
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
三
年
の
読
解
力
調
査
で
、

日
本
の
読
解
力
が
二
〇
〇
〇
年
の
八
位
か
ら

十
四
位
に
転
落
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
八
位

は
一
位
と
の
有
意
的
な
差
が
な
か
っ
た
が
、

二
〇
〇
三
年
の
十
四
位
は
ト
ッ
プ
と
の
有
意

的
な
差
が
あ
っ
て
、
全
参
加
国
の
平
均
で
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果

が
公
表
さ
れ
る
と
、
教
育
界
は
当
然
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
嘆
き
、
怒
り
、
非
難
な

ど
の
発
言
が
飛
び
交
っ
た
。

し
か
し
、
当
時
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
調

査
が
ど
う
い
う
内
容
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
国
語
科
用
語
「
読
解
」
か
ら
、
こ
れ
は

国
語
教
育
の
責
任
だ
と
受
け
取
ら
れ
、
日
本

が
中
位
に
転
落
し
た
結
果
が
一
人
歩
き
し
て

日
本
を
震し

ん

撼か
ん

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
調
査
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
に

対
処
す
る
べ
き
か
、
具
体
的
に
解
説
す
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構

(O
rganization

for
Econom

ic
C
ooperation

and
D
evelopm

ent

）
の
略
称
で
、
先
進
工
業

国
を
中
心
と
し
た
三
〇
か
国
ほ
ど
で
経
済
に

関
す
る
国
際
協
力
に
取
り
組
む
機
構
で
あ
る
。

教
育
に
つ
い
て
も
、「
生
徒
の
学
習
到
達
度

調
査
」
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ：

Program
m
e
for

International
Student

A
ssessm

ent

）
な
ど

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
各
国
の
義

務
教
育
修
了
段
階
の
十
五
歳
の
生
徒
が
、
将

来
生
活
し
て
い
く
上
で
必
要
と
さ
れ
る
知
識

や
技
能
が
ど
の
程
度
身
に
つ
い
て
い
る
か
を

測
定
す
る
目
的
で
取
り
組
ま
れ
、
調
査
は
三

年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
。

次
に
、「
読
解
力
」
は
「R

eading
Literacy

（
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
）」
の
訳
語

で
、
日
本
で
長
年
使
っ
て
き
て
い
る
「
読
解
」

や
「
読
解
力
」
と
は
異
な
る
概
念
の
用
語
で

あ
る
。
そ
の
説
明
の
訳
文
を
引
用
し
た
い
。

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
。

こ
の
「
読
解
力
」
に
は
、
次
の
三
つ
の
側

面
が
あ
る
。
こ
れ
も
引
用
し
て
お
く
。

①
〈
情
報
の
取
り
出
し
〉
テ
キ
ス
ト
に
書

か
れ
て
い
る
情
報
を
正
確
に
取
り
出
す

こ
と
。

②〈
解
釈
〉
書
か
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
か
を
理
解
し
た
り
、
推
論

し
た
り
す
る
こ
と
。

③〈
熟
考
・
評
価
〉
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
を
知
識
や
考
え
方
、
経
験
と

結
び
付
け
る
こ
と
。

ま
ず
、
①
「
情
報
の
取
り
出
し
」
に
お
け
る

「
テ
キ
ス
ト
」
に
は
、
解
説
、
記
述
、
物
語
の

よ
う
な
「
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」、
書
式
、
表
、

図
、
図
・
グ
ラ
フ
、
地
図
な
ど
視
覚
的
に
表
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現
し
た
「
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」
が
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
テ
キ
ス
ト
の
用
途
に
よ
っ
て
教

育
的
、
職
業
的
、
公
的
、
私
的
な
も
の
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
内
容
の
引

き
出
し
だ
け
で
な
く
、
文
章
の
構
成
や
表
現

法
な
ど
も
評
価
の
対
象
と
な
る
。

次
の
②
「
解
釈
」
は
、
書
か
れ
た
情
報
か

ら
推
論
し
て
意
味
を
理
解
す
る
力
が
問
わ
れ

る
。
こ
の
「
推
論
」
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し

て
、
最
後
の
③
「
熟
考
・
評
価
」
は
、
テ
キ

ス
ト
を
利
用
し
た
り
、
自
分
の
意
見
を
述

べ
た
り
す
る
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
で
は
「
テ
キ
ス
ト
」
と

い
う
用
語
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
国
語
科
の
学
力
調
査
で
は
「
文

章
」
と
か
「
本
文
」
な
ど
と
よ
ん
で
い
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
調
査
で

は
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
本
文
以
外
に
、
視

覚
に
訴
え
る
映
像
（
地
図
、
グ
ラ
フ
、
一
覧

表
、
絵
、
写
真
な
ど
）
が
本
文
と
同
等
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
係
づ
け

