い
ろ
い

ろ
な
教
科
を
結
び
つ
け
て
、
問
題
を
解
い
て
い
く
。
一
つ
の
教
科
で
習
っ

た
こ
と
が
、
他
の
教
科
で
生
か
せ
る
。
意
見
を
言
い
合
い
、
お
互
い
に
理

解
し
合
う
。

－
勉
強
を
学
ぶ
こ
と
。
勉
学
に
励
む
こ
と
、
ど
ん
ど
ん
知
識
を
広
げ
て
い
く

こ
と
。
難
し
い
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
。
↓
み
ん
な
の
音
ω
見

を
聞
き
、
考
え
を
深
め
る
こ
と
。
ど
ん
ど
ん
組
み
合
わ
せ
て
、
学
ん
だ
こ

と
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
。

－
私
は
学
問
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
社
会
に
出
た
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
役
立
つ
と
思
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
↓
私
は
学
問
と
は
、
知
恵
や
知
識
を
生
か
す
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
学
問
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
も
の
を
見
て
、
感
じ
取
っ
た

こ
と
、
発
見
し
た
こ
と
を
交
流
し
て
学
び
合
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
単
元
の
前
後
で
「
学
問
」
「
学
ぶ
こ
と
」
に
つ
い
て
の

考
え
方
が
深
化
・
拡
充
し
て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
。
学
ぶ
と
は
認
識
が
深

ま
り
「
課
題
解
決
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
、
生
徒
た
ち
は
単
元

の
学
び
ム
口
い
を
通
し
て
つ
か
ん
で
い
た
c

検
証
問
題
に
お
け
る
事
前
と
事
後
の
数
値
の
変
化

論
理
の
展
開
を
捉
え
る

4
%
（
事
前
）
↓
ω
%
（
事
後
）

（
事
前
は
全
国
学
カ
テ
ス
ト
の
結
果
、
事
後
は
出
題
の
趣
旨
に
沿
っ
て
作
成

し
た
検
証
問
題
を
単
一
冗
後
に
行
っ
た
結
果
）

ま
た
、
自
己
評
価
カ
l
ド
（
ポ
1
ト
フ
ォ
リ
オ
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
記
述

が
見
ら
れ
た
。

私
は
、
こ
の
学
習
を
と
お
し
て
思
考
力
が
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。
理
由

一
は
、
い
ろ
い
ろ
な
ス
ラ
イ
ド
を
批
評
し
な
が
ら
見
て
、
納
得
す
る
こ
と
が
で

一
き
る
か
、
納
得
で
き
な
い
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
そ
の
他

一
に
、
私
は
「
音
学
」
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
書
き
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
学
問

一
か
、
ま
た
ど
う
い
う
生
活
に
良
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で

す。
私
は
、
「
新
し
い
博
物
学
の
時
代
」
を
学
習
し
て
、
思
考
力
が
つ
い
た
と

思
い
ま
す
。
理
由
は
、
ス
ラ
イ
ド
を
作
る
と
き
は
、
長
い
文
章
を
ど
う
や
っ

て
要
約
す
る
か
考
え
た
か
ら
で
す
。
ま
た
自
分
で
考
え
て
「

O
O学
」
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
他
の
人
の
発
表
を
聞

い
て
、
そ
れ
対
し
て
自
分
の
音
ω
見
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
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教
科
担
任
と
し
て
出
会
っ
た
四
月
、
こ
の
学
年
の
生
徒
は
自
己
肯
定
感
が
低

く
、
自
信
を
も
っ
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
が
多
い
と

感
じ
た
。
と
く
に
こ
の
ク
ラ
ス
は
力
を
持
っ
て
い
る
生
徒
が
多
い
が
、
集
団
の

中
で
互
い
を
意
識
し
合
い
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
互
い
の
意
見
を
聞
き
合
い
、
考
え
を
深
め
合
、
つ
と
い
う
こ
と
は
難

