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３３学力総合実態調査と解放教育

図１教科テストの結果

(a）地区別正答率分布(小学生全教科５段階）

3２ 

者
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
児
童

・
生
徒
の
人
数
が
約
一
万
人
（
本
稿
で
紹
介
す
る
小
・
中
学
生
の
第

一
次
調
査
に
限
れ
ば
、
約
四
千
七
百
人
）
に
の
ぼ
る
か
な
り
大
規
模

な
調
査
で
あ
る
こ
と
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
あ
た
っ
て
は
、
部
落
の
規

模
・
産
業
・
就
業
構
造
・
進
路
実
態
な
ど
の
点
で
サ
ン
プ
ル
が
府
下

部
落
の
正
確
な
縮
図
と
な
る
よ
う
努
め
た
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

調
査
の
目
的
は
「
教
科
・
領
域
に
お
け
る
つ
ま
ず
き
の
分
析
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
と
子
ど
も
の
生
活
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
、
保

育
所
・
学
校
（
小
・
中
・
高
）
、
地
域
（
子
ど
も
会
）
、
家
庭
（
保

護
者
組
織
）
の
課
題
を
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
な
り

に
こ
の
目
的
を
整
理
す
る
と
、
次
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
は
、
教
育
に
お
け
る
特
別
措
置
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
部
落
差
別
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
主
張

や
、
同
和
加
配
教
職
員
を
削
減
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
主
張
が
一
部
に

あ
る
現
在
、
教
育
に
お
け
る
差
別
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
果
た
し

て
そ
の
よ
う
な
主
張
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
事
実
に
も
と
づ
い
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
そ
う
し
た
教
育
に
お
け
る
特

別
措
置
の
効
果
や
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
運
動
の
成
果
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
○
年
間
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
部
落
の
教
育

環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
多
く
の
同
推
校
で
は
校
舎
が
改
善

さ
れ
、
三
五
人
学
級
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
域
で
は
青

５０％ ０％ 80％ 
50％ ０％ ８０％ ９０％ 

0％以上

i1に
LｌＣ 

Ｎ＝１９５ 

｢1 

Ｎ＝７７７ 

隣接校
Ｎ＝1.148 

全体 「
】

1Ｖ＝２．１２０ 少
年
会
館
な
ど
が
建
設
さ
れ
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
恒
常
的
な
子
ど

も
会
活
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
地
域
の
親
た
ち
も
保
護
者

組
織
を
つ
く
り
、
教
育
改
善
の
た
め
の
話
し
合
い
や
運
動
を
積
み
重

ね
て
い
ろ
。
こ
う
し
た
取
り
く
み
の
成
果
が
、
と
く
に
ど
の
よ
う
な

側
面
に
表
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

第
三
は
、
以
上
の
一
一
点
を
ふ
ま
え
て
、
今
後
の
課
題
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
即
し
て
小
・
中
・

高
校
生
、
約
一
万
人
を
対
象
と
す
る
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
本
稿
で

は
、
そ
の
う
ち
小
・
中
学
生
を
対
象
と
す
る
第
一
次
調
査
の
結
果
を

報
告
す
る
。
小
・
中
学
生
の
第
一
次
調
査
は
、
一
九
一
八
五
年
四
１
六

月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。
調
査
協
力
校
に
お
い
て
教
室
で
子
ど
も

た
ち
に
答
え
て
も
ら
う
と
い
う
集
合
調
査
法
を
用
い
、
小
学
生
に
つ

い
て
は
国
語
・
算
数
の
教
科
テ
ス
ト
と
生
活
実
態
調
査
、
中
学
生
に

つ
い
て
は
国
語
・
数
学
・
英
語
の
教
科
テ
ス
ト
お
よ
び
生
活
実
態
調

査
を
行
な
っ
た
。
教
科
テ
ス
ト
の
問
題
や
生
活
実
態
調
査
の
質
問
紙

は
、
実
行
委
員
会
で
作
成
し
た
。

図
１
は
、
小
・
中
学
生
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
テ
ス
ト
の
結
果
を
示
し

て
い
る
。
ま
ず
、
小
学
生
の
結
果
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
一
「
教
科
テ
ス
ト
の
結
果

(b）地区別正答率分布（中学生全教科５段階）
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3４ 
３５学力総合実態調査と解放教育

図２地区別欠親状況

〈小学生〉

グ
ラ
フ
で
は
、
国
語
と
算
数
二
教
科
を
合
計
し
た
正
答
率
の
分
布
を

地
区
、
同
推
校
地
区
外
、
隣
接
校
の
別
に
示
し
て
い
ろ
。
正
答
率
九

○
％
以
上
の
層
に
注
目
す
る
と
、
地
区
で
は
そ
れ
が
七
二
一
％
に
と

ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
同
推
校
地
区
外
で
は
一
三
・
九
％
、
隣
接
校

で
は
一
三
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
正
答
率
八
○
％
以
上
九

○
％
未
満
の
層
を
加
え
ろ
と
、
地
区
で
は
一
一
一
○
・
三
％
と
な
る
が
、

地
区
外
で
は
四
七
・
三
％
、
隣
接
枝
に
お
い
て
も
四
七
。
四
％
と
な

り
、
そ
の
比
率
は
地
区
よ
り
も
か
な
り
高
い
。
結
果
を
示
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
国
語
と
算
数
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
み
ろ
と
、
国
語

に
お
い
て
そ
の
格
差
は
小
さ
く
、
算
数
に
お
い
て
そ
の
格
差
は
大
き

い
。小
学
生
に
み
ら
れ
る
格
差
は
、
中
学
生
で
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ

