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評
価
規
準
を
ど
う
つ
く
る
か

国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
参
考
資
料
を

ど
う
読
む
か

吉
田

孝

（

）

弘
前
大
学
教
育
学
部

一

参
考
資
料
を
め
ぐ
る
誤
解
と
混
乱

二
〇
〇
二
年
二
月
に
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所

教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら

『
評
価
規
準
の

、

作
成
、
評
価
方
法
の
工
夫
改
善
の
た
め
の
参
考
資

料

評
価
規
準
、
評
価
方
法
等
の
研
究
開
発
（
報

－告
）

（
以
下
「
参
考
資
料
」
と
呼
ぶ

）
と

－

』

」

言
う
文
書
が
、
冊
子
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(
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)

で
発
表
さ
れ
た
。
文
書
が
発
表
さ
れ
て

二
年
経
過
し
た
が
、
い
ま
だ
に
文
書
の
趣
旨
が
伝

わ
ら
ず
、
学
校
関
係
者
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解

が
あ
る
よ
う
だ
。

一
番
大
き
な
誤
解
は
、
こ
の
文
書
が
教
師
に
過

大
な
負
担
を
強
い
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
川
大
祐
氏
は
本
誌

３
月
号
「
連
載
・
基
礎
か
ら
の
授
業
づ
く
り
入
門

・
第1

2

講
（
最
終
講
）
評
価
」
に
お
い
て
、
小
学

校
算
数
の
例
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
よ
う
な
評
価
を
実
際
に
行
う
た
め
に

は
、
教
師
は
毎
時
間
数
十
か
ら
百
以
上
の
項

目
の
評
価
を
記
録
し
、
そ
れ
を
単
元
を
通
し

て
集
計
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
な
り
手

間
を
か
け
て
評
価
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
毎
時
間
個
々
の
子
ど

も
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
集
め
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
多
忙
な
教
師
に
は
過
剰
な

負
担
で
あ
り
、
実
行
性
は
乏
し
い
。

私
は
、
こ
の
参
考
資
料
の
音
楽
科
の
部
分
の
作

成
に
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
た
。
こ

の
受
け
止
め
方
は
、
私
た
ち
が
こ
の
参
考
資
料
を

作
成
し
た
意
図
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
っ
て
い

る
。
私
た
ち
の
意
図
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
負
担
を
強
い
る
た
め
で

は
な
く
、
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
こ
の
資
料
を

作
成
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
後
述
す
る
通
り
、
評
価
規
準
（
い
わ
ゆ

る
〈
の
り
じ
ゅ
ん

）
と
評
価
基
準
（
い
わ
ゆ
る

〉

〈
も
と
じ
ゅ
ん

）
を
め
ぐ
る
混
乱
も
あ
る
。

〉

こ
れ
だ
け
誤
解
や
混
乱
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
理
由
が
読
み
手
だ
け
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

参
考
資
料
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
点
は
研
究
所
の
側
で
も
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
参

考
資
料
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
も
ら
い
た
か
っ

た
の
か
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
意
図
し
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
れ
が
誤
解
や
混
乱
を
少

し
で
も
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
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あ
る
。

二

参
考
資
料
の
構
成

参
考
資
料
は
冊
子
に
す
る
と
分
厚
い
も
の
だ

が
、
各
教
科
、
各
学
年
ご
と
に
見
る
と
そ
れ
ほ
ど

の
分
量
は
な
い
。
研
究
所
で
独
自
に
作
成
し
た
の

は
次
の
部
分
で
あ
る
。

◎
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準

「
内
容
の
ま
と
ま
り
」
と
は
各
教
科
内
の
領

域
や
分
野
を
細
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
数
項
目
の
観
点

別
の
評
価
規
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。

◎
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
の
具

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準

体
例

を
授
業
の
中
で
の
評
価
に
生
か
せ
る
よ
う
に

具
体
的
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
な
お
、
参
考
資
料
の
中
で
は
、
以
上
の
二

つ
は
、
ま
と
め
て
記
述
し
て
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
あ
と
の
説
明
の
た
め
に
分
け
る
こ
と
に

し
た
。

◎
単
元
（
教
科
に
よ
っ
て
は
「
題
材

）
の

」

こ
の
事
例
は
、
上
の

評
価
に
関
す
る
事
例

内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
や
そ
の

具
体
例
を
、
単
元
の
評
価
に
ど
う
活
用
す
れ

ば
よ
い
か
を
示
し
た
事
例
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
評
価
規
準
」
と
は
、
評