た
読
み
取
り
が
大
切
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ

れ
ら
の
映
像
を
含
め
て
「
テ
キ
ス
ト
」
と
よ

ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
資
料
」
の
意
味
で

あ
る
。

ま
た
、
調
査
問
題
の
出
題
形
式
は
、
①
自

由
記
述
、
②
多
肢
選
択
、
③
求
答
（
答
え

が
問
題
の
あ
る
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
）、

④
短
答
（
短
い
語
句
、
数
値
で
答
え
る
）
の

四
種
に
整
理
さ
れ
る
。
①
の「
自
由
記
述
」

は
、
答
え
と
そ
の
答
え
を
導
い
た
考
え
方

や
求
め
方
、
理
由
な
ど
を
説
明
す
る
問
題
で

あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
（
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・

リ
テ
ラ
シ
ー
）
は
、
前
項
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
（
立
場
や
見
解
が
異

な
っ
た
り
、
種
類
が
異
な
っ
た
り
す
る
複
数

の
資
料
）
を
読
み
比
べ
て
、
適
切
な
根
拠
を

示
し
て
自
分
の
判
断
を
論
理
的
に
表
現
す
る

能
力
を
中
心
と
し
て
い
る
。

国
語
科
の
説
明
文
教
材
の
学
習
指
導
は
、

写
真
、
グ
ラ
フ
、
地
図
な
ど
を
組
み
入
れ
た

学
習
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
も
の
の
、
写
真
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は
と
も
か
く
、
グ
ラ
フ
や
地
図
な
ど
を
本
文

と
同
等
に
扱
う
学
習
は
十
分
に
展
開
さ
れ
ず
、

文
章
表
現
の
読
み
取
り
に
中
心
が
置
か
れ
が

ち
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
国
語
科
で
育
成
す
る
国
語
力
と

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

か
な
り
の
重
な
り
を
も
つ
二
つ
の
円
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
図
は
、
大

き
く
次
の
三
領
域
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、（
１
）
は
、
日
本
の
言
語
文
化
に
関

係
す
る
能
力
、
ま
た
、
文
字
表
記
に
関
係
す

る
能
力
な
ど
で
あ
る
。
世
界
共
通
の
読
解
力

で
は
、
日
本
の
漢
字
・
語
彙
、
そ
れ
ら
に
直

結
す
る
発
想
や
思
考
の
問
題
、
日
本
古
典
に

関
係
す
る
問
題
な
ど
は
除
外
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
語
力
を
支
え
る
語
彙
力
は

漢
字
を
用
い
た
（
音
訓
に
よ
る
）
熟
語
で
あ

る
。
語
彙
は
思
考
力
を
支
え
る
こ
と
に
も
な

る
。
日
本
古
典
は
翻
訳
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
言
葉
の
も
つ
意
味
の
大
部
分
が
欠

落
す
る
し
、
リ
ズ
ム
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
日
本
の
文
学
作
品
も
ま
た
、
古
典
と
同

じ
く
、
日
本
語
で
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
小
さ
く
な
い
。

文
字
を
書
く
こ
と
、
本
文
を
声
に
出
し
て

読
む
こ
と
は
、（
１
）
の
内
容
・
能
力
を
高
め

る
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
の
中
心
は
、
本

文
を
読
ん
で
自
ら
問
題
を
発
見
し
、
自
ら
そ

の
解
決
に
立
ち
向
か
い
、
自
分
の
言
葉
で
そ

の
考
え
を
言
い
表
す
能
力
で
あ
る
。
こ
の
能

力
の
育
成
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
国

語
科
が
眼
目
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

両
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
食
い
違
い
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
に
お
け

る
「
テ
キ
ス
ト
」
の
概
念
が
、
国
語
力
の
そ

れ
と
は
違
う
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
出

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
読
解
」

を
「
読
む
」
と
い
う
用
語
に
言
い
換
え
て
み

る
と
、「
顔
色
を
読
む
」「
地
形
を
読
む
」
な

ど
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い
る
。
非
連
続
型

の
「
テ
キ
ス
ト
」
を
連
続
型
の
本
文
と
同
列

に
「
読
む
」
習
慣
が
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
少
し
拡
張
を
す
れ
ば

す
ぐ
に
習
得
で
き
る
能
力
で
あ
る
。

最
後
の
（
３
）
は
、
国
語
科
で
育
成
す
る

国
語
力
に
な
く
て
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
だ

け
に
あ
る
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二

つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

第
一
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
獲
得

で
き
る
能
力
で
、
国
語
科
の
授
業
だ
け
で
は

難
し
い
能
力
は
何
か
を
考
え
る
と
導
か
れ
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
他
教
科
の
協
力
に
よ
っ