て
い
ろ
。
グ
ラ
フ
は
、
小
学
生
と
同
様
、
国
語
・
数
学
・
英
語
の
三

教
科
の
合
計
を
示
し
て
い
ろ
。
と
く
に
、
正
答
率
五
○
％
未
満
の
層

が
地
区
で
は
四
四
・
四
％
を
占
め
、
地
区
外
（
二
一
。
六
％
）
の
約

一
一
倍
に
達
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
中
学
生
の
場
合
ど
の
教

科
の
格
差
も
大
同
小
異
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
教
科
の
格
差
が
最
も
大

き
い
と
い
っ
た
こ
と
は
い
え
な
い
。

今
回
の
教
科
テ
ス
ト
の
問
題
は
、
各
学
年
の
各
教
科
で
基
本
的
と

思
わ
れ
る
こ
と
が
ら
に
絞
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
結
果
か
ら

判
断
す
る
か
ぎ
り
、
地
区
の
児
童
・
生
徒
の
な
か
に
は
、
日
常
の
授

業
内
容
を
理
解
す
る
の
が
困
難
な
生
徒
も
少
な
か
ら
ず
い
ろ
と
言
わ

母子家庭
ともいない

Ｎ＝202 地区

地区外
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Ｎ＝７８８ 
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図３欠親状況別正答率分布
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ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
格
差
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

正
答
率
は
家
庭
生
活
の
実
態
と
強
く
相
関
し
て
い
ろ
。
例
と
し

て
、
図
２
に
よ
っ
て
地
区
別
の
欠
親
状
況
を
み
ろ
と
、
欠
親
率
は
小

・
中
学
生
と
も
地
区
に
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
父
子
家
庭
、
母
子
家

庭
、
お
よ
び
両
親
と
も
い
な
い
家
庭
の
比
率
を
合
わ
せ
ろ
と
、
小
学

生
の
地
区
で
は
一
一
一
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
区
外
で
は
七

・
五
％
、
隣
接
校
で
は
六
・
八
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ろ
。
中
学
生
に

お
い
て
も
、
地
区
で
は
一
八
・
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
区
外
で

は
九
・
五
％
と
、
地
区
の
約
二
分
の
一
に
な
っ
て
い
ろ
。
地
区
で

は
、
と
く
に
母
子
家
庭
の
占
め
る
比
率
が
高
い
。
図
３
は
、
こ
う
し

た
欠
親
状
況
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
全
教
科
の
正
答
率
分
布
が

ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
示
し
て
い
ろ
。
小
学
生
で
は
、
両
親
と
も

い
な
い
子
ど
も
が
低
い
正
答
率
に
最
も
偏
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
父
子

家
庭
、
母
子
家
庭
が
続
い
て
い
ろ
。
中
学
生
に
お
い
て
は
、
こ
の
格

差
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
お
り
、
欠
親
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
が
学
習
と

関
わ
っ
て
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
日

の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
欠
親
家
庭
は
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
不
安

四
、
教
科
テ
ス
ト
の
正
答
率
と

家
庭
で
の
生
活
実
態
と
の
相
関

50％以上６０％以上７０％以上

60％未満７０％未満８０％未満ピ80％以上↓ピピ
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<中学生〉 正答率

50％未満

両親

ともいない
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母子家庭

慧篭鑿iHi
38.4 

父子家庭 ４１．３ 

Ｉ 
両親

ともいる
14.8 21.8 

１ 

定
な
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ｐ

そ
の
こ
と
が
、
子
ど
も

た
ち
の
学
習
に
少
な
か

ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ろ
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
グ
ラ
フ
を
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、

地
区
の
場
合
、
こ
の
傾

向
は
い
っ
そ
う
顕
著
で

あ
る
。

そ
の
他
、
子
ど
も
た

ち
の
生
活
リ
ズ
ム
に
関

わ
る
三
項
目
に
つ
い

て
、
以
下
で
か
ん
た
ん

に
ま
と
め
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
。
テ
レ
ビ
視

聴
時
間
や
遊
び
時
間
に

つ
い
て
、
地
区
の
子
ど

も
た
ち
に
み
ら
れ
る
傾

向
は
、
そ
れ
ら
が
長
く

不
規
則
だ
と
い
う
こ
と

87.6 ●●● 〕SS1蕊
2.（ 、 3.5 

、

９２．４ ■●●■ ： 
（ 

93.2 ●●● 〉４〈
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で
あ
る
。
と
く
に
中
学
生
の
場
合
、
遊
び
時
間
が
「
決
ま
っ
て
い
な

い
」
と
答
え
た
者
が
地
区
で
は
三
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
区

外
で
は
一
一
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ろ
。
ま
た
、
小
学
生
の
テ
レ
ビ
視

聴
時
間
に
つ
い
て
も
、
地
区
で
は
「
決
ま
っ
て
い
な
い
」
が
四
九
％

に
達
す
る
の
に
対
し
て
、
地
区
外
で
は
三
一
八
％
と
な
っ
て
い
ろ
。
ま

た
、
朝
食
を
毎
日
食
べ
る
か
、
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
を
み
ろ

と
、
小
学
生
で
は
地
区
・
地
区
外
に
ほ
と
ん
ど
差
が
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
中
学
生
で
は
「
毎
日
食
べ
ろ
」
と
答
え
た
者
が
、
地
区
で

は
五
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
区
外
で
は
七
五
％
に
達
し
て
お