価
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
、
観
点
別
評
価

「

」

の

お
お
む
ね
満
足
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
状
況

を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
参
考
資
料
に
は

評
価
基
準
と
い
う
用
語
は
出
て
こ
な
い
こ
と
に
注

意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

三

参
考
資
料
を
ど
う
活
用
す
る
か

教
師
は
観
点
別
の
評
価
規
準
を
単
元
（
題
材
）

ご
と
に
設
定
し
、
そ
の
作
成
し
た
評
価
規
準
に
よ

っ
て
評
価
を
実
施
し
、
そ
れ
を
学
期
ご
と
（
通
知

表
な
ど
）
や
学
年
ご
と
（
指
導
要
録
）
の
観
点
別

評
価
や
評
定
に
集
約
し
て
い
く
。
参
考
資
料
は
こ

の
こ
と
を
前
提
に
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
評
価

規
準
を
単
元
ご
と
に
設
定
す
る
の
は
、
と
く
に
過

、

。

大
な
負
担
と
は
な
ら
ず

現
実
的
な
方
法
で
あ
る

そ
れ
で
も
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
評
価
規
準
を
考

え
る
と
す
れ
ば
そ
れ
な
り
に
労
力
が
い
る
。
そ
の

労
力
を
軽
減
す
る
た
め
の
参
考
資
料
な
の
で
あ

る
。
簡
単
に
図
式
化
す
れ
ば
図
の
よ
う
に
活
用
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
へ
ん
に
最
後
の
図
挿
入

例
え
ば
、
中
学
校
の
第
一
学
年
「
音
楽

（
ど

」

の
教
科
も
基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
で
あ
る
）
で

ビ
バ
ル
デ
ィ
作
曲
「
春
」
の
鑑
賞
を
中
心
に
し
た

「
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の
楽
し
み
」
と
い
う
題
材
（
音

楽
の
場
合
は
「
単
元
」
を
使
わ
な
い
）
の
評
価
規

。

、

準
を
設
定
す
る
場
合
を
考
え
て
み
る

こ
の
場
合

ど
の
よ
う
な
評
価
規
準
を
設
定
す
れ
ば
よ
い
か
。

そ
の
手
順
を
簡
単
に
述
べ
る
。

「

（

）

」

。

①

題
材

単
元

の
評
価
規
準

を
設
定
す
る

そ
の
時
、
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
評
価
規
準
の

記
述
を
参
考
に
す
る
。
音
楽
科
の
場
合
は
、
内
容

の
ま
と
ま
り
の
一
つ
と
し
て
の
「
Ｂ
鑑
賞
」
の
評

価
規
準
を
活
用
す
る
。
鑑
賞
の
評
価
規
準
は
三
つ

の
観
点
で
記
述
さ
れ
て
い
る

例
え
ば

観
点

音

。

、

「

楽
的
な
感
受
や
表
現
の
工
夫
」
と
し
て
次
の
よ
う

な
評
価
規
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。

音
楽
の
構
成
要
素
・
表
現
要
素
を
知
覚
し
、

そ
れ
ら
が
生
み
出
す
楽
曲
の
雰
囲
気
や
曲
想

を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

こ
の
文
を
生
か
し
て
、
こ
の
単
元
に
あ
っ
た
評

価
規
準
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
私
な
ら
次
の
よ

う
な
規
準
を
設
定
す
る
。

バ
ロ
ッ
ク
音
楽
を
特
徴
づ
け
て
い
る
音
楽
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の
構
成
要
素
や
表
現
要
素
を
知
覚
し
、
そ
れ

ら
が
生
み
出
す
バ
ロ
ッ
ク
の
作
品
の
雰
囲
気

や
曲
想
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

他
の
観
点
も
同
様
に
設
定
で
き
る
。

②
各
授
業
で
評
価
を
ど
う
す
す
め
る
か
を
考
え

る
。
こ
の
時
に
は
、
評
価
規
準
の
具
体
例
を
参
考

に
し
て
各
授
業
時
間
の
評
価
規
準
を
設
定
し
評
価

方
法
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
１
時
間
の
授
業
で

は
評
価
の
項
目
は
最
小
限
に
と
ど
め
（
１
～
２
で

良
い
と
思
う
が
、
題
材
に
応
じ
て
柔
軟
に
考
え
る

べ
き
だ

、
授
業
の
中
で
評
価
が
負
担
に
な
ら
な

）

い
よ
う
に
す
る
。
例
え
ば
、
参
考
資
料
の
具
体
例

に
は
次
の
よ
う
な
規
準
が
書
か
れ
て
い
る
。

表
現
要
素
（
速
い
、
遅
い
や
徐
々
に
変
化

す
る
速
度
、
強
弱
や
そ
の
対
比
）
の
働
き
と

効
果
を
知
覚
し
、
楽
曲
の
雰
囲
気
や
曲
想
の

変
化
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

こ
の
規
準
を
生
か
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
春
」
と
い
う
楽
曲
の
中
で
は
、
個
と
群
、

