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小
学
校
教
科
書
検
定
結
果
を
ど
う
み
る
か

子
ど
も
と
教
科
書
全
国
ネ
ッ
ト
21 

事
務
局
長　

鈴
木 

敏
夫

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
と
そ
の
サ
イ
ト
は
、
教
科
書
発
行

者
が
作
成
す
る
。
発
行
部
数
等
の
経
営
規
模
で
左

右
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
少
な
く
、
採
択
に
影
響
し
、

撤
退
に
追
い
込
ま
れ
か
ね
な
い
。
今
回
も
全
体
と

し
て
教
科
書
発
行
者
の
寡
占
化
が
進
ん
で
い
る
。

（
２
）増
え
続
け
る
子
ど
も
と
教
師
へ
の
負
担
…「
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ド
（
過
積
載
）」

　

前
回
検
定
時
は
、
小
学
校
６
年
間
で
使
う
教
科

書
の
平
均
の
ペ
ー
ジ
数
は
、現
行
よ
り
10
％
増
え
、

英
語
科
を
入
れ
る
と
前
回
よ
り
14
％
増
で
、
記
録

が
残
る
１
９
９
８
年
度
以
降
最
多
で
、
そ
の
時
と

比
べ
約
１
・
８
倍
と
さ
れ
て
い
た
。

　

今
回
も
全
体
で
、
頁
数
が
２
％
増
加
し
て
い

る
。
各
教
科
の
平
均
の
合
計
１
万
４
８
１
３
ペ
ー

ジ
（
前
回
１
万
４
５
２
０
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。

　

英
語
は
８
・
０
％
増
で
、
６
社
中
３
社
が
Ａ
Ｂ

判
か
ら
Ａ
４
判
に
、
判
が
大
き
く
な
っ
た
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
端
末
を
家
に
持
ち
帰
る
と
し

た
ら
、
ま
す
ま
す
「
重
い
ラ
ン
ド
セ
ル
」
に
な
り

が
あ
る
。

① 

内
容
の
吟
味
が
必
要

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
な
ど
に
つ
い
て
、「
教
科
書
の
内

容
と
の
関
連
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
教
科
書
検
定

基
準
の
対
象
で
は
な
い
。
現
在
で
も
教
育
出
版
の

社
会
６
年
生
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
、
教
科
書
会

社
の
サ
イ
ト
に
入
り
、
そ
の
中
の
防
衛
省
・
自
衛

隊
の
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
・
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
、
子
ど
も
向
け
「
防

衛
白
書
」
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

② 
使
い
こ
な
せ
る
か

　

45
分
の
授
業
で
、
教
科
書
内
容
を
教
え
る
と
、

ほ
と
ん
ど
時
間
が
な
い
、
こ
れ
以
上
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
増
や
さ
れ
て
も
「
も
て
あ
ま
し
て
し
ま
う
」
と

の
声
が
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
が
紙
の
教
科
書
に

集
中
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
授
業
へ
の
集
中

を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
簡

単
に
情
報
を
得
ら
れ
る
と
自
分
で
調
べ
る
こ
と
が

お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
い
か
、
が
指
摘
さ
れ
る

③ 

さ
ら
な
る
寡
占
化
を
促
す
か

１  

小
学
校
教
科
書
検
定
結
果
と

    

教
科
書

１ 

子
ど
も
の
ま
な
び
や
教
師
の
教
育
活
動
に

応
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か

（
１
）
す
べ
て
の
教
科
書
に
二
次
元
コ
ー
ド
（
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）
が
つ
い
た

　

東
書
に
つ
い
て
見
る
と
、
算
数
は
大
半
の
ペ
ー

ジ
に
二
次
元
コ
ー
ド
が
つ
き
、
家
庭
科
で
は
、
青

菜
の
お
ひ
た
し
や
み
そ
汁
な
ど
の
調
理
実
習
や
ミ

シ
ン
の
使
い
方
を
学
ぶ
動
画
が
あ
り
、国
語
で
は
、

付
録
の
ペ
ー
ジ
に
宮
沢
賢
治
の
伝
記
を
最
初
の
２

ペ
ー
ジ
だ
け
載
せ
、続
き
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
読
む
、

と
な
っ
て
い
る
。

　

