
テ
ス
ト
の
正
答
率
と
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど
有
意

な
相
関
関
係
が
見
ら
れ
な
い
。
財
政
面
や
経
済
面

で
見
た
県
の
豊
か
さ
と
学
力
テ
ス
ト
と
の
関
係
が

ほ
と
ん
ど
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
、

生
活
保
護
世
帯
の
比
率
は
、〇
七
年
で
も
同
様
に
、

負
の
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
県
全

体
の
豊
か
さ
と
学
力
と
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
た
の
だ
が
、
貧
し
い
世
帯
比
率
の
高
い
県
ほ

ど
テ
ス
ト
の
得
点
が
低
く
な
る
と
い
う
傾
向
は
四

十
数
年
を
隔
て
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
注

２
）
と
主
張
す
る
。
本
書
は
二
〇
〇
九
年
出
版
で

あ
る
。

二
〇
一
七
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
地
方
の
白
人
貧

困
層
の
支
持
を
元
に
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
が
大

統
領
に
当
選
し
、
世
界
的
に
格
差
問
題
が
よ
く
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ

で
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
誕
生
前
よ
り
格
差
問
題
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
彼
は
一
定
数
の
支
持
を
得
た
訳

で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
出
版
年
か
ら
し
て
二
〇
年

以
上
、
経
済
格
差
、
階
層
の
固
定
化
が
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
経
済
が
成
熟
し
た
国
に
よ

っ
て
生
じ
る
世
界
的
傾
向
だ
。
つ
ま
り
、
経
済
格

差
の
拡
大
、
階
層
の
固
定
化
は
、
日
本
だ
け
に
限

っ
た
問
題
で
は
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
そ
れ
な
ら
仕
方
な
い
」

選
択
課
題
２　

福
澤
諭
吉
が
今
の
日
本
を
見
た
ら

一
身
独
立
未
だ
な
ら
ず
、い
は
ん
や澤さ

わ

田だ

裕ゆ
う

翔と

（
埼
玉
県
／
埼
玉
県
立
川
口
北
高
等
学
校
二
年
）

次席私
達
は
「
門
閥
制
度
は
親
の
仇
」
と
言
い
放
っ

た
一
人
の
青
年
の
悔
し
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
単
に
、
一
人
の
人
間
の
感
慨
に
留
ま