し
か
っ
た
。
そ
こ
で
初
発
の
感
想
な
ど
、
生
徒
に
書
か
せ
た
記
述
を
一
覧
に
し

て
読
み
合
う
こ
と
を
、
単
元
の
中
で
繰
り
返
し
行
っ
た
。
そ
の
中
で
生
徒
は
、

多
様
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
自
己
の
認

識
を
深
め
て
い
っ
た
。
聞
き
合
う
生
徒
の
表
情
も
柔
ら
か
く
な
っ
て
い
っ
た
。



ま
た
、
文
章
を
読
ん
で
「
プ
レ
ゼ
ン
の
ス
ラ
イ
ド
を
作
成
す
る
言
語
活
動
」
や

「
批
評
読
み
と
そ
の
交
流
を
す
る
言
語
活
動
」
を
行
、
つ
中
で
、
生
徒
ど
う
し
の

関
わ
り
が
生
ま
れ
、
こ
れ
ま
で
な
か
な
か
音
山
見
を
出
せ
な
か
っ
た
生
徒
の
意
見

を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
、
「
批
評
読
み
と
そ
の
交
流
を
す
る
言
語
活
動
」
を
す
る
こ
と
で
、

文
章
を
読
む
こ
と
は
「
筆
者
の
主
張
や
そ
の
述
べ
方
に
つ
い
て
読
み
取
り
、
筆

者
と
対
話
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
は
感
じ
取
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
生
徒
の
姿
を
見
て
、
「
言
語
活
動
」
を
と
お
し
て
生
徒
は
主
体
的

な
読
み
手
に
な
り
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た

（4）今年度の取組二O一一年六月（全七時間）

今年度も、六月に三年生においてこの単元学習を行った。

検証問題における事前と事後の数値の変化は次のとおりであるc

要旨
書

書手き手きの
把 。コ の
古屋 壬員企同為 き口問ι、

理 理
の の
展 展
開 開
の の
理 理
骨平 解

44 37 32 事前

76 90 78 事後

% 

生
徒
は
塩
中
カ
！
ド
（
ポ

l
ト
フ
ォ
リ
オ
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
た

－
私
は
論
説
文
が
苦
手
で
、
文
章
を
見
る
だ
け
で
た
め
息
だ
っ
た
け
ど
、
文

章
の
着
目
点
を
お
さ
え
る
だ
け
で
、
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
て
、
付
せ
ん

紙
に
批
評
が
た
く
さ
ん
書
け
ま
し
た
。
難
し
い
言
葉
も
意
味
調
べ
を
し
て

理
解
で
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
活
用
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私

は
、
思
考
力
が
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。

・
「
新
し
い
博
物
学
の
時
代
」
を
読
ん
で
み
て
、
私
は
今
ま
で
論
説
文
が
苦

手
だ
っ
た
け
ど
、
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
理
由
は
批
評
を

す
る
こ
と
で
、
理
由
と
主
張
の
つ
な
が
り
の
適
切
さ
や
構
成
に
つ
い
て
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
批
評
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す

0

・
題
名
読
み
を
し
た
り
批
評
を
し
た
り
し
て
、
た
く
さ
ん
考
え
た
の
で
思
考

力
が
つ
い
た
と
思
う
。
批
評
で
は
、
自
分
の
考
え
を
交
流
し
合
っ
て
、
よ

り
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
理
由
や
資
料
、
表
現
に
つ
い
て
批
評

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

－
私
は
、
思
考
力
が
身
に
付
い
た
と
思
い
ま
す
。
理
由
は
、
批
評
す
る
た
め

に
は
、
し
っ
か
り
と
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
意
味
調
べ
を
し
て
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
言

葉
が
知
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
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（
5
）
分
析
と
検
証

「
プ
レ
ゼ
ン
の
ス
ラ
イ
ド
を
完
成
さ
せ
よ
う
」
と
目
標
を
提
示
す
る
と
、
総

合
的
な
学
習
の
時
間
で
経
験
し
て
い
る
学
習
活
動
で
あ
り
、
生
徒
は
抵
抗
無

く
、
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
後
、
文
章
を
批
評
し
て
付
婆
に
そ
の
理
由

を
書
き
交
流
し
た
。
こ
こ
で
も
活
発
な
意
見
交
流
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
も
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
発
表
と
意
見
交
流
を
す
る
言
語
活
動

と
重
ね
て
、
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
文
章
を
読
む
こ
と
は
、
「
筆
者
の
主

張
や
そ
の
述
べ
方
に
つ
い
て
読
み
取
り
、
筆
者
と
対
話
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と