全
国
の
小
中
学
生
に
デ
ジ
タ
ル
端
末
が
ほ
ぼ
配

り
終
え
た
？
こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
複
数
の
科
目

を
こ
な
す
小
学
校
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
技

能
、
知
識
が
必
要
な
た
め
、
二
次
元
コ
ー
ド
が
多

用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
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日
本
軍
の
兵
士
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
日
韓
の

研
究
に
よ
れ
ば
、「
志
願
」
は
、
実
際
は
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
で
無
理
矢
理
行
わ
れ
、
約
１
万
８
０
０

０
人
に
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
た
り
ず
、

１
９
４
４
年
徴
兵
制
に
踏
み
切
り
、
約
23
万
人
が

日
本
軍
兵
士
と
な
っ
た
。

２  

愛
国
心
教
育
を
一
層
前
面
に
打

ち
出
さ
せ
た

（
１
）
道
徳
の
場
合

　

来
年
で
導
入
か
ら
７
年
目
を
迎
え
る
道
徳
の
教

科
化
は
、
元
々
学
問
の
体
系
の
な
い
道
徳
を
教
科

に
し
た
こ
と
に
根
本
的
な
無
理
が
あ
る
。
安
倍
政

権
の
狙
い
は
、
規
則
規
範
に
忠
実
で
、
愛
国
心
を

持
ち
、
国
家
・
社
会
に
役
立
つ
「
人
材
」
の
育
成

で
あ
っ
た
。

　

そ
の
流
れ
で
「
伝
統
と
文
化
の
尊
重
、
国
や
郷

土
を
愛
す
る
態
度
」
の
愛
国
心
教
育
が
一
層
強
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
項
目
で
の
検
定
意
見
は
13
件

あ
り
、
前
回
の
２
件
、
そ
の
前
の
導
入
時
の
３
件

と
比
べ
大
幅
に
増
加
し
、
政
府
の
介
入
が
強
ま
っ

た
。

　

い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
が
、 

教
育
出
版
２
年
で

「
い
つ
も
買
い
に
来
て
く
れ
る
地
域
の
人
の
た
め

に
が
ん
ば
ろ
う
と
思
う
ん
だ
」
と
い
う
せ
り
ふ
の

後
に
、「
こ
れ
か
ら
も
日
本
の
あ
じ
を
つ
た
え
て

で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
押
し
つ
け
、
資

質
・
能
力
の
育
成
を
強
調
す
る
学
習
指
導
要
領（
以

下
、
指
導
要
領
）
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
教
師
の
専
門
性
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
教
科
書
で
文
科
省
が
望
む
内
容
に
誘
導
さ

れ
て
い
く
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
探
究
学
習
な
ど
で
強
調
さ
れ
る
子
ど
も
の

自
主
性
、
自
律
性
は
、
学
習
に
あ
た
っ
て
の
手
段

で
は
な
く
、
本
来
は
学
習
を
通
じ
て
身
に
つ
け
て

い
く
も
の
で
は
な
い
か
。

２　

あ
ら
た
な
「
政
府
見
解
」
に
よ
る
教
科
書

記
述
の
変
更
が
継
承
さ
れ
た

　

安
倍
元
首
相
が
政
権
に
返
り
咲
い
て
、
２
０
１

４
年
に
「
検
定
基
準
改
定
」
で
、
社
会
科
で
は
南

京
虐
殺
事
件
の
用
語
や
関
東
大
震
災
で
の
朝
鮮

人
・
中
国
人
の
虐
殺
さ
れ
た
人
数
が
そ
の
ま
ま
書

け
な
く
な
り
、今
回
も
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
て
い
る
。

逆
に
「
政
府
の
統
一
的
な
見
解
」
で
領
土
問
題
が

書
か
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
一
昨
年
か
ら
は
日
本
維
新
の
会
の
馬
場

氏
の
質
問
主
意
書
に
沿
っ
た
菅
内
閣
の
政
府
見
解

が
で
て
、「
従
軍
慰
安
婦
」
や
朝
鮮
か
ら
の
人
々

の
「
強
制
連
行
」
が
中
学
・
高
校
の
教
科
書
か
ら

削
除
さ
れ
た
。

　

