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【
出
題
の
意
図
や
狙
い
、
入
学
者
に
求
め
る
力
】

こ
の
問
題
は
、

2
0
2
3年
度
よ
り
新
設
す
る
「
共
通
テ
ス
ト
十
一
般

(
C
方
式
）
」
の
個
別
試
験
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
た
め
に
作
成
し
た
サ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
実
際
に
出
題
さ
れ
る
問
題
と
は
異
な
り
ま
す
。
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度
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験
時
間
9
0
ハ刀）

教
育
学
部
で
は
、
教
育
者
（
教
員
に
限
ら
ず
）
と
し
て
の
資
質
を
有
し
、
学
問
的
に
裏
打
ち
さ
れ
た
知
識
を
基
盤
に

物
事
を
判
断
す
る
力
、
新
た
な
問
題
を
言
語
化
ま
た
は
モ
デ
ル
化
し
、
解
を
提
案
、
論
理
的
に
説
明
す
る
力
、
社
会
お

よ
び
自
然
界
の
事
象
を
多
面
的
に
捉
え
、
既
存
の
問
題
設
定
や
解
を
健
全
に
批
判
し
、
建
設
的
な
提
案
を
行
う
姿
勢
の

育
成
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
教
育
学
科
は
、
「
教
育
に
関
す
る
事
象
を
論
理
的
に
理
解
す
る
考
察
力
」
の
育

成
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

C
方
式
で
は
、
教
育
を
扱
っ
た
長
文
を
題
材
に
、
読
解
力
を
伴
う
言
語
運
用
能
力
な
ら
び
に
論
理
的
思
考
能
力
の
表

出
を
確
か
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
教
育
学
科
の
授
業
で
は
、

主
体
的
な
情
報
収
集
は
も
と
よ
り
、

課
題
文
献
を
読
み
込

ん
だ
り
、
検
討
し
た
内
容
を
発
表
し
た
り
す
る
機
会
が
多
く
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
を
十
分
に
活
用
す
る

肩
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
出
題
の
狙
い
で
あ
る
。

本
サ
ン
プ
ル
間
題
で
の
出
題
の
狙
い
は
、
長
文
で
あ
る
説
明
文
を
題
材
に
、
読
解
力
を
伴
う

「言
語
連
用
能
力
」
を

確
か
め
る
こ
と
と
、
記
述
回
答
で
の
論
理
的
思
考
能
力
の
表
出
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
。
使
用
し
て
い
る
説
明
文
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
高
度
な
I
C
T
に
よ
る
情
報
環
境
下
で
の
私
た
ち
の
学
び
に
対
し
て
教
育
、

教
育
学
が
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
を
思
考
・
考
察
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
教
育
学
科
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
主
体
的
な
情
報

獲
得
と
そ
の
読
解
力
、
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
論
理
的
思
考
の
習
慣
を
培
う
こ
と
を
願
っ
て
い
る。

な
お
、
本
学
部
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
で
は
、
①
教
科
に
関
す
る
確
か
な
基
礎
学
力
、
②

「教
え
る
・
伝

え
る
力
」
の
基
盤
と
な
る
高
い
論
理
的
思
考
能
力
と
言
語
運
用
能
力
、
③
異
質
な
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か
で
自
ら
求

め
て
学
ぶ
姿
勢
、
の
3
つ
を
志
望
者
に
求
め
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
い
え
ば
、

C
方
式
は
「
②
」
を
問
う
も

の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

「①
」
は
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
「
③
」
は
W
E
B
出
願
時
の
「
学
力
の
3
要

素
に
関
す
る
経
験
の
記
入
」
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
。

総
合
問
題
（
教
育
学
科
）

（
問
題
）



閲 問― 問

＿
九
八
六
年
）
第
四
章
「
シ
ン
ボ
ル
機
械
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
—
夕
」「媒

以
下
の
文
章
は
、
佐
伯
肺
が
著
し
た
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
教
育
』
（
岩
波
新
害
、
一
九
八
六
年
）
の
第
四
章

「シ
ン
ボ
ル
機
械
と

し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
と
、
資
料
「
O
E
C
D

生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
2
0
1
8

年
調
査
の
ポ
イ
ン
ト
」
（
文
部
科
学
省
・
国
立

教
育
政
策
研
究
所
、
令
和
元
年
）
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
次
の
問
一
、
問
二
、
問
三
に
答
え

な
さ
い
。
な
お
、
問
一
と
問
―
-
、
問
―
―
―
い
ず
れ
も
、
改
行
で
生
じ
る
余
白
お
よ
び
句
読
点
も
文
字
数
に
含
む
。

著
者
の
い
う
「
シ
ス
テ
ム
的
思
考
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
一
0
0字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
二
五
点
）

—
著
者
は
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
が
私
た
ち
の
「思
考
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
もたら
し
て
き
た
と
説
明
し
て
い
る
か。

本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
一

0
0字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（

配
点
二
五
点
）

一
本
書
は
二
十
五
年
前
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
と
比
較
し
て
、
今
日
私
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
的
課
題
と
し
て
、
「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
」
な
ど
の
情
報
端
末
が
私
た
ち
の
学
校
で
の
学
習
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
、

8
0
0宇

以
上
1
2
0
0
文
字
以
内
で
あ
な
た
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。
そ
の
際
、
①
佐
伯
氏
の
説
明
文
、
②
p.
1
2

の
資
料
そ
れ
ぞ
れ
か

ら

必

ず

―

つ

以

上

、

引

用

す

る

こ

と

。

（

配

点

一

0
0
点
）

『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
教
育
』
（
佐
伯
拌
、
岩
波
新
書
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
も
の
を
教
育
の
立
場
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
「
人
間
は
な
ぜ
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
必
要
と
し
た

の
か
」
と
問
う
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
の
思
考
に
と
っ
て
本
当

に
必
要
な
も
の
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
技
術
社
会
に
お
い
て
、
突
然
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
世
界
中
か
ら
消
滅
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
世
の
終
わ
り
」
で

あ
ろ
う
。
社
会
活
動
、
経
済
活
動
、
日
常
生
活
の
す
べ
て
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
は
現
作
住
会
で
は
ま
さ
に
必
需
品
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
も
う

一
度
問
う
て
み
よ
う
。

「人
間
は
ど
う
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
を
必
要
と
す
る
社
会
を
つ
く
つ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
か
」