い
う
こ
と
を
、
言
語
活
動
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
生
徒
は
自
然
に
つ
か
ん
で

い
た
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
姿
を
見
て
、
「
言
語
活
動
」
を
と
お
し
て
生
徒
は

主
体
的
な
読
み
手
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
か
に
感
じ
て
い
る
。

今
回
は
生
徒
実
態
を
考
え
て
、
筆
者
の
論
理
の
展
開
の
工
夫
（
構
成
・
展

開
・
表
現
の
工
夫
）
を
批
評
し
て
読
む
段
階
と
筆
者
の
主
張
を
批
評
し
て
読
む

段
階
を
設
け
た
。
し
か
し
生
徒
が
、
「
批
評
し
て
読
む
」
と
い
う
言
語
活
動
に

慣
れ
て
く
る
と
「
音
品
味
理
解
」
「
論
理
過
程
の
理
解
」
「
も
の
の
見
方
や
考
え
方

を
批
評
す
る
読
み
」
を
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
。
「
書
き
手
の
論
理
の
展
開
の
理
解
」
の
数
値
も
単
元
後
は
上
が
っ
て

お
り
、
批
評
す
る
読
み
は
論
理
の
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
を
導
く
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
本
実
践
を
と
お
し
て
も
検
証
で
き
た
。
「
批
評
し
て
読
み
、
交
流
す

る
こ
と
」
と
い
う
一
言
語
活
動
は
、
学
習
者
で
あ
る
生
徒
に
読
み
の
必
然
を
感
じ

さ
せ
、
主
体
的
な
読
み
手
と
し
て
育
て
る
と
同
時
に
、
認
識
を
深
め
再
構
成
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。

四

二

文

学

的

文

章

の

単

元

二

O
一
O
年
九
月
（
全
十
一
時
間
）

単
一
冗
名
読
書
会
を
開
こ
う
1
1
「
い
の
ち
」
「
生
き
る
」

1

（
中
学
校
第
一
学
年
）

薄
井
ゅ
う
じ

別

役

実

「
撤
座
カ
レ
ン
ダ
ー
」

「
空
中
、
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」

（1
）
単
元
設
定
の
理
由

こ
れ
ま
で
学
校
の
文
学
教
材
の
授
業
で
は
、
「
教
材
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か

し
て
他
の
作
品
を
自
力
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
に
く
い
こ
と
」
や
「
日
常
の

読
書
を
進
ん
で
す
る
こ
と
が
で
き
に
く
い
こ
と
」
な
ど
の
課
題
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
課
題
は
、
指
導
者
が
国
語
科
の
中
で
生
徒
に
読
書
に
生
か
す
こ
と
の
で

き
る
「
文
章
の
読
み
方
」
を
明
確
に
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
師
が
期
待
す
る
読
み
に
収
束

さ
せ
た
り
、
生
徒
の
自
由
な
読
み
を
出
し
合
う
だ
け
で
終
わ
っ
た
り
す
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
様
奇
な
文
学
作
品
を
読
む
た
め
に

必
要
な
「
文
章
の
読
み
方
」
を
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。

し
か
し
、
文
学
作
品
の
場
合
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
山
元
隆

春
は
、
文
学
教
材
を
読
む
目
的
を
「
世
界
認
識
の
方
法
や
現
実
世
界
を
生
き
る

た
め
の
モ
デ
ル
を
求
め
て
読
む
こ
と
で
あ
る
o
」
と
述
べ
、
難
波
博
孝
は
「
文

学
作
品
は
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
「
価
値
観
の
転
換
の
可
能
性
」
を
体
験

さ
せ
て
く
れ
る
ツ
l
ル
で
も
あ
る
の
で
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
私
も
同
じ
よ

う
に
、
文
学
作
品
で
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
力
、
文
学
作
品
だ
か
ら
こ
そ
育
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
カ
が
あ
る
と
思
う
。
「
作
品
の
人
物
の
考
え
方
や
生
き
方

か
ら
自
分
の
内
面
を
見
つ
め
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
力
」
も
育
て
て
い
き

た
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
力
を
育
て
る
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
、
文
学
作
品
を
読
み
味
わ
っ
た
り
読
み
深
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ、つ。
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そ
こ
で
「
読
書
会
を
開
こ
う
1
1
「
い
の
ち
」
「
生
き
る
」