ら
な
い
。
こ
の
世
界
を
覆
う
不
条
理
に
対
し
、
内

な
る
自
然
（
人
間
性
）
か
ら
抗
議
が
噴
き
出
し
た

も
の
だ
。

言
い
放
っ
た
青
年
・
福
澤
諭
吉
が
、
推
し
進
め

た
近
代
化
の
行
き
着
い
た
先
（
現
代
）
に
お
い
て
、

社
会
階
層
が
再
び
固
定
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
知
っ

た
ら
、
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。

一
福
澤
が
Ｚ
世
代
（
私
達
）
に
見
る
も
の

社
会
学
者
の
佐
藤
俊
樹
は
そ
の
著
『
不
平
等
社

会
日
本
―
さ
よ
な
ら
総
中
流
』に
お
い
て
、「
実
際
、

日
本
の
Ｗ
雇
上
２
世
の
な
か
に
は
、
み
ず
か
ら
の

力
に
よ
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
す
ら
ま
っ
た
く
気

づ
か
な
い
人
も
い
る
。」
と
指
摘
す
る
。「
郊
外
の

こ
ぎ
れ
い
な
住
宅
地
に
生
ま
れ
、
有
名
私
立
小
学

校
か
ら
進
学
校
に
進
み
、有
名
大
学
を
卒
業
し
て
、

大
企
業
の
幹
部
候
補
生
や
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に
な
っ

て
い
く
な
か
に
は
Ｗ
雇
上
（
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ

リ
ー
ト
）
以
外
の
世
界
を
全
く
知
ら
な
い
人
も
い

る
だ
ろ
う
。
平
等
社
会
の
神
話
に
つ
か
っ
た
ま
ま

す
べ
て
の
人
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
生
活
し
て
い

る
と
思
い
込
ん
で
い
れ
ば
、
み
ん
な
ま
っ
た
く
同

じ
条
件
で
競
争
し
て
い
る
と
考
え
て
も
不
思
議
で

な
い
」（
注
１
）
と
。
本
書
は
二
〇
〇
〇
年
出
版

で
あ
る
。

ま
た
、
教
育
学
者
の
苅
谷
剛
彦
は
そ
の
著
『
教

育
と
平
等
』
に
お
い
て
、「
同
じ
指
標
と
二
〇
〇

七
年
の
学
力
テ
ス
ト
の
平
均
正
答
率
と
の
相
関
関

係
を
示
し
た
の
が
、
表
５-

８
で
あ
る
。
先
ほ
ど

の
一
九
六
二
年
の
結
果
と
は
大
き
な
違
い
が
見
ら

れ
る
。県
の
財
政
力
や
一
人
あ
た
り
県
民
所
得
と
、



い
た
か
つ
て
の
自
分
と
同
じ
境
遇
の
者
を
支
え
る

た
め
に
、
在
野
で
奮
闘
し
た
。

そ
れ
故
、「
独
立
の
気
力
な
き
者
は
必
ず
人
に

依
頼
す
、
人
に
依
頼
す
る
者
は
必
ず
人
を
恐
る
、

人
を
恐
る
る
者
は
必
ず
人
に
へ
つ
ら
う
も
の
な

り
」「
自
ら
労
し
て
自
ら
食
う
は
、
人
生
独
立
の

本
源
な
り
」
な
ど
、「
個
人
の
独
立
」
に
関
わ
る

発
言
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
福
澤
に
と
っ
て
、「
近
代
的
個
人
主

義
の
確
立
」は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
経
済
的
独
立
」
と
「
精
神
的
独
立
」
で
あ
る
。

「
経
済
的
独
立
」
の
た
め
、
福
澤
は
言
う
。「
古

典
の
『
古
事
記
』
を
暗
記
し
て
い
て
も
、
こ
ん
に

ち
の
米
の
値
段
を
知
ら
な
い
の
で
は
、
日
常
生
活

の
知
識
す
ら
な
い
男
と
い
う
ほ
か
な
い
。
中
国
の

古
典
の
奥
義
を
き
わ
め
て
も
、
商
売
の
や
り
方
を

知
ら
ず
、
取
引
ひ
と
つ
で
き
ぬ
よ
う
で
は
、
収
支

の
知
識
の
問
屋
に
す
ぎ
な
い
」
と
。

確
か
に
福
澤
は
机
上
の
学
問
よ
り
実
学
の
大
切

さ
を
よ
く
説
い
た
。

そ
れ
で
は
、
福
澤
の
実
学
志
向
は
、
私
達
Ｚ
世

代
（
概
ね
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
序

盤
あ
た
り
で
生
ま
れ
た
世
代
）
の
コ
ス
パ
志
向
（
物

事
を
専
ら「
投
入
コ
ス
ト
に
対
し
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス（
成

果
）
が
効
率
的
か
」
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
測
る
志
向
）

と
通
底
す
る
だ
ろ
う
か
。
福
澤
は
否
定
す
る
と
思

と
言
わ
な
い
の
が
、
福
澤
諭
吉
で
あ
る
（
海
外
に

行
き
た
け
れ
ば
、
直
談
判
し
て
咸
臨
丸
に
乗
り
込
む
よ

う
な
人
で
あ
る
）。
福
澤
は
「
努
力
は
、『
天
命
』

さ
え
も
変
え
る
」
と
言
う
。
所
与
の
条
件
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
唯
々
諾
々
と
し
な
い
。
理
性
の
力
で

困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
か
ら
し

て
、
近
代
に
生
き
る
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
的
な
近

代
人
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
た
だ
の
同
義

反
復
で
は
な
く
、
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
仮
に
私
達
に
「
現
代
に
生
き
る
に
ふ
さ
わ