こ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
際
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
単
に
脳
の
モ
デ
ル
（
代
替
で
あ
ろ
う
と
延
長
で
あ
ろ
う
と
）
と

み
な
す
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
脳
の
抱
い
た
物
か
そ
れ
と
も
延
長
か
と
い
う
識
論
は
、
い
わ
ば
、
「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
は
何
に
似
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
第
一
部
で
は
こ
の
諧
論
を
展
開
し
て
、
ま

ず
、
脳
の
代
替
物
、
す
な
わ
ち
「
考
え
る
機
械
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
教
育
へ
の
示
唆
を
引
き

出
し
た
。
つ
ぎ
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
脳
の
延
長
、
す
な
わ
ち
「
思
考
の
道
具
」
と
み
る
考
え
方
の
概
略
を
示
し
、
「考
え
る
こ
と

を
助
け
る
道
具
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

し
か
し
、
第
一
部
で
の
諧
論
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
つ
か
っ
て

「
ど
う
い
う
こ
と
」
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
議
論

が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
考
え
る
」
と
か
「
思
考
す
る
」
と
か
の
概
念
が
、
「
知
的
作
業
」
を
想
定
し
て
考
察
し
て
き

た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
し
真
剣
に

「教
育
的
立
場
か
ら
」
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
も
そ
も

「考
え
る
」
と
か
「
思
考
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
根
源
を
掘
り
起

こ
し
、
「
ど
う
い
く
こ
と
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
」
、
物
事
が
「
わ
か
っ
て
く
る
」
た
め
に
は
「
ど
う
い
う
ふ
う
に
」
考
え
る
べ
き
な

の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
、
モ
ノ
と
し
て
の
「
思
考
の
道
具
（ツ
—
ル
）」
と
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
思
考
活
動
の

2
 



シ
ン
ボ
ル
使
用
の
文
化
史

シ
ン
ボ
ル
使
用
の
は
じ
ま
り

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
的
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
の
考
え
方
が
人
類
に
生
ま
れ
た
の
は
、
人
類
が
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
を
使
い
は
じ

め
た
と
き
に
始
ま
る
。

従
来
、
文
字
の
発
生
は
紀
元
前
四
，
五

0
0
0年
ご
ろ
の
古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
人
の
絵
文
字
が
は
じ
ま
り
で
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
楔

形
文
字
に
変
わ
り
、
そ
の
後
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
表
音
文
字
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
そ
れ

よ
り
さ
ら
に
五

0
0
0年
以
上
前
か
ら
、
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
使
用
は
始
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る

(D
・
シ
ュ
マ
ン
ー
ペ
セ
ラ
「
文

字
誕
生
以
前
の
記
録
法
」
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
一
九
七
八
年
八
月
号
）
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
ト
ー
ク
ン

t
o
k
e
n

(証票）
」
と
よ
ば
れ

る
、
上
や
石
で
つ
く
ら
れ
た
丸
み
の
あ
る
か
た
ま
り
を
使
い
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ト
ー
ク
ン
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
で
紀
元
前
一
万
年
ご
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
ト
ー
ク
ン
は
、
収

穫
し
た
穀
物
の
量
や
、
獲
物
の
数
を
表
し
、
具
体
的
な
事
物
の
数
を
記
憶
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
メ
ー
ル
絵
文
字
は
、

実
は
も
と
も
と
ト
ー
ク
ン
に
つ
い
て
い
た
模
様
や
ト
ー
ク
ン
そ
の
も
の
の
形
を
図
案
化
し
た
も
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ト
ー
ク
ン
は
粘
土
の
壺
（
プ
ル
ラ
）
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
が
、
壺
の
表
面
に
ト
ー
ク
ン
を
押
し
付
け
て
跡
を
つ
け
、
中
に
は
い

っ
て
い
る
も
の
の
形
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
類
最
初
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
は
、
具
体
的
な
モ
ノ
の
記
憶
の
た
め
に
道
具
と
し
て
発
明
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
人
び
と
の
間
で
通
商
が
盛
ん
に
な
る
と
、
ト
ー
ク
ン
は
「
貨
幣」

と
し
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
。
ト
ー
ク
ン
が
貨
棺
と

し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
具
体
的
な
モ
ノ
の

「
意
味
」
や

「状
況
（
文
脈
）
」
を
離
れ
て
、
人
工
的

な
「
規
則
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
）
」
だ
け
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

―
つ
ひ
と
つ
の
ト
ー
ク

ン
は
「
交
換
」
と
い
う
規
則
で
規
制
さ
れ
る
か
ぎ
り
何
を
指
し
て
も
い
い
。

ま
た
、
何
を
指
し
て
も
い
い
か
ら
こ
そ
、

「
一
般
的
」

に
適
用
可
能
と
な
る
。
重
要
な
の
は
交
換
法
則
で
あ
る
。
そ
の
規
則
を
承
認
し
て
巧
み
に
操
作
す
る
技
能
を
獲
得
し
た
人
び
と
の
間

で
の
み
、
「
万
事
」
に
適
応
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
。

ー

体
（
メ
デ
ィ
ア
）
」
と
み
な
す
と
い
う
親
点
か
ら
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
か
な
づ
ち
」
は
大
工
に
と
っ
て
便
利
な
消
具
で

あ
る
が
、

「設
計
図
」
は
道
具
と
い
う
よ
り
、
媒
体
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
大
工
が
な
ぜ

「設
計
図
」
を

必
要
と
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
「
設
計
図
」
が
本
当
に
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
対
応
す
る
議
論
を
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
思
考
の
媒
体
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
も
の
ご
と
を
計
画
し
た
り
、
吟
味
し
た
り
、
探
求
の
糸
口
を
探
し
た
り

す
る
と
き
に
、
私
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
「
頭
の
中
」
に
あ
る
こ
と
を
な
ん
ら
か
の
「
か
た
ち
」
と
し
て
外
に
表
出
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。

人
類
の
誕
生
は
、
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
誕
生
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
猿
で
も

「目
じ
る
し
」
を
つ
く
る
と
い
う
か
ら
、
厳
密
に
は

人
類
以
前
に
も
シ
ン
ボ
ル
使
用
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
類
こ
そ
、
シ
ン
ボ
ル
で

「
思
考
す
る
」
こ
と
を
始
め
た
の

だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
が
な
ぜ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
必
要
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
人
間
が
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
を
発
明
し
、