り
、
両
者
の
間
に
一
七
％
の
差
が
生
じ
て
い
ろ
。
「
テ
レ
ビ
が
子
守

り
し
て
い
ろ
」
「
朝
食
を
食
べ
て
い
な
い
の
で
勉
強
に
集
中
で
き
な

い
」
と
い
っ
た
点
が
現
場
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
結

果
か
ら
統
計
的
に
み
て
も
こ
れ
ら
の
項
目
は
正
答
率
と
相
関
し
て
い

ろ
。
親
の
生
活
の
不
安
定
さ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
ろ
う
が
、

地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
原
則
の
確
立
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
家
庭
生
活
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き
項
目
で
は
地
区

に
課
題
が
み
ら
れ
ろ
。
し
か
し
、
家
族
と
の
心
理
的
結
び
つ
き
に
関

わ
る
項
目
で
は
、
地
区
と
地
区
外
の
間
の
差
は
比
較
的
小
さ
く
、
項

目
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
地
区
の
方
が
望
ま
し
い
結
果
と
な
っ
て
い

ろ
。
家
族
と
の
心
理
的
つ
な
が
り
に
関
わ
る
の
は
、
両
親
と
の
会
話

の
有
無
、
両
親
と
の
会
話
の
内
容
、
両
親
の
受
容
度
、
家
族
と
い
ろ

「
よ
く
話
を
す
る
」
と
回
答
し
た
者
の
比
率
は
、
小
学
生
の
地
区
で

は
五
六
％
で
あ
る
が
、
地
区
外
・
隣
接
校
と
も
六
六
％
で
あ
り
、
約

一
○
％
地
区
に
低
い
。
中
学
生
に
お
い
て
は
、
そ
の
差
が
四
％
程
度

に
縮
小
す
る
が
、
傾
向
に
変
わ
り
は
な
い
。
会
話
の
内
容
で
地
区
に

比
率
が
高
い
項
目
は
、
小
学
生
で
は
「
部
落
問
題
」
（
地
区
二
一
一

％
、
地
区
外
三
％
、
隣
接
校
一
一
％
）
で
あ
り
、
中
学
生
で
は
「
自
分

の
勉
強
の
こ
と
」
（
地
区
五
九
％
、
地
区
外
五
二
％
）
、
「
進
学
の

こ
と
」
（
地
区
一
一
一
一
一
一
％
、
地
区
外
二
七
％
）
、
お
よ
び
「
部
落
問
題
」

（
地
区
八
％
、
地
区
外
二
％
）
の
一
一
一
項
目
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
生

で
「
父
親
を
尊
敬
す
る
」
と
答
え
た
者
は
、
地
区
外
（
四
五
％
）
や

隣
接
校
（
四
七
％
）
よ
り
地
区
（
三
一
一
一
％
）
の
方
が
か
な
り
低
い
。

「
決
ま
っ
た
手
伝
い
が
あ
る
か
」
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
も
「
あ

る
」
の
比
率
は
地
区
外
に
や
や
高
い
し
、
「
言
い
つ
け
を
守
る
か
」

と
い
う
質
問
に
つ
い
て
も
「
必
ず
守
る
」
「
だ
い
た
い
守
る
」
の
比

率
は
や
は
り
地
区
外
に
高
い
の
で
あ
る
。

次
に
家
庭
学
習
の
条
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

家
庭
学
習
の
条
件
と
し
て
、
今
回
の
調
査
で
は
学
習
場
所
の
ふ
ん
い

き
、
勉
強
机
の
有
無
、
勉
強
部
屋
の
有
無
、
学
習
参
考
書
の
有
無
、

本
の
有
無
、
よ
み
き
か
せ
の
経
験
と
い
う
六
項
目
を
た
ず
ね
た
。

自
分
専
用
の
机
が
な
い
と
答
え
た
者
は
、
小
学
生
（
地
区
一
二

％
、
地
区
外
一
○
％
、
隣
接
枝
九
％
）
、
中
学
生
（
地
区
一
○
％
、

地
区
外
六
％
）
と
も
地
区
に
や
や
高
い
。
ま
た
勉
強
部
屋
に
つ
い
て

１
１
ｊ
似
’
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の
は
楽
し
い
か
、
悩
み
の
相
談
相
手
、
尊
敬
す
る
人
、
手
伝
い
の
有

無
、
言
い
つ
け
を
守
る
か
、
の
八
項
目
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
家
族
と
い
る
の
は
楽
し
い
か
、
お
よ
び
両
親
の
受
容

度
に
つ
い
て
は
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
方
が
満
足
度
は
高
い
。

「
家
族
と
い
る
の
は
楽
し
い
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
「
た
の
し

い
」
と
答
え
た
者
は
、
小
学
生
の
地
区
で
は
七
九
％
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
地
区
外
・
隣
接
校
と
も
に
七
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
地
区
の

方
が
七
％
程
高
い
。
中
学
生
に
お
い
て
も
、
地
区
三
四
％
に
対
し
て

地
区
外
は
三
五
％
で
、
両
者
に
ほ
と
ん
ど
差
は
み
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
（
家
の
人
）
は
、
あ
な
た
の
気
持
を

わ
か
っ
て
く
れ
ま
す
か
」
（
両
親
の
受
容
度
）
と
い
う
質
問
に
対
し

て
も
、
「
よ
く
わ
か
っ
て
く
れ
ろ
」
と
い
う
回
答
は
、
小
学
生
の
地

区
で
四
八
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
区
外
で
四
一
％
、
隣
接
校
で
は

四
四
％
と
地
区
に
や
や
高
い
。
中
学
生
の
場
合
も
、
地
区
二
五
％
に

対
し
て
地
区
外
は
二
一
％
で
あ
る
。

地
区
の
子
ど
も
を
取
り
ま
く
生
活
環
境
は
厳
し
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
家
族
と
の
基
本
的
な
人
間
関
係
が
地
区
外
に
比
較
し
て
良
い
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
近
年
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