1
」
と
い
う
単

元
を
設
定
し
た
。
そ
の
中
で
設
定
し
た
言
語
活
動
は
、
「
物
語
や
小
説
な
ど
を

読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
」
「
課
題
に
沿
っ
て
本
を
読
み
、
必
要
に
応
じ
て
引
用

し
て
紹
介
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
な
お
、
一
枚
ボ
I
ト
フ
ォ
リ
オ
の
形
式
を

と
っ
た
自
己
評
価
カ
l
ド
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
単
元
の
前
後
に
お
い
て
自

己
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。



（2
）
学
習
指
導
の
過
程

こ
れ
ら
の
指
導
上
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
過
程
で
学
習

指
導
を
行
っ
た
。

① 

一
枚
ポ
1
ト
フ
ォ
リ
オ
に
単
元
の
は
じ
め
の
自
分
の
考
え
を
書
き
、
自
分

の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
い
の
ち
」
「
生
き
る
」
を
テ
l
マ
に
し
た
本
を
読
ん
で
、
読
書
会
を
開
く

と
い
う
単
一
克
の
ゴ

1
ル
を
伝
え
、
学
習
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
。

文
学
作
品
の
「
読
み
の
観
点
」
を
指
導
す
る
。
初
発
の
感
想
を
交
流
す
る

中
で
、
「
読
み
の
観
点
」
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

「
撒
座
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
読
む
。

「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
を
読
む
。

「
い
の
ち
」
「
生
き
る
」
を
テ
1
マ
に
し
た
本
を
選
び
、
本
を
紹
介
す
る
原

稿
を
書
く
。
自
分
の
選
ん
だ
本
に
つ
い
て
、
作
者
の
考
え
方
や
中
心
人
物

の
生
き
方
に
つ
い
て
批
評
し
、
自
分
の
考
え
を
書
く
。
｛
言
語
活
動
l

】

読
書
会
を
開
く
。
自
分
の
選
ん
だ
本
に
つ
い
て
、
作
者
の
考
え
方
や
中
心

人
物
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
発
表
し
合
う
。

一
一
一
日
語
活
動
2

】

一
枚
ボ
I
ト
フ
ォ
リ
オ
の
最
後
に
単
一
冗
の
最
後
の
自
分
の
考
え
を
書
き
、

自
分
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
単
元
の
は
じ
め
の
自
分
の
考
え
方
と

比
較
す
る
。

② ③ ⑥⑤④  ⑦ ⑧ 
3
）
検
証
と
考
察

三
次
市
学
力
テ
ス
ト
か
ら
（
二
O

一
年
一
月
実
施
）

この学年の文学作品を「読むこと」の正答率は次のようであっ

た。

主 ,L、’L、
題 情 情
を の の
一長冗士 把 把
み 握 握
取
る

85 85 97 学平均勺

期

70 80 85 
待正

答率

% 

A
く
ん
は
小
学
校
三
年
生
の
時
、
中
国
か
ら
日
本
に
来
た
生
徒
で
あ
る
。
言

語
事
項
を
習
得
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
り
、
国
語
全
体
の
正
答
率
は
叩
%
で

あ
っ
た
。
し
か
し
「
文
学
作
品
の
読
み
取
り
」
の
正
答
率
は
削
%
で
あ
っ
た
。
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《
個
に
焦
点
を
当
て
て
》

A
く
ん

ぼ
く
は
、
こ
の
授
業
を
通
し
て
、
生
き
る
大
切
さ
と
す
ば
ら
し
さ
が
よ
く

分
か
り
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
テ
レ
ビ
で
死
に
そ
う
な
人
を
み
て
も
「
か

わ
い
そ
う
だ
な
」
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
こ
の
授
業
で
説
明

し
づ
ら
い
け
ど
、
ま
た
命
に
つ
い
て
、
大
切
で
い
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

B
さ
ん

生
き
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
た
め
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
自
分
の
命
は
自
分
だ

け
の
も
の
じ
ゃ
な
い
と
感
じ
た
。
生
き
る
こ
と
も
自
分
の
命
も
、
人
に
支
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
人
を
傷
つ
け
て
生
き
て
い
く
の
は
間
違
っ
て
い
る
と