こ
れ
で
は
、
朝
鮮
の
若
者
や
男
性
は
、
進
ん
で

か
ね
な
い
。

（
３
）
誘
導
的
な
教
科
書
と
主
体
的
の
学
習
の
押
し

つ
け

①
前
回
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
を
各
新
聞
社
も
指

摘
し
て
い
た
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
や
り
方
に
と
ど

ま
ら
ず
、
板
書
例
や
授
業
の
進
め
方
な
ど
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
掲
載
す
る
教
科
書
が
目
立
っ
て
い

る
。
発
問
の
下
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
も
の
や
、
つ
ぎ

の
ペ
ー
ジ
に
答
え
が
載
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
考

え
る
視
点
な
ど
を
決
ま
っ
た
形
で
誘
導
し
て
い

る
。
こ
れ
は
「
先
生
に
親
切
設
計
」（
朝
日
新
聞

３
月
27
日
）
な
の
か
、
果
た
し
て
本
当
の
意
味
で

の
「
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
」
る
学
び
と
な
る

の
だ
ろ
う
か
、「『
詰
め
込
み
』
へ
逆
戻
り
す
る
危

険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
」（
毎
日
新
聞
3
月
27
日
）

や
同
紙
耳
塚
寛
明
「
授
業
が
型
に
は
ま
っ
て
し
ま

う
恐
れ
も
あ
る
」
が
あ
っ
た
。

②
今
回
、
ど
の
教
科
、
ど
の
教
科
書
も
「
課
題
を

み
つ
け
、
予
想
や
計
画
を
立
て
、
観
察
や
実
験
、

調
査
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
考
察
し
、
ま
と
め
て

発
表
す
る
」
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
学
習
の

流
れ
に
沿
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
や
「
探
究
学

習
」
の
た
め
の
編
集
が
「
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し

た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

③
こ
の
よ
う
な
教
科
書
の
つ
く
り
は
、
授
業
方
法
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い
き
た
い
ね
」
と
追
記
、
さ
ら
に
「
む
か
し
か
ら

あ
る
日
本
の
食
べ
も
の
で
、
す
き
な
も
の
は
あ
り

ま
す
か
」
を
つ
け
く
わ
え
て
い
る
。
教
材
の
タ
イ

ト
ル
も
「
ち
い
き
の
よ
さ
に
気
が
つ
く
」
を
「
国

や
ち
い
き
の
よ
さ
に
気
が
つ
く
」
と
修
正
し
た
。

　

そ
も
そ
も
小
学
校
１
・
２
年
生
の
道
徳
の
観
点
・

項
目
は
「
郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
、
愛
着

を
も
つ
」
で
あ
る
。
国
も
社
会
科
で
は
５
年
で
扱

う
内
容
で
あ
る
。

（
２
）
領
土
問
題
…
政
府
の
宣
伝
文
書
化

　

こ
の
問
題
で
は
、
学
習
指
導
要
領
で
、
第
５
学

年
で
「『
領
土
の
範
囲
』
に
つ
い
て
は
、「
竹
島
や
北

方
領
土
、
尖
閣
諸
島
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で

あ
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

①
し
か
し
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
と
す
る
指
導
要

領
を
越
え
て
、
文
科
省
が
「
指
導
助
言
す
る
」
と

す
る
指
導
要
領
解
説
（
以
下
「
解
説
」）
に
よ
り
、

領
土
問
題
が
詳
細
に
従
来
と
違
う
表
現
で
記
載
さ

れ
て
い
る
。
竹
島
、「
北
方
領
土
」
は
、
韓
国
や

ロ
シ
ア
に
よ
る
、「
実
効
支
配
」
で
は
な
く
、「
不

法
占
拠
」
と
書
か
せ
て
い
る
。

　

尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
、「
領
土
問
題
は
存
在

し
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
中
の
合

意
文
書
（
２
０
１
４
年
）
で
は
、
尖
閣
諸
島
等
の

問
題
に
つ
い
て
「
異
な
る
見
解
を
有
し
て
い
る
と

認
識
し
、
対
話
と
協
議
を
通
じ
て
、
情
勢
の
悪
化

を
防
ぐ
と
と
も
に
、
危
機
管
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構

築
し
、
不
測
の
事
態
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
で

意
見
の
一
致
を
み
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
生

徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
」（
検
定
用
語
）
は
な
い

の
か
。
軍
事
力
に
よ
る
対
決
・
解
決
で
は
な
く
、

道
理
あ
る
説
明
を
行
う
、
平
和
的
な
外
交
努
力
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
領
土
問
題
は
国
民
の
民
族
主
義
的