使
い
込
ん
で
き
た
長
い
文
化
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
現

時
点
で
の
―
つ
の
極
致
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
人
問
が
シ
ン
ボ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
て
き
た
文

化
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
、

存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
人
類
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
ど
う
し
て
、
「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
的
思
考
」
の
原
型
と
い
え
る
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
を
使
用
し
て
考

え
る
こ
と
を
始
め
、
そ
の
拡
大
と
発
展
の
結
果
と
し
て
、
「
シ
ン
ボ
ル
を
操
作
す
る
装
置
」
、
す
な
わ
ち
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
作
り
出
し

て
き
た
の
か
を
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
の
知
的
活
動
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、

文
字
の
発
生
と
使
用

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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翡
と
し
て
の
ト
ー
ク
ン
は
、
人
類
が
発
明
し
た
第
二
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の

「関

係
」
あ
る
い
は
「
約
束
ご
と
」
の
表
ホ
で
あ
り
、
規
則
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
）
の
抽
象
化
と
形
式
化
の
消
具
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ト

ー
ク
ン
が
表
し
て
い
る
も
の
や
「
約
束
ご
と
」
は
通
商
と
い
う
活
動
に
限
定
さ
れ
、
限
ら
れ
た
社
会
の
限
ら
れ
た
活
動
に
の
み
利
用

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
使
用
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
ト
ー
ク
ン
が
表
し
て
い
た
モ
ノ
や
約
束
ご
と
は
、
そ
れ

を
用
い
る
人
び
と
の
間
で
は
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
ー

ク
ン
は
き
め
ら
れ
た
交
換
規
則
に
し
た
が
え
ば
、
牛
や
馬
、

あ
る
い
は
小
麦
の
樽
と
い
つ
で
も
交
換
で
き
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ト
ー
ク
ン
の
使
用
は
紀
元
前
四

000年
こ
ろ
ま
で
つ
づ
い
た
。

文
字
の
使
用

人
び
と
は
ト
ー
ク
ン
を
い
れ
た
壺
の
し
る
し
の
か
わ
り
に
、
粘
土
板
に
マ
ー
ク
を
つ
け
る
こ
と
を
考
え
だ
し
た
。
そ
こ
で
数
の
表

示
体
系
が
生
ま
れ
、
楔
形
文
字
が
生
ま
れ
た。
た
だ
し
、
も
と
も
と
が
壺
の
マ
—
ク
で
あ
る
か
ら
、
絵
文
宇
と
楔
形
文
字
は
い
わ
ば

併
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
絵
文
字
か
ら
楔
形
文
字
に
段
階
的
に
移
り
変
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

文
字
や
数
の
表
示
体
系
は
、
人
類
の
第
三
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」

で
あ
る
。
人
類
が
思
考
・
理
解
・
推
論
を
し
て
い
く
う
え
で
、

シ
ン
ボ
ル
を
使
用
す
る
た
め
に
考
え
出
し
た
最
初
の

「
装
置
d
e
v
i
c
e
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
工
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
要
素
の
組

み
合
わ
せ
の
規
則
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
規
則
に
忠
実
に
従
う
こ
と
を
万
人
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
記

録
・
伝
達
、
さ
ら
に
合
理
的
な
吟
味
を
可
能
に
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
」
要
素
、
す
な
わ
ち
「
文
字
」
が
ト

ー
ク
ン
と
異
な
る
点
は
、
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
具
体
的
な
モ
ノ
を
指
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
使
用
範
囲
も
ま
っ
た
＜

限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

原
則
的
に
は
、
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
」
そ
の
意
味
を
に
な
い
う
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

人
び
と
は
、
文
宇
を
発
明
し
た
と
き
か
ら
、
こ
と
ば
を
要
素
に
分
解
し
、
要
素

（そ
れ
自
体
は
何
の
「
意
味
」
も
持
た
な
い
、
単

な
る
し
る
し
）
を
規
則
に
従
っ
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
の
「
意
味
」
と
い
う
も
の
を
分
解
し
、
再
構
成
す
る
手

誓
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
は
分
析
的
思
考
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
る
。
紀
元
前
一

0
8年
頃
に
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
音
節
文
字
、
今
日

の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
祖
先
と
も
い
え
る
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
文
宇
や
単
語
、
文
法
な
ど
は
、
王
侯
の
お
か
か
え
の
書
記
が
特
別
の
訓
練
を
受
け
て
学
習
し
、
世
襲
的
に
伝
承
さ
れ

て
い
た
。
書
記
た
ち
は
、
苦
し
い
肉
体
労
働
か
ら
ま
ぬ
が
れ
、
特
権
階
級
と
し
て
の
地
位
を
守
る
た
め
、
文
字
の
使
用
と
い
う
も
の

を
神
秘
的
な
ま
じ
な
い
の
よ
う
に
扱
っ
て
、
彼
ら
の
子
孫
以
外
に
は
一
切
秘
密
の
ま
つ
り
ご
と
に
し
て
い
た
。
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2

も
う
―
つ
の
シ
ン
ボ
ル
文
化

シ
ン
ボ
ル
の
使
用
が
こ
こ
ま
で
き
た
。
つ
ま
り
、
苦
労
し
て
学
習
し
た

一
部
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
文
字
は
、
ど
ろ
く
さ
い
日
常

性
か
ら
離
れ
て
、
抽
象
的
な
記
号
の
世
界
で
形
式
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
世
界
を
多
く
の
人
び
と
が
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ

か
ら

「
あ
や
つ
る
」
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

人
間
の
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
こ
の

「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
発
明
」
が
そ
の
後
の
人
類
の
文
化

に
与
え
た
「
良
い
影
響
」
と
「
無
い
影
馨
」
両
極
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
す
る
。

「
良
い
影
響
」
は
い
ま
さ
ら
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
科
学
を
生
み
、
技
術
を
発
展
さ
せ
た
「
分
析
的
思
考
」
は
、
一

切
の
も
の
を
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
社
会
を
自
由
に
つ
く
り
か
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を
人
類
に
与
え
た
。

し
か
し
、
一
方
で
人
び
と
は
も
の
ご
と
を
「
考
え
る
」
と
い
う
と
き
に
、
い
っ
た
ん
ま
っ
た
く
「
音
涯
め
な
い
」
記
号
の
世
界
に
入

る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
「
実
感
」
を
放
棄
し
、
き
め
ら
れ
た
規
則
や
手
続
き
に