て
習
得
さ
せ
る
べ
き
知
識
・
情
報
、
ま
た
、

複
数
の
教
科
を
複
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
可
能
に
な
る
知
識
・
情
報
で
あ
る
。

国
語
科
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
能
力
を
育

成
す
る
に
は
、
複
合
教
科
的
な
指
導
が
必
要

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領

を
改
め
る
の
で
な
く
て
、
い
っ
そ
う
徹
底
さ

せ
た
指
導
に
踏
み
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
幅
広
い
読
書
活
動
を
推
進
し
、
他
領

域
の
図
書
を
数
多
く
読
ま
せ
る
必
要
も
あ
る
。

第
二
は
、
す
で
に
（
２
）
で
取
り
上
げ
た

こ
と
に
関
係
す
る
が
、「
自
分
の
力
で
問
題
を

発
見
し
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
で
考
え
、

そ
の
導
き
得
た
結
論
を
自
分
の
言
葉
で
説
明

す
る
」
と
い
う
、
ま
さ
に
国
語
力
の
根
幹
と

な
る
能
力
の
育
成
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
現
行
の
学
習
指
導

要
領
の
根
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

教
室
に
お
け
る
指
導
が
い
わ
ゆ
る
「
一
問
一

答
」
型
の
授
業
展
開
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な

い
き
ら
い
が
あ
る
。

「
一
問
一
答
」
型
の
授
業
か
ら
、
学
習
者
の

主
体
性
を
大
切
に
し
た
授
業
へ
の
転
換
を
試

み
、
解
決
を
図
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
は
、
こ
う
し
た
読
解
力
を
育

成
す
る
た
め
に
、
平
成
十
七
年
十
二
月
に

『
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
〜
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
調
査
（
読
解
力
）
の
結
果
分
析
と
改
善
の

方
向
〜
』
を
ま
と
め
た
。
以
下
、
本
報
告
書

の
「
改
善
の
具
体
的
な
方
向
」
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
三
項
目
の
方
策
を
「
前
置
き
」

と
と
も
に
紹
介
す
る
。

教
科
国
語
を
中
心
と
し
つ
つ
、
各
教
科
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
を
通
じ
て
、
次

の
よ
う
な
方
向
で
、
改
善
の
取
組
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

①
テ
キ
ス
ト
を
理
解
・
評
価
し
な
が
ら
読

む
力
を
高
め
る
こ
と

②
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を

書
く
力
を
高
め
る
こ
と

③
様
々
な
文
章
や
資
料
を
読
む
機
会
や
、

自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す

る
機
会
を
充
実
す
る
こ
と
。

ま
ず
、「
前
置
き
」
で
あ
る
が
、
国
語
科
で

基
礎
・
基
本
的
な
能
力
を
付
与
す
る
、
他
教

科
で
教
科
に
即
し
た
形
の
指
導
を
加
え
る
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
全
体
の
ま
と
め
と

し
て
の
学
習
に
取
り
組
む
と
い
う
関
係
が
示

さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
②
と
③
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

「
書
く
」
能
力
の
育
成
に
つ
い
て
説
明
を
加
え

て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

調
査
（
読
解
力
）
の
、
自
由
記
述
の
調
査
で
、

白
紙
回
答
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
白
紙
答

案
の
問
題
は
、
学
習
者
の
主
体
的
な
判
断
を
尊

重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
に
向
か
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
理
由
や
根
拠
な
ど
を

伴
っ
た
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
ま
と
め
る
能

力
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

『
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
』
は

「
読
解
力
を
高
め
る
指
導
例
」
と
し
て
四
十
五

例
を
、
縦
に
対
象
学
年
七
段
階
、
横
に
「
指

導
の
ね
ら
い
」
七
種
で
組
み
合
わ
せ
た
一
覧

表
に
ま
と
め
て
、
そ
の
上
で
、
四
十
五
例
そ

れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
簡
単
に
紹

介
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
で
も
日
本
の
成
績
が

優
秀
で
、
し
か
も
、
日
本
の
言
語
文
化
に
支

え
ら
れ
た
国
語
力
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る

児
童
生
徒
の
育
成
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。

※
本
稿
を
ま
と
め
る
上
で
、
次
の
二
冊
の
報
告
書

を
用
い
た
。

『
生
き
る
た
め
の
知
識
と
技
能
　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の

学
習
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
二
〇
〇
〇
年
調

査
国
際
結
果
報
告
書
』

国
立
教
育
政
策
研
究
所
編
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

『
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
〜
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

調
査
（
読
解
力
）
の
結
果
分
析
と
改
善
の
方
向
〜
』

文
部
科
学
省
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