甘
や
か
し
や
放
任
が
、
こ
の
結
果
の
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。そ
の
危
慎
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
他
の
質
問
に
対
す
る
回
答

で
あ
る
。
親
と
の
会
話
の
有
無
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、

Ｊ
『
（
十
十
▲
寸
鈩
４
心
一
句
凸
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も
、
兄
弟
と
共
用
の
部
屋
さ
え
な
い
と
答
え
た
も
の
は
、
小
学
生

（
地
区
一
一
一
％
、
地
区
外
二
一
％
、
隣
接
校
一
九
％
）
の
場
合
ほ
と

ん
ど
差
が
み
ら
れ
な
い
が
、
中
学
生
に
お
い
て
は
地
区
が
二
○
％
で

あ
る
の
に
対
し
て
地
区
外
は
一
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
差
は
や
や
広

が
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ろ
。
両
者
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い

が
、
机
や
部
屋
の
有
無
は
正
答
率
と
も
少
な
か
ら
ず
相
関
し
て
お

り
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

家
庭
学
習
の
条
件
の
中
で
、
地
区
・
地
区
外
の
差
が
大
き
い
の

は
、
参
考
書
や
本
の
所
有
冊
数
で
あ
る
。
学
習
参
考
書
を
ぜ
ん
ぜ
ん

も
っ
て
い
な
い
と
答
え
た
者
が
、
小
学
生
の
地
区
外
で
は
二
九
％
、

隣
接
校
で
は
一
一
一
一
％
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
区
で
は
三
九
％

と
な
っ
て
い
る
。
中
学
生
で
「
ぜ
ん
ぜ
ん
な
い
」
と
答
え
た
者
は
、

地
区
で
二
○
％
、
地
区
外
で
は
二
％
と
な
っ
て
い
ろ
。
全
体
と
し

て
も
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
参
考
書
所
有
冊
数
は
少
な
い
方
に
偏

っ
て
い
ろ
。
も
ち
ろ
ん
学
習
す
る
上
で
参
考
書
は
必
ず
し
も
必
要
と

は
い
え
な
い
。
使
い
も
し
な
い
参
考
書
を
数
多
く
も
っ
て
い
る
こ
と

は
問
題
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
学
自
習
を
進
め
る
う
え
で
参
考

書
が
意
味
を
も
つ
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

地
区
と
地
区
外
の
差
は
、
広
く
本
の
所
有
冊
数
に
も
表
わ
れ
て
い

ろ
。
マ
ン
ガ
や
雑
誌
を
除
く
本
を
ぜ
ん
ぜ
ん
も
っ
て
い
な
い
者
の
占

め
る
比
率
は
、
小
学
生
の
地
区
で
一
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地

区
外
・
隣
接
校
で
は
八
％
で
あ
る
。
中
学
生
に
お
い
て
も
、
本
を
ぜ
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鍋
ん
ぜ
ん
も
っ
て
い
な
い
者
は
、
地
区
で
一
一
四
％
、
地
区
外
で
は
一
三

％
と
、
一
一
％
地
区
に
低
い
。
分
布
全
体
を
み
て
も
、
地
区
は
少
な

い
方
に
偏
っ
て
い
ろ
。

本
や
参
考
書
に
比
べ
ろ
と
、
読
み
き
か
せ
の
経
験
に
つ
い
て
の
差

は
小
さ
い
。
小
さ
い
頃
、
絵
本
な
ど
を
家
の
人
に
読
み
き
か
せ
て
も

ら
っ
た
経
験
の
な
い
子
ど
も
は
、
小
学
生
の
地
区
で
一
○
％
、
地
区

外
・
隣
接
枝
と
も
に
七
％
で
あ
り
、
両
者
の
差
は
三
％
に
と
ど
ま
っ

て
い
ろ
。
中
学
生
に
お
い
て
も
、
地
区
一
二
％
に
対
し
て
地
区
外
は

九
％
と
、
そ
の
差
は
約
三
％
で
あ
る
。
分
布
全
体
を
み
ろ
と
、
地
区

は
経
験
が
少
な
い
方
に
偏
っ
て
い
る
が
、
地
区
外
と
の
差
は
本
や
参

考
書
の
所
有
冊
数
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
こ
れ
は
、
保
育
運
動
の
一
つ

の
成
果
で
あ
ろ
う
。

３９学力総合実態調査と解放教育

表１家庭生活スコアの基礎項目 調
査
結
果
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
調
査
結
果
を
十
分
に
紹
介
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
項
目
に
お
い
て
地
区
の
子
ど

も
た
ち
は
地
区
外
の
子
ど
も
た
ち
よ
り
も
不
利
な
条
件
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
人
ひ
と
り
の
実
態
を

よ
り
正
確
に
捉
え
る
に
は
、
個
人
が
複
合
的
な
要
因
の
影
響
を
ど
れ

ほ
ど
受
け
て
い
る
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
家

庭
生
活
に
関
わ
る
諸
要
因
を
ス
コ
ア
化
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活