「盲
目
的
に
」
従
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
要
求
に
素
直
に
従
う
こ
と
が
「
知
力
」
の
基
準
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
点
に
も
ど
っ
て
わ
か
り
な
お
す

こ
と
よ
り
も
、
「
わ
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
手
早
く
身
に
つ
け
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
次
の
知
識
を
「
積
み
重
ね
て
」

前
へ
前
へ
と
押
し
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
本
能
的
に
抵
抗
す
る
人
間
は
、
社
会
の
進
歩
か
ら

「落
ち
こ

ぼ
れ
」
て
、
敗
北
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
シ
ン
ボ
ル
は
特
殊
な
「
訓
練
」
で
、
か
の
「
意
味
の
な
い
世
界
」
で
の
練
習
で
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
使
え
な
い
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
と
、
「
味
わ
う
」
と
い
う
こ
と
と
が
ま
っ
た
く
分
離
し
た
世
界
で
、
私
た
ち
は
「
教
育
」

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
本
当
に
「
教
育
」
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
「
進
歩
」
だ
っ
た
の
か
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
的
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
頂
点
と
も
い
え
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
手
に
し
て
、

今
、
私
た
ち
は
、

そ
の
こ
と
を
真
剣
に

問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
始
ま
り
の
こ
ろ
の
あ
の
生
き
生
き
と
し
た
「
原
点
」
に
帰
る
こ

と
は
、
も
う
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

絵
に
よ
る
伝
達

人
類
の
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
文
字
の
起
源
と
そ
の
発
展
と
し
て
見
る
以
外
に
、
も
う
―
つ
の
文
化
の
流
れ
、

す
な
わ
ち
絵
画
や
図
あ
る
い
は
彫
刻
や
モ
デ
ル
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
ア
ナ
ロ
グ
的
な
」
シ
ン
ボ
ル
使
用
の
歴
史
を
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。
古
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
の
谷
で
発
見
さ
れ
た
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
の
壁
画
（
四
万
年
前
）
が
あ
る
。

人
類
は
外
界
の
車
物
を
壁
画
や
士
偶
で
表
し
、
絵
画
や
彫
刻
の
技
術
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。

人
び
と
は
一
方
で
、
図
を
描
く
と
い
う
こ
と
を
思
考
の
道
具
に
し
て
き
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
巨
大
な
建
造
物

は
、
あ
ら
か
じ
め
厳
密
で
詳
細
な
設
計
図
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
吟
味
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
地
図
は
土
地
の
所
有
の
重

要
な
証
し
で
あ
り
、
旅
行
や
航
海
の
必
需
品
で
あ
っ
た
。
土
地
の
測
呈
図
に
よ
る
領
士
の
分
割
な
ど
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

透
視
図
法
も
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
演
劇
の
背
景
画
か
ら

発
達
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
こ
ろ
に
厳
密
な
写
影
幾
何

学
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
。
絵
画
や
図
以
外
に
、
モ
ノ

で
模
型
（
モ
デ
ル
）
を
つ
く
っ
て
み
て
考
え
る
と
い
う

こ
と
も
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
画
、

図
彫
刻
、
模
型
な
ど
は
、
も
の
ご
と
の
真
実
性
や
妥

当
性
を
、
輪
証
と
い
う
記
号
操
作
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

目
で
み
た
り
、
手
で
さ
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
直
感

的
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
す
る
。

も
の
の
理
解
の
た
め
の
絵
や
図
と
い
う
も
の
は
、

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
こ
ろ
は
ま
だ
十
分
絵
画
性
を
保
っ
て

お
り
、
機
械
の
仕
組
み
に
関
す
る
図
を
み
て
も
、
き
わ
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「
濃
密
な
」
シ
ン
ポ
ル
系

め
て
「
絵
画
的
」
に
描
か
れ
て
い
た
。
当
時
は
、
ダ

・
ヴ
ィ
ン
チ
自
身
か
そ
う
で
あ
っ
た
か
、
も
の
を
考
え
る
人
と
も
の
を
つ
く
る

人
と
か
同
一

で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
描
く
人
で
も
あ

っ
た
。
大
き
な
壁
画
や
大
き
な
機
械
を

「
つ
く
る
」
た
め
に
、
自
分
で

さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の
構
成
や
相
互
の
大
き
さ
の
比
率
な
ど
を
計
画
す
る
た
め
の
略
図
を
描
き
出
し
、
そ
れ
を
逓
し
て
、
思
考
か

「現

実
」
と
「
抽
象
」

の
あ
い
だ
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

「絵
画
的
」
な
シ
ン
ボ
ル
も
、
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
し
ご
と
か
分
業
化
し
、
専
門
化
し
て
い
く
に
つ
れ

て
、
表
現
は
作
業
仕
様
書
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
豊
か
な
芸
術
性
や
宗
教
性
か
ら
離
れ
、
厳
密
な
順
序
性
の
あ
る
手

続
き
の
体
系
に
な
り
、
一
種
の
記
号
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
く。

そ
の
ル
ー
ル
の
習
得
に
は
や
は
り
特
別
の
訓
練
が
必
要
で
あ
り
、

表
示
さ
れ
る
世
界
か

一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
具
体
的
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
づ
け
か
ら
離
れ
て
く
る
。
本
来
持
っ
て
い
た
人
間

の
情
感
や
美
的
感
覚
に
訴
え
る
側
面
よ
り
も
、
文
化
の
中
で
の
約
束
ご
と
と
し
て
導
入
さ
れ
、
訓
練
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
、
そ
れ
は
も
う
絵
画
で
は
な
く
、
ま
き
れ
も
な
い
「
図
」
に
な
る
。
表
示
の
明
瞭
性
、
す
な
わ
ち
、

人
目
に
つ
き
や
す
く
、
指
示

し
て
い
る
も
の
や
事
が
く
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

「わ
か
る
」

こ
と
が
最
大
の
要
求
項
目
に
な
る
。
豊
か
な
意
味
を

―
つ
の

表
現
の
中
に
凝
集
さ
せ
る
の
で
は
な
く‘

―
つ
の
表
示
か

―
つ
の
意
味
を、

し
か
も
そ
の
意
味
だ
け
を
明
瞭
に
指
示
す
る
よ
う
な
凹

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

図
学
は
、

十
八
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
の
G
・
モ
ン
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
三
次
元
の
立
体
を
二
次
元
平
面
上
に
表
示
す
る
た
め
に、