思
っ
た
。
生
き
て
い
く
に
は
、
大
き
な
選
択
を
迫
ら
れ
る
と
き
も
あ
る
け

ど
、
大
き
な
壁
も
自
分
な
り
に
努
力
し
て
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
思
っ
た
。



C
さ
ん

い
ろ
ん
な
作
品
か
ら
、
多
く
の
生
き
方
が
あ
る
こ
と
、
多
く
の
考
え
や
選

択
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
本
を
読
み
、
紹
介
さ
れ
る
ま
で
は
知
ら
な

か
っ
た
生
き
方
を
、
自
分
の
生
き
方
に
生
か
し
た
り
、
何
か
を
考
え
る
と

き
に
思
い
出
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
も
っ
と
本
を
読
み
た
い
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
単
元
目
標
で
あ
る
「
作
品
に
表
れ
て
い
る
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
と
ら
え
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
く
す
る
こ

と
」
が
達
成
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
。
と
く
に
C
の
生
徒
の
記
述
は
、
文
学
作
品

を
読
む
意
味
・
読
書
の
価
値
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
読
書
へ
の
音
ゆ

欲
も
高
め
て
い
る
。
作
品
中
の
人
物
の
生
き
方
と
比
べ
「
自
分
だ
っ
た
ら
」
と

考
え
自
己
内
対
話
を
し
た
こ
と
は
、
相
対
化
し
て
自
己
の
考
え
方
を
明
ら
か
に

さ
せ
、
考
え
方
を
揺
さ
ぶ
っ
た
と
考
え
る
。

B
の
生
徒
は
、
振
り
返
り
に
「
初

め
は
私
も
、
命
を
か
け
る
く
ら
い
ブ
ラ
ン
コ
に
思
い
が
あ
る
の
だ
か
ら
キ
キ
に

賛
成
だ
っ
た
け
ど
、
白
い
鳥
が
キ
キ
だ
と
考
え
る
と
、
や
っ
ぱ
り
反
対
だ
な
と

思
っ
た
。
」
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
単
元
の
前
後
で
記
述
が
次
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
。

《
単
元
の
は
じ
め
》

一
つ
（
一
回
）
し
か
な
く
、
と
て
も
大
切
な
も
の
。
傷
つ
き
ゃ
す
い
反

面
、
支
え
が
あ
れ
ば
の
り
こ
え
ら
れ
る
。
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。

《
単
元
の
お
わ
り
》

「
命
」
・
「
生
き
る
」
と
い
う
の
は
、
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
異
な
る
と
思

い
ま
し
た
。
で
も
、
全
て
に
共
通
す
る
の
は
、
命
と
い
う
も
の
は
尊
い
も

の
で
あ
り
、
人
の
数
だ
け
生
き
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
必
死
で
生
き
て
「
良
か
っ
た
」
と
思
え
て
命
を
終
わ
ら
せ
る

の
が
、
人
の
生
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

単
元
の
最
後
に
、
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
を
使
っ
て
対
話
を
し
て
、

B
さ
ん
は
そ

の
時
間
の
振
り
返
り
に
「
単
元
の
ま
と
め
を
書
い
て
、
は
じ
め
の
考
え
と
通
じ

る
も
の
が
あ
っ
た
け
ど
、
ま
と
め
の
ほ
う
が
深
く
書
け
た
o
」
と
記
述
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
認
識
の
深
ま
り
を
自
覚
し
た
記
述
で
あ
る
。
他
に
は

「テ
l
マ
に
つ
い
て
、
最
初
の
考
え
よ
り
最
後
の
ほ
う
が
旦
ハ
体
的
に
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
か
ら
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
で
す
o
」
と
記
述
し

て
い
る
生
徒
も
い
た
。

こ
の
単
元
に
お
い
て
も
、
「
物
語
や
小
説
な
ど
を
読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
」

「
課
題
に
沿
っ
て
本
を
読
み
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
て
紹
介
す
る
こ
と
」
と

い
う
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
、
生
徒
ど
う
し
の
関
わ
り
を
生
み
、
認

識
を
深
め
る
こ
と
に
非
常
に
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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お
わ
り
に