質問項目 0点の選択肢 1点の選択肢

五
、
家
庭
生
活
ス
コ
ア
に
よ
る
分
析

①欠親状況 父母とともにくらしてい

る

－戸建またはマンション

父母のいずれか、または

方がいない

団地、長屋や文化住宅、

の他

だいたい食べる、ときど

食べる、ほとんど食べな

いないときの方が多い

だいたいいない

両

②住居形態1１ そ

③朝食をとるか 毎日食べるリ

④帰宅時の在宅成人の

有無

だいたいいる
O 

いるときの方が多い

⑤家族との会話の有無

⑥両親の受容度

よく話をする、ときどき

話をする

よくわかってくれる

だいたいわかってくれる

楽しい、まあまあ楽しい

あまり話をしない、ほと

ど話をしない

あまりわかってくれない

ほとんどわかってくれな

あまり楽しくない

楽しくない

あまり守らない、守らな

ん

⑦家族といるのは楽し

いか

⑧いいつけを守るか

『
刊
鼎
ご
鯨
輿
一
驚
１
爾
則
胤
消
§
（
潮
：
駒
勧
『
＃
坐
輝
鯛
飛
墹
到
》
則
一
刊
嚥
鞠
飛
測
鰯
菊
葡
畷
堂
耐
荷
幽
慨
淵
嚇
棚
刈
剥
撚
渕
秒
」
抄
墹
域
刊
脳
峰
何
；
鳶
Ⅲ
耐
『
３
Ｊ
式
ｊ
Ｊ
１
・
‐
〈
．

必ず守る、だいたい守る

⑨勉強机の有無

⑩勉強部屋の有無

ある きょうだいといっしょに
￣ 

つ

ない
ない

家
庭
学
習
の
条
件

ある、
きょうだいといっしょに
使う

３冊以上

６冊以上

たびたびあった

毎日(毎ばん)のようにあ
った

を
総
合
的
に
把
握
し
、
そ
れ
と
教
科
テ
ス
ト
正
答
率
と
の
関
連
を
追

求
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ス
コ
ア
化
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
表
１
に
あ
げ
た
よ
う
に
Ｙ
正
答

率
と
相
関
の
み
ら
れ
る
主
要
な
質
問
項
目
の
選
択
肢
を
、
学
習
理
解

度
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
分
類
し
、
学
習
理
解
度
の
良
い
者
に
比
率

が
高
い
選
択
肢
を
○
、
学
習
理
解
度
の
良
く
な
い
者
に
高
い
選
択
肢

を
一
と
得
点
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
悪
条
件
を
抱
え
て

い
る
者
は
一
五
点
、
い
ず
れ
の
項
目
に
つ
い
て
も
好
条
件
に
恵
ま
れ

て
い
る
者
は
○
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

図
４
は
、
中
学
生
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
コ
ア
ご
と
に
全
教
科

テ
ス
ト
の
正
答
率
分
布
を
示
し
て
い
ろ
。
た
と
え
ば
、
最
も
条
件
に

恵
ま
れ
た
○
点
の
グ
ル
ー
プ
の
正
答
率
分
布
を
み
ろ
と
、
「
正
答
率

五
○
％
未
満
」
の
者
が
三
・
八
％
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
正

答
率
八
○
％
以
上
」
の
者
は
六
一
・
五
％
を
占
め
て
い
る
。
比
率
は

示
し
て
い
な
い
が
、
残
る
三
四
・
七
％
が
「
正
答
率
五
○
％
以
上
八

○
％
未
満
」
の
者
が
占
め
る
比
率
で
あ
る
。
こ
の
図
に
よ
れ
ば
、
ス

コ
ア
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
正
答
率
分
布
は
低
い
方
に
偏
っ
て
い
く
。

○
点
の
グ
ル
ー
プ
で
は
三
・
八
％
に
す
ぎ
な
い
「
正
答
率
五
○
％
未

満
」
が
、
五
点
の
グ
ル
ー
プ
で
は
二
七
・
六
％
、
一
○
点
の
グ
ル
ー

プ
で
は
五
四
・
八
％
に
達
し
て
い
ろ
。
一
方
、
「
正
答
率
八
○
％
以

上
」
の
者
が
占
め
る
比
率
は
、
○
点
の
グ
ル
ー
プ
で
六
一
・
五
％
に

達
す
る
の
に
対
し
て
、
五
点
の
グ
ル
ー
プ
で
は
一
五
・
七
％
、
一
○

⑪
⑫
⑬
 

参考書の有無

本の有無

読みきかせ経験の有

無

２冊まで

５冊まで

ない、ときどきあった

おぼえていない

３時間以上、
い

２時間以上、
い

きまってい

きまってぃ露l鵲二:聴噸
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点
の
グ
ル
ー
プ
で
は
○
％
に
ま

で
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

図
に
よ
っ
て
、
家
庭
生
活
の
あ

り
方
が
正
答
率
を
大
き
く
左
右

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
分
類
で
は
、

子
ど
も
た
ち
が
あ
ま
り
に
細
分

化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
区
と

地
区
外
な
ど
の
比
較
が
難
し

い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
一
四
の

グ
ル
ー
プ
を
、
大
き
く
Ｉ
か
ら

ｖ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と

に
し
た
。
図
４
の
ス
コ
ア
の
左

側
に
示
し
た
よ
う
に
、
ス
コ
ア

が
○
１
二
点
の
グ
ル
ー
プ
を
Ｉ

に
、
三
１
四
点
の
グ
ル
ー
プ
を

Ⅱ
に
、
五
１
六
点
の
グ
ル
ー
プ

を
Ⅲ
に
、
七
’
八
点
の
グ
ル
ー

プ
を
Ⅳ
に
、
九
点
以
上
の
グ
ル

ー
プ
を
ｖ
へ
と
再
分
類
し
た
の

で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
五
分

類
を
家
庭
生
活
ス
コ
ア
に
よ
る
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図４家庭生活スコア（14段階）別正答率分布（中学生総合）

分
類
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
家
庭
生
活
ス
コ
ア
の
分
布
を
地
区
・
地
区
外
別
に
示
し
た
の