幾

何
学
的
投
象
法
を
利
用
し
て
、
工
業
技
術
に
直
接
応
用
で
き
る
よ
う
な
形
式
性
を
持
っ
た
体
系
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た

($
o
m
e
t
r
i
e

D
e
sc
r
i
p
t
i
v
e
,
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9
〉。
次
ペ
ー
ジ
の
図
は
現
在
の
作
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
（
円
錐
に
円
柱
か
さ
さ

っ
た
形
）
で、

明
瞭

性
・
伝
達
性
．
i

間
潔
性
が
極
限
に
ま
で
追
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う。

N

・
グ
ッ
ド

マ
ン
は
、
芸
術
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
を
「
濃
密
な
〈
d
e
n
s
e
)
シ
ン
ボ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
要
素
単
位

に
分
節
化
で
き
な
い
」
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
ど
ん
な
小
さ
な
部
分
に
も
無
限
に
多
様
な
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
こ
の
種
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
本
来
は
具
体
的
な
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
、
時
間
・
空
問
の
両
次
元
で
凝
集
さ
せ
る
慟
き
を
持

っ
て
い
る
は
す
で
あ
る
。
個
人
的
な
思
い
出
、
感
勤
、
実
感
な
ど
の
一
切
を
単
純
な
モ
ノ
や
形
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
の
図
や
モ
ノ
に
よ
る
表
象
が
、
形
式
化
さ
れ
た
記
号
体
系
に
同
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
幾
何
学
や
物
理

学
と
結
び
つ
い
て
発
展
は
し
た
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
世
界
の
持
つ
豊
か
な
芸
術
性
は
失
わ
れ
、
形
式
的
な
手
続
き
の
ル
ー
ル
に
な

っ
て
し
ま
う
。

濃
密
な
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
は
、
そ

れ
が
「
わ
か
る
」
た
め
に
特
別
な
訓
練
を
受
け
る
必
要
は

な
い
は
す
で
あ
る
。
人
目
見
れ
ば
わ
か
る
は
ず
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
わ
か
る
」
内
容
は
人
に
よ
っ
て

異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
人
に
と
っ
て
は
単
な
る
古
い

写
頁
立
て
に
す
ぎ
な
く
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
は
大
切
な

「
形
見
」
で
あ
り
、
愛
す
る
人
の
思
い
出
の
す
べ
て
が
凝

集
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、

自
分
の
経
験
や
知
識
の
す
べ
て
を
凝
果
さ
せ
て
‘
―
つ
の

シ
ン
ボ
ル
に
表
そ
う
と
す
る
し
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
人
も
、

自
ら
の
経
験
や
知
識
を
総
動
員
し
て
、
シ
ン
ボ
ル
の
意
味

を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
任

意
の
記
号
で
代
用
さ
せ
た
り
変
換
さ
せ
た
り
は
で
き
な
い
。

ま
さ
に
、
代
替
不
能
の
、
「
固
有
の
」
、
あ
る
い
は
、
「
個
人

的
な
」
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
動
員
さ
れ

る
知
識
や
経
験
は
、
分
祈
で
き
る
知
識
で
は
な
く
、
ま
さ
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「
シ
ス
テ
ム
思
考
」

機
械
の
シ
ス
テ
ム
的
思
考

記
号
や
言
語
表
記
、
幾
何
学
的
な
図
形
を
あ
や
つ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
た
人
間
は
、
現
実
世
界
の
具
体
的
な
事
物
か
ら
離
れ
た
、
抽

象
的
で
形
式
的
な
思
考
と
い
う
も
の
に
慣
れ
て
き
た
。
も
の
ご
と
を
「
機
能
l

や
「
関
係
」
だ
け
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ら
を
記
号
の

交
換
や
結
び
つ
き
、
す
な
わ
ち
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
表
現
す
る
。
あ
と
は
記
号
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
新
し
い
機
能
や
関
係
を
生
成
す

る
の
で
あ
る
。
記
号
の
関
係
と
し
て
表
現
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
今
度
は
逆
に
具
体
的
な
事
物
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
は
思
考
の
「
機
械
化
」
で
あ
る
。

機
械
の
発
生
は
、
人
間
が
思
考
を
「
機
械
的
」
あ
る
い
は
「
シ
ス
テ
ム
的
」
に
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結

果
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
「
モ
ノ
」
の
は
た
ら
き
を
、
そ
の
「
モ
ノ
」
に
固
有
の
、
本
質
的
に
内
在
し
た
性
質
に
よ
る
も

の
と
せ
ず
、
機
能
性
の
み
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
同
じ
機
能
特
性
を
持
た
せ
る
。
そ
れ
ら
の
機
能
特

性
は
記
号
と
記
号
の
関
係
で
表
現
さ
れ
る
の
で
、
任
意
に
分
解
・
合
成
が
で
き
、
新
し
い
組
み
合
わ
せ
も
き
わ
め
て
簡
単
に
な
る
。

機
械
と
い
う
の
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
機
能
特
性
を
記
号
化
し
、
同
じ
か
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
機
能
特
性
を
、
別
々
の
「
モ
ノ
」
を
組

み
合
わ
せ
て
実
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
機
会
の
シ
ス
テ
ム
的
思
考
は
、
思
考
の
脱
文
脈
化
を
も
た
ら
す
。
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
い

っ
た
ん
機
能
だ
け
を

抽
出
し
た
な
ら
ば
、
あ
と
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
同
じ
機
能
が
函
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

シ
ス
テ
ム
は
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
分
析

さ
れ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
細
か
い
部
分
の
機
能
に
分
解
さ
れ
る
。
個
々
の
部
分
の
機
能
は
、
さ
ら
に
、
さ
ら
に
細
か
い
要
素
に
分
解
さ

れ
る
。か

く
し
て
工
場
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
ハ
且
但
し
て
製
造
し
、
そ
れ
ら
を
「
機
械
的
に
」
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ

た
く
新
し
い
製
品
を
大
量
に
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

専
門
家
集
団
に
よ
る
技
術
社
会

機
械
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

人
び
と
が
「
道
具
」
を
用
い
て
い
た
と
き
は
、
道
具
は
「
わ
が
身
」
の
延
長
で
あ
っ
た
が
、
機
械
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
そ
れ
は

「相
手
」
と
な
っ
た
。
「
相
手
」
は
私
た
ち
が
望
む
「
機
能
」
を
シ
ン
ボ
ル
化
し
て
表
現
し
、
吉
閤
度
の
専
門
家
が
人
工
的
に
つ
く
つ