し
い
理
想
的
な
現
代
人
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間

像
か
」
と
問
わ
れ
て
も
、答
え
に
窮
し
て
し
ま
う
。

渦
中
に
い
る
者
は
、
渦
の
本
質
が
掴
み
に
く
い
も

の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
澤
は
的
確
に
時
代

の
精
神
を
掴
ん
で
い
た
。

福
澤
が
的
確
に
時
代
の
精
神
を
掴
ん
で
い
た
の

は
、「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
」
と
い
う
言

葉
か
ら
窺
え
る
。
近
代
化
は
、「
近
代
的
個
人
主

義
の
確
立
」
と
「
近
代
国
家
（
議
会
制
民
主
主
義
に

よ
る
中
央
集
権
国
家
）
の
確
立
」
の
両
輪
に
よ
っ
て
、

成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
両
輪
の
連
関
は
、
現

代
に
お
い
て
さ
え
、
見
え
に
く
い
。

官
吏
で
は
な
く
、
私
塾
の
創
立
者
で
あ
っ
た
福

澤
は
「
近
代
的
個
人
主
義
の
確
立
」
に
尽
力
し
た
。

「
近
代
的
個
人
主
義
の
確
立
」
に
尽
力
し
た
い
が

た
め
に
、「
門
閥
制
度
は
親
の
仇
」
と
憤
怒
し
て

う
。そ

れ
を
論
ず
る
前
に
、
福
澤
の
言
う
「
精
神
的

独
立
」
の
内
容
を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
先
に
引
用
し
た
「
独
立
の
気
力
な
き
者
は
必
ず

人
に
依
頼
す
、
人
に
依
頼
す
る
者
は
必
ず
人
を
恐

る
、
人
を
恐
る
る
者
は
必
ず
人
に
へ
つ
ら
う
も
の

な
り
」
に
福
澤
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
見
落
と

し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
こ
こ
に
は
「
誰
だ
っ
て

へ
つ
ら
う
者
に
は
な
り
た
く
な
い
（
は
ず
だ
）」

と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
潜
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、

「
精
神
的
独
立
」
は
第
三
者
か
ら
促
さ
れ
て
求
め

る
も
の
で
は
な
く
、「
内
な
る
自
然
か
ら
湧
き
上

が
っ
て
求
め
る
も
の
（
の
は
ず
だ
）」
と
い
う
暗
黙

の
前
提
が
潜
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
思
想
家
の
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
ソ
ー
が
そ
の
著
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
、「
教

育
は
生
命
と
と
も
に
は
じ
ま
る
の
だ
か
ら
、
生
ま

れ
た
と
き
、
子
ど
も
は
す
で
に
弟
子
な
の
だ
。
教

師
の
弟
子
で
は
な
い
。
自
然
の
弟
子
だ
。
教
師
は

た
だ
、
自
然
と
い
う
首
席
の
先
生
の
も
と
で
研
究

し
、
こ
の
先
生
の
仕
事
が
じ
ゃ
ま
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
だ
け
だ
」（
注
３
）
と
主
張
す
る
こ
と
と
、

福
澤
の
主
張
は
呼
応
し
て
い
る
。
そ
れ
も
そ
の
は

ず
で
、
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
に
は
他

に
も
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
を
著
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
で
は
ル
ソ
ー
は
「
人
間
は
本
来
、
平
等
で



す
べ
し
。
農
た
ら
ば
大
農
と
な
れ
、
商
た
ら
ば
大

商
と
な
れ
」と
言
う
福
澤
は
望
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
階
層
の
流
動
性
は
、
経
済
、
社
会

制
度
、
文
化
等
が
複
雑
に
絡
ま
り
合
っ
た
社
会
構

造
の
問
題
で
あ
り
、
人
為
で
簡
易
に
変
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
そ

れ
な
ら
仕
方
な
い
」
と
言
わ
な
い
の
が
、
福
澤
諭

吉
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
福
澤
は
そ
の
著
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

に
お
い
て
、「
人
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
賤
貧

富
の
別
な
し
。
た
だ
学
問
を
勤
め
て
物
事
を
よ
く

知
る
者
は
貴
人
と
な
り
富
人
と
な
り
、
無
学
な
る

者
は
貧
人
と
な
り
下
人
と
な
る
な
り
」（
注
５
）

と
述
べ
て
い
る
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』
自
体
が
、

階
層
が
よ
り
流
動
的
に
な
る
こ
と
を
促
す
趣
旨
の

書
で
あ
っ
た
。
江
戸
幕
府
が
大
政
奉
還
し
、
明
治

政
府
に
よ
り
四
民
平
等
の
世
と
な
っ
た
に
ふ
さ
わ

し
い
社
会
像
を
示
し
た
。

そ
れ
か
ら
時
代
が
下
っ
た
現
代
、
高
度
経
済
成

長
期
を
経
て
、
経
済
的
な
大
き
な
伸
び
し
ろ
を
失

っ
た
先
進
国
（
日
本
を
含
む
）
は
徐
々
に
、
階
層

の
流
動
性
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
（
同
時
に
、
人
種

問
題
な
ど
も
と
も
と
硬
直
化
し
て
い
た
問
題
が
積
み
残

さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
、
経
済
停
滞
と
と
も

に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
）。

そ
こ
で
各
国
は
、
階
層
の
硬
直
化
へ
の
緩
和
策

勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学
な
り
」

（
注
４
）
と
主
張
し
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
は
、
経
済
的
独
立
を
成
し
遂
げ
る
た