が
図
５
で
あ
る
。
最
も
条
件
に
恵
ま
れ
た
第
１
グ
ル
ー
プ
が
、
地
区

で
は
一
一
・
一
％
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
地
区
外
で
は
二
六
・

三
％
に
達
し
て
い
ろ
。
一
方
、
最
も
条
件
の
良
く
な
い
第
ｖ
グ
ル
ー

図６家庭生活スコア（５段階）別正答率分布（中学生）
正答率５０％以上正答率
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偏
っ
て
い
ろ
と
い
う
状
況
は

考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
同
じ
ス
コ
ア
の
グ
ル
ー

８
 

３
プ
同
士
を
比
較
す
れ
ば
む
し

ろ
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
方

が
正
答
率
は
良
い
が
、
家
庭

生
活
の
条
件
が
ひ
じ
ょ
う
に

厳
し
い
た
め
に
、
全
体
と
し

皿
て
比
較
す
れ
ば
、
な
お
正
答

率
が
低
い
方
に
偏
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
を
検
討
す
る

た
め
に
、
家
庭
生
活
ス
コ
ア
・

ご
と
に
地
区
・
地
区
外
別
の

正
答
率
分
布
を
調
べ
る
こ
と

に
し
た
。
ま
ず
全
体
の
結
果

を
図
６
か
ら
よ
み
と
る
こ
と

に
し
よ
う
。
’
四
段
階
に
区

分
し
た
場
合
と
同
様
、
家
庭

生
活
ス
コ
ア
に
よ
っ
て
正
答

率
分
布
が
大
き
く
左
右
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次

９
０
 

図５地区別家庭生活スコア（中学生）図７地区別家庭生活スコア別正答率分布（中学生）
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13.7Ｃ11.7 13.7Ｃ11.7 プ
は
、
地
区
で
は
一
○
・
三
％
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
地
区
外
で
は
四
・

八
％
と
ほ
ぼ
半
分
の
比
率
に
と
ど
ま

っ
て
い
ろ
。
つ
ま
り
、
地
区
に
は
好

条
件
に
恵
ま
れ
た
者
が
少
な
く
、
悪

条
件
を
抱
え
る
者
が
多
い
の
で
あ

る
。
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
正
答
率

分
布
が
低
い
方
に
偏
る
原
因
の
一
端

は
、
こ
う
し
た
家
庭
生
活
の
差
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
正

答
率
分
布
が
低
い
方
に
偏
る
原
因
の

す
べ
て
を
上
に
あ
げ
た
家
庭
生
活
ス

コ
ア
の
差
異
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
ス
コ
ア
の

グ
ル
ー
プ
同
士
を
比
較
し
て
も
、
地

区
の
子
ど
も
た
ち
の
方
が
正
答
率
分

布
は
低
い
方
に
偏
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
逆
に
学
校
な
ど

の
努
力
に
よ
っ
て
、
地
区
の
子
ど
も

た
ち
は
家
庭
生
活
の
条
件
の
悪
さ
に

比
す
れ
ば
正
答
率
分
布
が
高
い
方
に
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上
」
を
除
く
す
べ
て
の
比
率
に
つ
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
科

ご
と
に
み
て
も
、
こ
の
結
果
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

家
庭
生
活
ス
コ
ア
が
同
じ
で
も
正
答
率
分
布
は
地
区
の
方
が
低
い

方
に
偏
る
と
い
う
結
果
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

く
つ
か
の
仮
説
が
考
え
ら
れ
ろ
。
第
一
に
、
今
回
の
調
査
項
目
に
よ

っ
て
調
査
で
き
な
か
っ
た
家
庭
に
関
す
る
要
因
が
存
在
す
る
こ
と
を

あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
親
の
学
歴
に
つ
い
て
今
回

の
調
査
で
は
調
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
親
の
職
業
に
つ
い
て
は
、
調

査
項
目
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
家
庭
生
活
ス
コ
ア
に
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
親
の
学
歴
や
職
業
に
つ
い
て
、
地
区
と
地
区
外
の
問

に
は
少
な
か
ら
ず
差
が
み
ら
れ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
説
明
し
き
れ
な

か
っ
た
差
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
親
の
学
歴
や
職
業
に
よ
っ
て
説

明
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ろ
。

第
二
の
仮
説
と
し
て
、
今
日
も
根
強
く
存
在
す
る
就
職
差
別
な
ど

の
結
果
と
し
て
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
は
学
歴
を
得
る
こ
と
に
大
き

な
期
待
を
も
て
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
地
区
の
子

ど
も
た
ち
の
進
学
意
志
は
、
地
区
外
よ
り
も
か
な
り
低
い
。
ま
た
、

「
世
の
中
で
う
ま
く
や
っ
て
い
く
自
信
は
な
い
」
と
答
え
た
者
は
、

正
答
率
に
関
係
な
く
地
区
の
方
が
や
や
高
い
。

第
三
に
、
学
校
文
化
と
地
域
文
化
の
ズ
レ
と
い
う
問
題
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
立
身
出
世
主
義
を
基
調
と
し
て
き
た
日
本
の
学

以
上
の
家
庭
生
活
ス
コ
ア
の
分
析
か
ら
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
は

今
日
に
お
い
て
も
部
落
差
別
に
よ
る
不
利
益
を
被
っ
て
い
ろ
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
時
期

は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
て
一
五
年
以
上
経
過

し
た
時
点
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
事
業
が

不
充
分
で
あ
り
、
部
落
に
対
す
る
い
っ
そ
う
の
特
別
措
置
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
分
野
に
力
点

を
入
れ
て
特
別
措
置
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
重
ね
る
必

要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
親
の
仕
事
の
不
安
定
さ
に
「
低
学
力
」
の
主