た
「
モ
ノ
」
の
中
に
自
立
的
存
在
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
で
き
あ
が
る
。

私
た
ち
は
、
そ
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
必
要
は
な
い
。
ま
っ
た
く
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
よ
い
。
た

だ
、
そ
の
機
械
が
要
求
し
て
く
る
手
続
き
の
ル
ー
ル
に
従
う
か
ぎ
り
、
万
人
が
「
仕
組
ま
れ
た
機
能
」
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
利
用

で
き
る
と
い
う
恩
恵
に
浴
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
私
た
ち
は
そ
の
「
相
手
」
が
要
求
す
る
手
続
き
の
ル
ー
ル
、

す
な
わ
ち
作
法
（
マ
ナ
ー
）
を
学
び
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
作
法
は
、
古
閤
度
の
専
門
家
が
ひ
そ
か
に
設
計
し
、
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
や
背
景
は
知
る
よ
し
も
な
い
し
、

知
る
必
要
も
な
い
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
、
「
末
知
」
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
。
わ
か
ら
な
い
し
、
わ
か
る
必

要
も
な
い
が
、
そ
れ
が
要
求
す
る
「
作
法
」
に
習
熟
し
た
者
だ
け
が
、
そ
の
恩
恵
に
浴
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
専
門
家
」
と
「
素
人
」

が
分
離
し
、
素
人
（
一
般
大
衆
）
は
欲
望
だ
け
を
持
ち
、
も
の
ご
と
の
機
能
的
効
用
の
み
を
享
受
す
る
存
在
と
さ
れ
る
。
専
門
家
は

記
号
操
作
に
習
熟
し
、
分
析
手
法
を
身
に
つ
け
、
巧
み
に
機
能
を
抽
出
し
て
新
し
い
機
能
を
生
成
す
る
。
か
く
し
て
高
度
技
術
社
会

が
生
ま
れ
た
。 3

 

に
、
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

図
形
が
土
地
の
測
量
や
建
造
物
の
設
計
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
た
と
え
簡
略
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
図
で
あ
っ
て
も
、

具
体
的
で
現
実
的
な
世
界
と
し
つ
か
り
結
び
つ
い
て
い
た
。
世
界
の
中
で
人
が
モ
ノ
を
組
み
立
て
、
動
か
し
、
み
ず
か
ら
動
き
回
る

こ
と
を
想
定
し
て
「
図
」
が
描
か
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
し
だ
い
に
、
幾
何
学
と
い
う
記
号
に
よ
る
論
証
の
世
界
と
結
び
つ
い
た
り
、

慧
な
作
図
の
「
技
法
」
と
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
意
味
の
世
界
か
ら
離
れ
て
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
や
手
続
き
ル
ー
ル
だ
け
が
抽
象

化
さ
れ
て
し
ま
う
。

の
は
じ
ま
り
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「
機
械
的
に
」
思
考
し
は
じ
め
た
人
類
は
、

つ
い
に
自
ら
の
思
考
を
機
械
で
行
わ
せ
る
装
置
を
考
え
出
し
た
。

こ
れ
が
、
正
真
正

銘
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
出
現
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
機
械
の
頂
点
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

教
育
と
は
何
だ
っ
た
か

さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
思
考
を
「
シ
ス
テ
ム
的
」
な
い
し
は

「機
械
的
」
に
し
て
き
た
人
間
の
営
み
の
歴
史
を
、
教
育
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
。

今
日
、
多
く
の
人
び
と
が
、
高
度
技
術
社
会
に
つ
い
て
い
け
る
人
間
を
育
成
す
べ
き
だ
と
い
う
。

一
般
大
衆
の
欲
望
を
よ
り
ひ
ろ

く
効
率
的
に
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
背
後
で
巧
み
に
シ
ン
ボ
ル
を
あ
や
つ
り
、

操
作
す
る
専
門
家
が
も
っ
と
必
要
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
教
育
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
え
て
「
何
だ
っ
た
」
と
い
う
過
去
形
で
問
う
て
み
よ
う
。

一
体
教
育
と
は

そ
も
そ
も
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
子
ど
も
を

「意
味
な
き
世
界
」
に
入
れ
て
記
号
の
操
作
に
習
熟
さ
せ
、
約
束
ご
と
を
身
に
つ
け

さ
せ
て
、
約
束
ご
と
の
中
で
権
威
あ
る
も
の
か
ら
の
命
令
を
読
み
取
り
、
他
に
命
令
を
伝
達
す
る
役
目
を
負
わ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の

か
。
抽
象
化
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
を
巧
み
に
あ
や
つ
り
、
抽
象
化
さ
れ
た
「
知
識
」
を
生
み
出
し
、
抽
象
化
さ
れ
た
仕
組
み
と
し
て
の

「シ
ス
テ
ム
」
を
裏
で
操
作
す
る
エ
リ
ー
ト
を
つ
く
り
出
す
こ
と
だ
っ
た
の
か
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
書
記
た
ち
の
よ
う
に
、
「
汗
を
流
さ
ず
、
土
に
汚
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
労
苦
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
も
な

い
」
職
業
に
つ
き
、
人
び
と
に
見
え
な
い
背
後
で
世
の
中
を
操
作
す
る
知
恵
を
伝
承
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
か
。

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
教
育
と
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
助
け
る
、
人
び
と
の
、
社
会
の
、
文
化
的
な

「配
慮
」
の
実
践
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」
主
体
は
す
べ
て
の
人
問
で
あ
る
。
子
ど
も
も
お
と
な
も
、

障
害

者
も
健
常
者
も
、
専
門
家
も
素
人
も
、
す
べ
て
を
ふ
く
め
た
人
間
で
あ
る
。
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」
対
象
は
、
か
の
未
知
な
る
人
工

物
で
あ
る
「
機
械
」
で
は
な
く
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
世
界
で
あ
り
、
人
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
私
た
ち
自
身
で
あ
る
は
ず
だ
っ

た。
ト
ー
ク
ン
の
発
明
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ま
で
、
人
類
の
シ
ン
ボ
ル
利
用
の
歴
史
は
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
す
べ
て
の
人
が

わ
か
ろ
う
と
す
る
」
こ
と
へ
の
配
應
が
時
代
と
共
に
薄
れ
て
い
っ
た
歴
史
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
技
術
が
「
道
具
」
の
技
術
か
ら

