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と
い
う
問
題
意
識
を
中
学
生
な
り
に
持
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
学
校
で
で
き
る
こ
と
に
は
限
り
が

あ
る
中
で
、
ど
こ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
く
べ
き
な
の
か
。「
読
む
こ
と
」
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
ま

ず
、
そ
の
教
材
を
通
し
て
「
読
む
力
」
の
初
歩
を
習
得
す
る
こ
と
。
読
む
量
は
、
教
科
書
だ
け
で

は
絶
対
的
に
足
り
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
読
む
意
欲
を
ど
れ
だ
け
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
点
に
中
学
校
で
の
「
読
む
こ
と
」
の
教
育
の
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
は
、
子
ど
も
た
ち
を
と
り
ま
く
言
語
環
境
が
非
常
に
薄
っ
ぺ
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
は
、
一

つ
の
家
庭
で
も
、
何
世
代
か
の
人
間
が
同
居
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
層
の
言
葉
が
飛
び
交
っ
て

い
ま
し
た
。
難
し
い
言
い
回
し
を
理
解
し
よ
う
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
楽
し
さ
も
あ
り
ま
し

た
。
言
葉
の
力
は
「
言
葉
の
シ
ャ
ワ
ー
」
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
ち
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、

「
言
葉
の
シ
ャ
ワ
ー
」
以
上
の
力
は
決
し
て
つ
き
ま
せ
ん
。
教
科
書
だ
け
で
は
、「
言
葉
の
シ
ャ
ワ

ー
」
は
足
り
ま
せ
ん
が
、
教
科
書
は
き
っ
か
け
や
モ
デ
ル
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
き
っ
か
け
を
ど

れ
だ
け
有
効
利
用
で
き
る
か
、
ど
れ
だ
け
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
指
導
の
し
が
い
が
あ

る
と
こ
ろ
と
い
え
ま
す
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、「
言
語
活
動
例
」
が
今
後
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
教
科

書
は
多
様
な
機
能
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
、「
言
語
活
動
の
方
法
を
示
す

教
材
」
や
、「『
読
書
案
内
』
な
ど
、
学
習
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
機
能
」、「
生
徒
が
自
己
評
価
で

き
る
よ
う
な
機
能
」
な
ど
の
必
要
性
が
増
し
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
教
科
書

が
多
様
な
機
能
を
盛
り
込
ん
で
華
や
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
目
の
前
の
生
徒
に
何
が
必
要
か
を

見
極
め
る
「
教
師
の
目
」
が
よ
り
一
層
重
要
と
な
り
ま
す
。
多
方
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
求
め

ら
れ
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
も
っ
と
指
導
内
容
を
明
確
に
し
て
、
教
育
内
容
の
リ
ス
ト
ラ
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
改
め
て
、「
ど
ん
な
学
習
が
必
要
な
の
か
」
考
え
る
時
期
に
き
て

い
ま
す
。

（
二
〇
〇
四
年
十
二
月
十
五
日
　
談
）

先
日
（
二
〇
〇
四
年
十
二
月
七
日
）
発
表
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
学
習
到
達
度
調
査
で
、「
読
解
力

の
低
下
」
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
一
つ
危
惧
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
を

狭
い
意
味
で
の
「
読
解
」
と
と
ら
え
て
、
以
前
の
「
読
解
」
に
戻
れ
ば
い
い
と
誤
解
し
て
し
ま
う

こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
読
解
も
す
べ
て
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
詳
細
な
読
解

に
偏
り
す
ぎ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
だ
け
で
す
。
た
だ
、
昔
と
比
べ
て
大
幅
に
授
業
時
間
数
が
減

っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
短
時
間
で
や
ろ
う
と
し
て
も
行
き
詰
ま
る

と
思
い
ま
す
。
教
材
は
、
も
の
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
一
点
に
絞
っ
て
学
習
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
れ
ば
、
学
習
内
容
全
体
の
意
味
が
見
え
て
く
る
と
い
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。

現
在
の
国
語
教
科
書
は
、
新
学
習
指
導
要
領
で
「
言
語
活
動
例
」
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

従
来
の
読
本
型
の
構
成
か
ら
は
姿
を
変
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。「
読
解
」
は
、
活
動
と
と
も
に
行
う
と

い
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す
。
小
学
校
で
は
、
活
動
に
関
し
て
は
、
問
題
は
あ
る
も
の

の
あ
る
程
度
経
験
を
積
ん
で
き
ま
し
た
が
、
中
学
校
で
は
経
験
を
積
む
前
に
尻
つ
ぼ
み
に
な
っ
て

い
る
印
象
が
あ
り
ま
す
。
時
間
数
の
減
少
も
あ
り
ま
す
し
、
学
習
に
対
す
る
姿
勢
も
小
学
生
と
中

学
生
で
は
違
い
ま
す
。
中
学
生
は
、
内
面
的
に
ご
ま
か
し
が
き
か
な
い
年
頃
で
す
。
納
得
で
き
な

い
こ
と
、
興
味
が
湧
か
な
い
こ
と
に
は
つ
い
て
こ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
に
対
し
て
、
ま
ず
は
、

先
生
方
自
身
が
活
動
の
意
義
を
よ
く
考
え
、
こ
の
教
材
で
は
ど
ん
な
言
語
活
動
が
あ
り
え
て
、
そ

れ
が
な
ぜ
今
必
要
な
の
か
、
意
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
学
習
の

ポ
イ
ン
ト
が
自
然
と
絞
れ
て
き
ま
す
。

以
前
、
わ
た
し
の
ゼ
ミ
の
学
生
が
中
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ

る
中
学
生
が
言
う
に
は
、「
中
学
校
で
は
、
学
校
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
ほ
し

い
。
中
途
半
端
に
受
験
対
策
を
し
な
い
で
ほ
し
い
。」
と
。
学
校
に
は
学
校
の
勉
強
が
あ
る
は
ず
だ
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