強
弱
、
緩
急
な
ど
の
対
比
が
効
果
的
に
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
覚
し
、
こ
の
曲
の
雰
囲

気
や
曲
想
を
感
じ
取
っ
て
い
る

（
感
想
カ

。

ー
ド
を
使
っ
て
評
価
す
る

）
。

こ
の
よ
う
に
単
元
の
目
標
や
授
業
の
展
開
に
合

わ
せ
て
参
考
資
料
を
活
用
し
て
い
け
ば
、
負
担
ど

、

。

こ
ろ
か

労
力
の
軽
減
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る

四

具
体
的
な
評
価
の
方
法

、

、

、

、

評
価
の
方
法
は

観
察

発
表

学
習
カ
ー
ド

試
験
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
教
科
に
よ
っ

て
も
異
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
授
業
の
中
で
評
価

す
る
場
合
に
は
、
各
授
業
時
間
ご
と
に
設
定
し
た

評
価
規
準
に
沿
っ
て

「
Ｃ

努
力
を
要
す
る
と

、

判
断
さ
れ
る
」
児
童
生
徒
や
「
Ａ

十
分
満
足
で

き
る
と
判
断
さ
れ
る
」
児
童
生
徒
に
注
目
し
て
記

録
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
は
Ｂ
で
あ
る
。

こ
う
す
れ
ば
、
評
価
が
負
担
に
な
る
と
い
う
こ
と

も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
Ｃ
は
設
定
し
た
評
価
規
準
ま
で
到
達
し

て
い
な
い
児
童
生
徒
で
あ
り
、
Ａ
は
評
価
規
準
に

到
達
し
て
い
る
上
に
、
さ
ら
に
深
ま
り
や
高
ま
り

が
見
ら
れ
る
児
童
生
徒
で
あ
る
。

参
考
資
料
は
Ａ
と
判
断
さ
れ
る
事
例
を
あ
ら
か

じ
め
想
定
す
る
よ
う
す
す
め
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
想
定
し
た
例
以
外
は
Ａ
に
し
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
授
業
の
中
で
あ
き
ら
か
に
教
師

の
予
想
を
超
え
る
よ
う
な
成
果
が
見
ら
れ
る
児
童

。

、

生
徒
も
Ａ
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る

例
え
ば

三
月
号
で
藤
川
氏
が
算
数
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い

る
既
習
の
方
法
以
外
の
方
法
を
考
え
た
児
童
生
徒

は
、
Ａ
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
参
考
資
料
は
Ｂ
を
記
述
し
た
も
の

だ
が
、
こ
れ
を
も
と
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
判
断
さ
れ
る
状
況
の
す
べ
て
を
記
述
し
た
、
い

わ
ゆ
る
「
評
価
基
準
」
例
が
、
民
間
の
出
版
社
か

ら
出
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
評
価
の
た
め
の
参
考

に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
民
間
で
の
研

究
成
果
も
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
国
立
教

育
政
策
研
究
所
で
は
、
参
考
資
料
を
作
成
す
る
さ

い
に
、
規
準
を
も
と
に
し
て
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
段

階
の
基
準
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
前
提
に
は

し
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
、
評
価
規
準
は
Ｂ
で
あ

り
、
そ
れ
に
み
た
な
い
者
が
Ｃ
、
深
ま
り
や
高
ま

り
が
見
ら
れ
る
も
の
を
Ａ
と
し
、
具
体
的
な
評
価

は
学
校
や
教
師
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
私
個
人
と
し
て
は
評
価
基
準
を
設
け
る
こ

と
に
は
反
対
で
あ
る
。
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
い
う
３
段

階
の
評
価
基
準
を
設
け
る
と
、
事
実
上
、
高
い
目

標
、
低
い
目
標
と
言
う
二
重
の
目
標
を
設
定
す
る

、

。

こ
と
に
な
り

評
価
を
複
雑
に
す
る
か
ら
で
あ
る
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