離
れ
て
、

「機
械
」
の
技
術
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
「
わ
が
身
」
の
延
長
で
は
な
く
、
「
わ
が
身
」
の
代
わ
り
を
つ
と
め
る
未
知

な
る
「
相
手
」
が
、
私
た
ち
に
新
し
い
「
恩
恵
」
と
引
去
痣
日
え
に
、
人
工
的
に
定
め
ら
れ
た
マ

ナ
—

を
要
求
し
た
。
そ
の
複
雑
な
マ

ナ
ー
を
獲
得
で
き
な
い
も
の
は
、
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
て
、
社
会
を
動
か
す
側
か
ら
外
に
出
さ
れ
る
。
落
ち
こ
ぼ
れ
た
人
び
と
は
、
わ

か
る
こ
と
に
絶
望
さ
せ
ら
れ
、
た
だ
技
術
の
恩
恵
を
う
け
る
だ
け
の
「
一
般
大
衆
」
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
教
育
的
と
い
う
べ
き
側

面
は
な
い
。
一
方
、
恩
恵
を
与
え
る
側
で
は
、
「
機
械
的
」
な
仕
掛
け
と
操
作
に
す
べ
て
を
仕
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
人
間

の
恣
意
的
で
あ
い
ま
い
な
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
面
を
切
り
捨
て
て
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
シ
ン
ボ
ル
の
世
界
を

つ
く
り
上
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

一
般
大
衆
の
欲
望
を
か
き
た
て
、
溝
た
す
も
の
が
、
機
械
的
な
生
産
技
術
に
も
と
づ
い
て
、

つ
ぎ
つ
ぎ
と
一
方
的
に
吐
き
出
さ
れ
て
く
る
。
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
だ
け
な
ら
ば
、
状
況
や
文
脈
や
個
人
的
意
味
づ
け
を
切
り
放
し
、
世

界
を
公
的
な
単
一
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
統
一
し
、
整
合
的
に
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
、

世
界
が
シ
ン

ボ
ル
で
操
作
さ
れ
動
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
教
育
は
「
ひ
と
り
ひ
と
り
」
を
大
切
に
す
る
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
わ
か
り
方
の
違
い
を
大
切
に
す
る
。
シ
ン
タ
ッ

ク
ス
で
は
な
く
、
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
、
す
な
わ
ち
意
味
づ
け
を
大
切
に
す
る
。
抽
象
を
具
体
に
も
ど
し
、
現
実
生
活
で
の
実
感
を

大
切
に
す
る
。

思
考
の
機
械
か
ら
思
考
の
媒
体
へ

こ
の
よ
う
に
、
一
品
度
技
術
社
会
の
頂
点
へ
向
け
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
で
い
た
と
き
の
技
術
は
、
教
育
と
は
ま
さ
に
対
立
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
頂
点
ま
で
登
り
つ
め
た
機
械
技
術
が
、
い
ま
、
転
換
期
に
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
め
ぐ
る
考
え
方
に
、
あ
る
種
の

変
化
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
び
と
が
、
「
わ
か
る
」
「
わ
か
り
あ
う
」
た
め
の
、
「
媒
体
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利

用
を
考
え
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
技
術
そ
れ
自
体
の
「
教
育
化
」
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
教
育
が
待
ち

に
待
っ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
ン
ボ
ル
を
発
明
し
、
そ
れ
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
明
を
見
か
け
上
「
准
歩
」
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さ
せ
て
き
た
陰
で
、
「
わ
か
る
こ
と
へ
の
絶
望
」
と
い
う
大
き
な
代
償
を
払
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
と
罪
滅
ぼ
し
に
向
け
て
、
い

ま
や
、
そ
の
頂
点
に
立
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
た
ち
の
中
か
ら
方
向
転
換
の
動
き
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
学
校
が
こ
の
「
わ
か
る
媒
体
」
「
わ
か
り
あ
う
媒
体
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
販
り
入
れ
、
そ
う
い
う
道
具

や
媒
体
を
子
ど
も
た
ち
に
提
供
し
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
で
き
る
し
、

現
に
き
わ
め
て
少
数
で
は
あ
る
が
、
学
校
教
育
で
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
利
用
の
実
践
例
は
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
最
先
端
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
中
に
、
今
ま
で
以
上
に

「教
育
的
」
と
い
う
べ
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
、
「
下
」
へ
む
け
て
の
、
逆
向
き
の
技
術
革
新
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
よ
り
納
得
で
き
る
、
ま
た
、
機
械
の
後

ろ
に
い
る
人
間
の
体
温
と
息
吹
を
伝
え
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
敦
育
の
場
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
入
れ
る
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
「
教
育
的
技
術
」
を
入
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
現
手
段
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

こ
の
よ
う
な
「
わ
か
る
媒
体
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
—
夕
が
生
ま
れ
始
め
た
の
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
用
い
て
「絵
」
を
描
こ
う

と
す
る
試
み
に
始
ま
る
。
初
め
の
う
ち
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
「
絵
」
を
描
く
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば

「
遊
び
」
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
技
術
と
し
て
は
む
し
ろ
邪
道
と
さ
え
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
活
字
を
重
ね
打
ち
さ
せ
て
浪
淡
を
つ
け
て
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

さ
せ
た
も
の
で
、
近
く
か
ら
み
れ
ば
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
が
並
ん
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
に
渦
ぎ
な
い
が
、
遠
く
か
ら
み
れ
ば
結

構
き
れ
い
な
「
絵
」
と
し
て
み
え
る
も
の
で
あ
った。

一
0
年
ぐ
ら
い
ま
え
、
私
の
研
究
室
の
壁
に
も
学
生
た
ち
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
描
か
せ
た
ヌ
ー
ド
カ
レ
ン
ダ
ー
が
は
ら
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。

と
こ
ろ
が
、
プ
リ
ン
タ
ー
用
紙
に
か
わ
っ
て
、

C
R
Tデ
ィ
ス
プ
レ
イ
装
置
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

C
R
T
を
見
な
が
ら
複

雑
な
絵
を
描
い
た
り
、
そ
の
絵
を
動
か
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
き
わ
め
て
見
事
な
、
し
か
も
「
動
き
の
あ
る
」
図

形
を
表
示
す
る
技
術
が
発
達
し
、
今
日
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
全
盛
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る。