要
な
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
面
で
の
施
策
が
と
く
に
望
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
も
教
育
に
お
け
る
特
別
措

置
の
手
を
緩
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
結
果
の
平

等
」
を
保
障
す
る
責
任
が
公
教
育
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、

今
日
の
公
教
育
は
、
最
も
進
ん
で
い
る
地
域
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
大

阪
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
責
任
を
全
う
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
は
日
々
成
長
し
て
お
り
、
待
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

一
方
、
今
回
の
調
査
か
ら
特
別
措
置
の
効
果
や
こ
れ
ま
で
の
教
育

運
動
の
成
果
を
示
す
結
果
も
得
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
れ
ら
の

諸
点
を
列
挙
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
勉
強
机
や
勉
強
部
屋
の
有
無
に
つ
い
て
の
結
果
を
、
従
来
い

く
つ
か
の
地
域
で
実
施
さ
れ
た
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、
地

Ｉ 
校
は
、
地
域
文
化
を
抑
圧
し
、
中
央
の
文
化
を
普
及
さ
せ
る
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。
解
放
教
育
の
取
り
く
み
の
な
か
で
、
地
域
の
文
化

や
生
き
方
を
学
校
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
努
力
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
な
お
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
ろ
と
は
い
い
が

た
い
。
そ
の
よ
う
な
下
で
、
部
落
の
子
ど
も
や
労
働
者
の
子
ど
も
に

と
っ
て
学
校
が
居
づ
ら
い
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
近
年
と
く
に
主
張
さ
れ
は
じ
め
た

も
の
で
あ
り
、
ま
だ
十
分
形
を
整
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今

後
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
が
、
重
要
な

の
は
い
ず
れ
の
仮
説
も
差
別
と
関
わ
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
ろ
と
い
う

点
で
あ
ろ
う
。
さ
き
の
よ
う
な
格
差
は
、
部
落
差
別
の
存
在
を
抜
き

に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
、
紙
幅
の
関
係
で
も
っ
ぱ
ら
中
学
生
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た

が
、
小
学
生
に
お
い
て
も
家
庭
生
活
ス
コ
ア
と
正
答
率
分
布
の
関
連

は
強
い
。
た
だ
、
同
じ
ス
コ
ア
同
士
で
地
区
と
地
区
外
お
よ
び
隣
接

校
を
比
較
し
た
場
合
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
正
答
率
分
布
が
低
い

方
に
偏
る
と
い
う
傾
向
は
中
学
校
の
場
合
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
。

区
・
地
区
外
の
格
差
は
か
な
り
小
さ
く
な
っ
て
い
ろ
。
こ
れ

は
、
住
環
境
改
善
の
結
果
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

②
同
推
校
（
小
学
校
）
の
教
科
テ
ス
ト
結
果
を
学
級
規
模
別
に

み
ろ
と
、
｜
学
級
当
た
り
三
○
人
以
下
の
学
級
の
方
が
一
一
一
一
人

以
上
の
学
級
よ
り
も
正
答
率
が
高
い
方
に
偏
っ
て
い
ろ
。
こ
れ

は
、
学
級
編
制
基
準
の
切
り
下
げ
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
（
た
だ
、
こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
詳
し
い

分
析
が
必
要
で
あ
る
）
。

③
小
学
生
の
教
科
テ
ス
ト
結
果
に
よ
れ
ば
、
同
推
校
地
区
外
児

童
の
計
算
領
域
の
正
答
率
が
わ
ず
か
な
が
ら
も
隣
接
校
の
児
童

よ
り
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
推
校
に
お
い
て
計
算
領
域
（
と

く
に
整
数
）
の
指
導
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

④
「
朝
食
を
毎
日
食
べ
る
か
」
「
小
さ
い
こ
ろ
、
家
の
人
に
絵

本
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
い
っ
た
項
目
に
つ

い
て
も
、
従
来
行
な
わ
れ
た
調
査
よ
り
地
区
・
地
区
外
の
格
差

は
小
さ
い
。
こ
れ
は
、
保
育
所
・
小
学
校
と
保
護
者
の
協
力
に

よ
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
特
別
措
置
の
効
果
や
取
り
組
み
の
成
果
を
示

す
結
果
は
み
ら
れ
ろ
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
は
、
そ
れ
ら
の
点
を

明
ら
か
に
す
る
う
え
で
大
き
な
弱
点
を
抱
え
て
い
ろ
。
そ
れ
は
、
同

六
、
教
育
に
お
け
る

特
別
措
置
の
必
要
性
と
有
効
性
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坐
様
の
方
法
で
実
施
さ
れ
た
大
規
模
な
調
査
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
一
五
年
ほ
ど
の
間
に
、
教
育
を
め
ぐ
る
状
況
は
部

落
に
お
い
て
も
部
落
外
に
お
い
て
も
大
き
く
変
化
し
た
。
た
と
え

ば
、
学
習
塾
へ
の
通
塾
率
を
と
っ
て
も
、
全
国
調
査
な
ど
に
よ
れ
ば

そ
の
比
率
は
急
速
に
上
昇
し
て
い
ろ
。
今
回
の
調
査
結
果
に
よ
れ

ば
、
通
塾
率
は
地
区
よ
り
も
地
区
外
に
か
な
り
高
い
。
部
落
が
学
校

の
改
善
や
子
ど
も
会
の
充
実
な
ど
、
集
団
主
義
的
な
努
力
に
よ
っ
て

子
ど
も
た
ち
に
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
き
た
問
に
、
地
区
外
で
は
、

塾
と
い
う
個
人
主
義
的
な
努
力
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
一
○
年
前
に
比
べ
れ
ば
、
特
別
措
置
や
集
団
主
義
的
努
力
に
よ