感
情
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
を
煽
る
こ
と
が
手
段

と
な
り
、教
科
書
は
、政
府
の
宣
伝
文
書
と
な
っ
た
。

② 

教
出
５
年
で
「
国
に
と
っ
て
領
土
は
と
て
も

大
事
だ
け
れ
ど
、
と
な
り
の
国
々
と
は
な
か
よ
く

し
て
い
き
た
い
ね
」
と
述
べ
る
子
ど
も
の
イ
ラ
ス

ト
が
あ
っ
た
。
今
回
は
、
そ
の
前
に
あ
っ
た
イ
ラ

ス
ト
が
「
不
法
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
領
土
は
、
ど

う
す
れ
ば
返
し
て
も
ら
え
る
ん
だ
ろ
う
」
に
変

わ
っ
た
。
こ
れ
も
忖
度
か
。

③ 

子
ど
も
た
ち
が
、
歴
史
的
な
経
緯
を
含
め
、

冷
静
で
事
実
に
基
づ
く
合
理
的
な
判
断
が
出
来
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
教
育
の
役
割
で
あ
る
。
か
つ

て
中
学
地
理
「
解
説
」
で
、「
我
が
国
と
韓
国
の

間
に
竹
島
を
め
ぐ
っ
て
主
張
に
相
違
が
あ
る
こ
と

な
ど
に
も
触
れ
、」
と
な
っ
て
い
た
。
政
府
の
言

う
と
こ
ろ
の
「
北
方
領
土
」
は
、
複
雑
な
歴
史
的

背
景
が
あ
る
。
竹
島
の
問
題
は
、
日
本
の
植
民
地

支
配
の
問
題
が
絡
ん
で
お
り
、
日
本
政
府
が
植
民

地
支
配
に
つ
い
て
の
誤
り
を
キ
チ
ン
と
認
め
、
話

し
合
い
の
テ
ー
ブ
ル
に
双
方
が
着
く
こ
と
が
大
事

で
あ
る
。

　
３  

相
変
わ
ら
ず
「
自
己
評
価
」
が

目
立
つ
道
徳

　
①
「
権
利
と
義
務
」
を
並
立
さ
せ
、
義
務
を
強
調

す
る
教
材
や
子
ど
も
の
自
己
評
価
を
詳
細
に
い
れ

て
い
た
「
あ
か
つ
き
」
と
需
要
数
最
下
位
の
学
図

が
撤
退
し
た
。
日
文
の
み
別
冊
が
あ
る
。
か
つ
て
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は
、
あ
か
つ
き
と
学
図
に
も
あ
っ
た
。

②
定
番
の
教
材

ア
、
消
え
た
も
の　

星
野
君
の
２
塁
打
（
従
来
は

東
書
、
廣
済
堂
、
学
図
）：
指
示
の
押
し
つ
け
と

の
意
見
も
あ
っ
た
。

イ
、
全
社
掲
載　

は
し
の
う
え
の
お
お
か
み
、
か

ぼ
ち
ゃ
の
つ
る
、
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
の
せ
い
き
ゅ
う

書（
２
社
）・
お
母
さ
ん
の
せ
い
き
ゅ
う
書（
４
社
）、

雨
の
バ
ス
停
で
、
手
品
師

③
他
に
消
え
た
も
の

・ 「
国
旗
と
国
歌
を
大
切
に
」（
教
出
）：
批
判
や

間
違
い
の
指
摘
が
あ
っ
た
。　

・ 「
こ
れ
っ
て
け
ん
り
？
こ
れ
っ
て
ぎ
む
？
」（
あ

か
つ
き
）

④
い
く
つ
か
の
特
徴
　

　

全
体
と
し
て
は
、
編
集
委
員
会
作
成
の
題
材
が

多
い
こ
と
、
題
材
の
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
発
問

な
ど
に
よ
っ
て
徳
目
を
押
し
つ
け
る
授
業
が
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
、ひ
き
続
き
６
社
中
４
社
で「
自

己
評
価
」
の
欄
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
現
行
の
教
科

書
の
問
題
点
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

４  

新
し
く
加
わ
っ
た
内
容
…
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど

　