「
言
語
活
動
」
は
、
学
習
者
で
あ
る
生
徒
に
読
み
の
必
然
を
感
じ
さ
せ
、
主

体
的
な
読
み
手
と
し
て
育
て
る
と
同
時
に
、
生
徒
ど
う
し
の
関
わ
り
を
生
み
出

し
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

今
後
は
、
生
徒
の
学
習
活
動
を
よ
り
精
綴
に
と
ら
え
て
分
析
・
考
察
す
る
こ

と
、
例
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
生
徒
ど
う
し
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
た
が
記
録
し
、



考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
ポ
l
ト
フ
ォ
リ
オ
と
な

る
自
己
評
価
カ
l
ド
を
工
夫
し
、
生
徒
に
単
元
の
は
じ
め
の
自
分
の
考
え
方
と

比
較
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
認
識
の
深
化
・
拡

充
の
自
覚
を
よ
り
丁
寧
に
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
度
文
章

に
も
ど
っ
て
読
む
と
い
う
段
階
も
取
り
入
れ
た
い
。

「
言
語
活
動
」
の
必
要
性
・
有
効
性
は
、
国
語
教
育
学
会
の
中
で
は
以
前
よ

り
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
学
習
指
導
要
領
に
や
っ
と
反
映
さ
れ
た
と
感
じ

る
。
今
回
の
改
訂
で
学
習
指
導
要
領
を
根
拠
と
し
て
単
元
学
習
を
組
み
や
す
く

な
っ
た
。

ま
た
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
目
標
と
さ
れ
て
き
た
主
体
的
な
「
課
題
解

決
力
」
が
、
各
教
科
で
も
必
要
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
た
。
各
教
科
等
と
総
合
的

な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
意
識
し
、
各
教
科
等
で
付
け
ら
れ
た
力
が
総
合
的

な
学
習
の
時
間
で
生
き
て
働
く
よ
う
、
ま
た
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
探
究
的

な
学
習
指
導
を
組
む
こ
と
で
、
教
科
等
で
の
課
題
解
決
力
が
伸
び
る
よ
う
、
両

者
の
関
連
を
よ
り
強
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
つ

な
ぐ
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
言
語
活
動
の
充
実
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
一
一
一
一
口
語
活
動
」
は
、
生
徒
の
関
わ
り
を
生
み
出
し
、
認
識
の
深
化
・
拡
充
に

つ
な
が
る
。
ま
た
、
学
習
者
を
主
体
的
な
読
み
手
と
し
て
育
て
る
と
い
う
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
そ
の
力
を
育
ん
で
い
く
単
元
学
習
を
、
総

合
的
な
学
習
の
時
間
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
国
語
科
の
中
で
創
造
し
て
い
き
た

い
。
ま
た
、
「
言
語
活
動
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
他
の
教
職
員
と
連
携
し
、

各
教
科
の
中
で
も
学
ぶ
力
に
つ
な
が
る
こ
と
ば
の
力
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
考

、える。

（
広
島
県
三
次
市
立
塩
町
中
学
校
）
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本
校
で
育
て
た
い

9
能
力

「
情
報
活
用
能
力
」
「
発
見
力
」
「
忠
考
力
」



2 
「
判
断
力
」
「
表
現
力
」
「
健
康
・
体
力
」
「
将
来
設
計
能
力
」
「
人
間
関
係
形

成
能
力
」
「
生
活
力
」
に
整
理
し
た
o

（
平
成
お
年
度
塩
町
中
学
校
研
究
紀

要）
塩
町
中
学
校
に
お
け
る
p
I
S
A
型
学
力
一
生
徒
の
思
考
過
程
を
次
の
よ

う
に
整
理
し
て
い
る
。
「
情
報
の
取
り
出
し
」
・
・
学
習
の
目
標
に
気
づ
き
、

学
習
の
必
然
性
を
持
つ
。
「
解
釈
」
・
・
・
解
決
の
方
法
や
見
通
し
を
持
ち
な
が

ら
、
課
題
解
決
を
実
行
す
る
。
「
熟
考
・
評
価
」
・
・
・
目
標
・
見
通
し
・
結
果

と
の
関
係
で
、
自
己
の
学
習
の
達
成
状
況
を
振
り
返
る
。
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