っ
て
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
「
学
力
」
は
お
そ
ら
く
向
上
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
時
期
に
地
区
外
で
は
、
塾
な
ど
に
よ
っ

て
「
学
力
」
向
上
の
努
力
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
地
区
外

の
「
学
力
」
が
向
上
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の

「
学
力
」
向
上
は
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
五
年
に
一
度
程
度
の

定
期
的
で
系
統
的
な
調
査
を
実
施
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
問

題
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
各
地
区
に
お
い
て
は
、

以
前
に
生
活
や
「
学
力
」
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
し
た
例
が
あ
る

こ
と
と
思
う
。
で
き
れ
ば
各
地
区
で
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
再

調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
調
査
の
弱
点
を
補
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

さ
て
、
研
究
上
の
課
題
と
し
て
も
、
三
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
今
回
の
デ
ー
タ
の
さ
ら
な
る
分
析
で
あ
る
。
第
二
次
デ
ー

タ
の
分
析
を
は
じ
め
調
査
デ
ー
タ
は
、
ま
だ
ま
だ
分
析
さ
れ
つ
く
し

て
は
い
な
い
。
第
一
一
は
、
長
期
的
な
地
域
研
究
で
あ
る
。
教
育
の
成

果
は
時
系
列
的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
解
に
実
証
で
き
ろ
。

け
た
提
案
は
、
徳
田
論
文
を
参
照
ね
が
い
た
い
。

の
な
か
に
「
集
団
主
義
的
自
学
自
習
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

調
査
結
果
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
地
区
・
地
区
外
の
正
答
率
の
格
差

は
、
自
学
自
習
の
あ
り
方
の
差
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
自
学
自

習
を
促
進
し
な
い
か
ぎ
り
、
「
学
力
」
差
の
縮
小
は
む
ず
か
し
い
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
自
学
自
習
の
意
欲
を
育
て
、
条
件
を
整
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
参
考
書
や
読
書
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
や
指
導

も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
自
学
自
習
が
個
人
主
義
的
な
形

で
追
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
取
り
く
み
は
恐
ら
く
失
敗
す
る
で
あ

ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
生
活
基
盤
の

脆
弱
な
者
が
き
わ
め
て
多
い
か
ら
で
あ
る
。
従
来
か
ら
追
求
さ
れ
て

き
た
グ
ル
ー
プ
学
習
の
延
長
上
に
自
学
自
習
を
位
置
づ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
三
点
と
も
従
来
か
ら
く
り
か
え
し

確
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
え
て
く
る
が
、
調
査
結
果
か
ら
素
直
に
引
き
出
せ
る
実

践
上
の
課
題
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
よ
り
現
場
に
引
き
つ
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今
回
の
調
査
の
弱
点
を
補
う
た
め
に
も
、
い
く
つ
か
の
典
型
的
な
地

域
の
事
例
研
究
は
不
可
欠
で
あ
る
。
地
域
研
究
を
通
じ
て
、
成
果
を

も
た
ら
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
は
、

教
育
内
容
創
造
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
り
、
小
学
校
高
学
年
や
中

学
校
に
お
け
る
教
材
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
七
○
年
代
よ

り
国
語
や
算
数
の
民
主
的
編
成
運
動
が
進
め
ら
れ
た
。
と
く
に
、
入

門
期
の
言
語
指
導
教
材
「
ひ
ら
が
な
』
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

こ
う
し
た
民
主
的
編
成
運
動
を
、
高
学
年
や
中
学
校
ま
で
十
分
に
展

開
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
教
育
実
践
上
の
課
題
と
研
究
上
の
課
題
を

あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。
教
育
実
践
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で

徳
田
先
生
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

か
ん
た
ん
に
三
点
だ
け
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
は
、
部

落
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
学
力
」
の
獲
得
は
闘
い
だ
と
い
う
こ

と
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
区
の
子
ど
も
た
ち
は
、
同
じ
正

答
率
の
地
区
外
の
子
ど
も
よ
り
自
分
で
調
べ
る
努
力
は
よ
く
し
て
い

ろ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
答
率
が
低
い
方
に
偏
っ
て
い
る
の

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
利
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を

克
服
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
に
高
い
自
覚
が
必
要
と
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
教
師
・
指
導
者
・
保
護
者
の
自
覚
が
必
要

な
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
教
育
条
件
整
備
の
運
動
と
と
も

に
、
地
域
内
で
子
育
て
に
つ
い
て
の
論
議
を
い
っ
そ
う
活
発
に
く
り

広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
生
活
原
則
の
確
立
を
あ
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
同
じ
部
落
出
身
の
子
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の

家
庭
は
一
人
ず
つ
異
な
っ
て
い
ろ
。
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
自

己
の
家
庭
に
即
し
て
自
己
の
生
活
原
則
、
生
活
の
目
標
を
立
て
ら
れ

る
ほ
ど
に
「
社
会
的
立
場
の
自
覚
」
の
内
容
を
具
体
的
な
も
の
と
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
そ
う
し
た
「
社
会
的
立
場
の
自
覚
」

（
正
）

（
１
）
森
実
「
学
力
総
合
実
態
調
査
へ
の
期
待
と
展
望
」
（
『
部
落
解
放
研

究
』
第
四
六
号
一
九
八
五
年
）

（
２
）
学
力
総
合
実
態
調
査
実
行
委
員
会
『
学
力
と
生
活
の
向
上
を
め
ざ
し

て
’
一
九
八
五
年
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
の
学
力
実
態
調
査
報
告
ｌ
』

一
九
八
六
年

七
、
今
後
の
課
題
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