学
習
指
導
要
領
は
、
３
・
４
年
の
保
健
体
育
で

「
思
春
期
に
は
異
性
へ
の
関
心
が
芽
生
え
る
」
と

し
、
性
の
多
様
性
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
６
社

す
べ
て
が
性
の
多
様
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

る
（
前
回
は
５
社
中
２
社
）。

　

大
日
本
・
保
健
５
・
６
年
で
は
「
生
ま
れ
た
と

き
の
体
の
性
と
、
今
、
自
分
が
思
っ
て
い
る
性
が

ち
が
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
気
に
な
っ
た

り
、
好
き
に
な
っ
た
り
す
る
相
手
が
異
性
の
場
合

も
あ
れ
ば
、
同
性
の
場
合
も
あ
っ
て
、『
好
き
』

の
形
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
」
と
あ
る
。

５  

あ
ら
た
め
て

    

教
科
書
と
は
何
か
を
考
え
る

　

最
近
の
社
会
科
な
ど
の
文
科
省
の
用
語
・
記
述

に
対
す
る
政
府
見
解
に
基
づ
く
「
検
定
基
準
」
を

使
っ
た
介
入
と
相
ま
っ
て
、
教
科
書
の
記
述
も
文

科
省
・
指
導
要
領
と
そ
の
「
解
説
」
の
意
図
に
忠

実
な
内
容
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
授
業
を
誘
導
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
、 

指
導
要
領
、「
解
説
」、
教
科

書
検
定
の
三
位
一
体
で
文
科
省
の
教
育
政
策
が
教

科
書
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

 

教
科
書
は
年
間
、
日
本
の
人
口
と
同
じ
約
１
億

３
０
０
０
万
冊
発
行
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち

は
、
教
科
書
に
は
正
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
、

と
思
う
。
保
護
者
と
議
論
に
な
っ
た
と
き
、
か
つ

て
は
、
先
生
が
、
こ
う
言
っ
て
い
た
、
で
収
ま
っ

た
が
、
今
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
で
も
、
教
科
書

に
こ
う
書
い
て
あ
る
と
、
子
ど
も
が
主
張
す
れ
ば
、

保
護
者
は
反
論
せ
ず
、
教
科
書
を
見
て
学
ぶ
こ
と

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
戦
後
史
は
、
親
の

世
代
も
余
り
学
習
し
て
い
な
い
。
そ
の
影
響
は
大

き
い
。
大
学
生
の
「
歴
史
事
象
に
関
す
る
学
習
契

機
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
は
」
と
市
民
団
体
が
聞
い

た
と
こ
ろ
、「
教
科
書
68
・０
％
で
圧
倒
的
」だ
っ
た
。

　

日
本
の
教
師
に
は
、
学
校
教
育
法
で
教
科
書
の

使
用
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
２

項
に
、
前
項
の
教
科
用
図
書
以
外
の
図
書
そ
の
他

の
教
材
で
、
有
益
適
切
な
も
の
は
、
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
あ
る（
下
線
は
引
用
者
）。

実
際
に
、
教
師
は
ど
う
な
の
か
。
よ
く
言
わ
れ
た

の
は
、「
教
科
書
で
教
え
る
」
の
か
、「
教
科
書
を

教
え
る
の
か
」
で
あ
っ
た
。

　

教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
調
査
（
２
０
１
８
年
）

に
よ
る
と
、「
教
科
書
だ
け
使
う
」
と
「
教
科
書
を

主
に
使
う
」
と
し
た
教
師
は
、
算
数
94
％
、
数
学

79
・
６
％
、
理
科
で
は
小
学
校
83
・
８
％
、
中
学

校
77
％
と
な
っ
て
い
る
。（
他
の
教
科
に
つ
い
て
は
、

国
語
で
は
、
小
学
校
96
・
２
％
、
中
学
校
97
・
２
％
、

社
会
で
は
、
小
学
校
70
・
４
％
、
中
学
校
68
・
４
％
、

中
学
校
英
語
で
は
90
・
8
％
。

　

も
う
一
度
、
教
科
書
の
持
つ
意
味
を
考
え
、
授

業
の
組
み
立
て
を
自
分
な
り
に
考
え
る
こ
と
が
、

大
事
に
な
っ
て
い
る
。