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
の
本
来
の
多
元
的
な
機
能
を
回
復
す
る
方
向
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
音
も
出
せ
る
。
人
間
に
近
い
声
や
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
の
音
色
、
さ
ら
に
は
現
存
す
る
ど
の
楽
器
に

も
な
い
音
色
も
出
せ
る
。
今
や
私
た
ち
は
再
び
原
点
に
た
ち
か
え
っ
て
、
新
し
く
、

本
当
に
自
ら
に
適
し
た
シ
ン
ボ
ル
を
生
み
出
し
、

そ
れ
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
定
め
ら
れ
た
シ
ン
ボ
ル
（
記
号
）

を
処
理
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
シ

ン
ボ
ル
を
つ
く
り
出
し
た
り
、
表
示
さ
せ
た
り
、
私
た
ち
の
目
の
前
で
変
形
さ
せ
た
り
で
き
る
機
械
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
う
抽
象
的
な
記
号
の
形
式
に
よ
る
表
現
も
、
幾
何
学
図
形
と
い
う
、
や
は
り
抽
象
的
だ
が
ア

ナ
ロ
グ
的
シ
ン
ボ
ル
に
よ
る
表
現
も
、
さ
ら
に
は
、
も
っ
と
具
体
的
で
リ
ア
ル
な
映
像
も
、
あ
る
い
は
落
書
き
の
よ
う
な
素
朴
で
自

由
な
「
絵
」
で
も
、
ま
さ
に
お
好
み
し
だ
い
で
表
示
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
も

の
ご
と
を
よ
り
よ
く
「
わ
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
最
近
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
の
通
信
の
手
段
に

も
な
り
、
わ
か
り
あ
っ
た
り
助
け
合
っ
た
り
す
る
た
め
の
媒
体
（
メ
デ
ィ
ア
）
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

教
育
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
「
わ
か
る
た
め
の
媒
体
」
「
わ
か
り
あ
う
た
め
の
媒
体
」
と
し
て
の

コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
ま
で
強
烈
に
自
己
主
張
し
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
お
と
な
」
に
な
っ
て
き
た
か
ら
可
能
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
自
己
主
張
を
控
え
、
私
た
ち
に
寄
り
そ
い
、
と
き
に
は
手
出
し
を
ひ
か
え
て
、
私
た
ち
が
自
由
に
ふ
る
ま
う
に
ま
か
せ
、

私
た
ち
自
身
が
、
自
ら
考
え
る
と
い
う
楽
し
み
に
ふ
け
る
こ
と
を
見
守
る
す
べ
を
心
得
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
確
か
に
「
考
え
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
と
離
れ
て

「勝
手
に
」
考
え
る
の
で
な
く
、
私
た
ち

と
共
に
考
え
る
機
能
こ
そ
、
教
育
が
必
要
と
し
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
要
求
す
る
機
能
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
も
と
も
と
古
く
か
ら
私
た
ち
の
心
の
中
に
あ
っ
た
も
の
を
拡
大
し
た
機
械
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
生
み
出

し
た
シ
ン
ボ
ル
活
動
の
豊
か
さ
と
見
事
さ
は
、
私
た
ち
が
文
化
の
伝
承
と
し
て
共
有
し
、
私
た
ち
の
心
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
活
動
の
抽
象
性
と
形
式
性
が
も
た
ら
す
「
陰
」
の
側
面
も
私
た
ち
の
心
の
中
に
あ
っ
た
も
の
だ
し
、

今
も
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
と
共
に
大
き
く
な
り
、
も
は
や
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
克
服
す
る
す
べ
も
ま

た
、
私
た
ち
自
身
の
心
の
中
か
ら
生
み
出
し
、
そ
れ
を
シ
ン
ボ
ル
の
機
械
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
持
た
せ
て
い
く
ほ
か
消
は
な
い
。

，
 



5. ICT活用調査 一一生徒に、携帯電話、デスクトップ／タプレット型コンビュータ、スマートフォン、ゲーム機など、様々なデジク
ル機器の利用状況について尋ねた調査．＿ 
◆利用時間の推移

・日本、 OECD平均ともに、平日、学校外でインクーネットを4時間以上利用する生徒が増えている。

・なお、4時間以上利用する生徒の割合を比較すると、日本は、 OECD平均より少ない。

♦利用峙間と3分野の平均得点の闘鎌

・日本、 OECD平均ともに、学校外でのインターネットの利用時間が4時間以上になると、 3分野ともに平

均得点が低下．

•一方、 4時間未満の利用について見ると、日本は30分以上4時間未満利用する生徒の3分野の平均
得点はほとんど差がないが、 OECD平均は利用する時間が長いほど平均得点は高くなる傾向がある。

♦日本は学校の授集（国語、徽学、運囀）におけるデジタル櫨曇の利用時間が短く、 OECD加璧国中
最下位．

「利用しない」と答えた生徒の割合は約80％に及び、 OECD加盟国中で最も多い。

◆日本は、値のOECD加盟国と同様、学校外で多機な用遣にデジタル機聾を利用している。

0他国と比較して、ネット上でのチャットやゲーム(1人用ゲーム・多人数オンラインゲーム）を利用する

頻度の高い生徒の割合が高く、かつその増加の程度が著しい。

・「毎日」「ほぼ毎日」利用するa回答した生徒の割合の増加の程度(2012年調査どの比較）

・「ネット上でチャットをする」：日本60.5ポや/卜増、OBCD平均15．は々インり増

•「1人用ゲームで遊ぶJ ：日本21.3ポイント増、 OECD平均7.1ポイント増

・「多人蒙オンラインゲームで遊ぶ」：日本19.“白イント遁OECD平均7．四々イント増

0コンピュータを使って宿題をする頻度がOECD加盟国中最下位．

● 1遍闇のうち、攀室の授業でデジタル機暑を利用する時闇

l・llJ..e 83.. 0.. .o．72.3 

● 学校外での平日のインターネットの利用時間（経年賽化）
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てi.4コンピュータを便つて宿置をする

学校鯵彊のために、インター
ネット上のサイぼ見る
（例：作文や発慶の準傭）

拳校のフェブサイトから賣鶉をダ
ウンロードしたり、アッカコ→ミした
り、ブラウザを債ったりする
（鋼：鵬Ill割や授戴で使う艤材）

校内のウェブサ4そ見て．学校
からのお知らせを建露する
（創：先生の欠席）， 
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よ

出典 ：https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2018/0l_point.pdf
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