め
の
前
段
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、福
澤
は
経
済
的
独
立
と
合
わ
せ
て
、

精
神
的
独
立
を
考
え
て
い
る
。
更
に
そ
の
先
の
課

題
と
し
て
「
近
代
的
個
人
主
義
の
確
立
」
と
「
近

代
国
家
の
確
立
」
の
両
立
を
見
据
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
福
澤
に
と
っ
て
理
念
な
き
コ
ス
パ
志
向
は

無
意
味
で
あ
る
。

い
く
ら
労
力
の
割
に
収
入
の
よ
い
（
コ
ス
パ
の

よ
い
）
商
売
方
法
を
学
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が

「
近
代
的
個
人
主
義
の
確
立
」
と
「
近
代
国
家
の

確
立
」
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
福
澤
に

と
っ
て
「
実
学
」
と
は
呼
べ
ぬ
、
似
て
非
な
る
も

の
だ
ろ
う
。

二
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
意
義

と
そ
の
先
に
あ
る
も
の

階
層
の
流
動
性
を
適
度
に
保
つ
こ
と
は
難
し

い
。
あ
ま
り
に
も
流
動
性
が
高
過
ぎ
る
と
社
会
が

不
安
定
に
な
る
。
逆
に
、
あ
ま
り
に
も
流
動
性
が

低
過
ぎ
る
と
社
会
が
硬
直
化
し
息
苦
し
い
。
し
か

し
少
な
く
と
も
、
実
学
を
学
び
、
実
践
で
き
る
者

の
多
く
が
安
定
的
な
地
位
に
い
ら
れ
る
程
の
流
動

性
を
、「
一
度
、
学
問
に
入
ら
ば
、
大
い
に
学
問

あ
っ
た
の
に
、
文
明
の
せ
い
で
不
平
等
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。「
門
閥
制
度
は

親
の
仇
」
と
言
う
福
澤
と
思
想
的
親
和
性
が
低
い

訳
は
な
い
。
両
者
と
も
、
近
代
社
会
を
か
た
ち
づ

く
っ
て
い
く
牽
引
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
前
時
代
へ
の
批
判
の
口
調
も
自
然
と
似
通

っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
経
済
的
に
も
、
精
神
的
に

も
独
立
し
た
個
人
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
近
代
社
会

に
つ
い
て
の
福
澤
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
社
会
共
存
の

道
は
、
人
々
自
ら
権
利
を
ま
も
り
幸
福
を
求
む
る

と
同
時
に
、
他
人
の
権
利
幸
福
を
尊
重
し
、
い
や

し
く
も
こ
れ
を
侵
す
こ
と
な
く
、
も
っ
て
自
他
の

独
立
自
尊
を
傷
つ
け
ざ
る
に
あ
り
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
、
先
の
問
い
（
私
達
Ｚ
世
代

の
コ
ス
パ
志
向
と
通
底
す
る
だ
ろ
う
か
）
に
立
ち
返

れ
る
。
確
か
に
福
澤
は
実
学
を
推
奨
し
て
い
る
。

そ
の
著
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
に
お
い
て
も
、「
古

来
漢
学
者
に
世
帯
持
の
上
手
な
る
者
も
少
な
く
、

和
歌
を
よ
く
し
て
商
売
に
巧
者
な
る
町
人
も
稀
な

り
。
こ
れ
が
た
め
心
あ
る
町
人
百
姓
は
、
そ
の
子

の
学
問
に
出
精
す
る
を
見
て
、
や
が
て
身
代
を
持

ち
崩
す
な
ら
ん
と
て
親
心
に
心
配
す
る
者
あ
り
。

無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
畢
竟
そ
の
学
問
の
実
に

遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ
証
拠
な
り
。
さ
れ

ば
今
か
か
る
実
な
き
学
問
は
先
ず
次
に
し
、
専
ら



私
は
次
の
二
点
の
理
由
に
よ
り
、
ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と

思
う
。

１　

私
達
は
、
歴
史
的
責
任
を
負
う
か
ら
。

「
私
」
は
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
、「
私
達
」
と

い
う
共
同
体
（
こ
の
場
合
、
日
本
社
会
）
の
一
員
で

あ
る
。
こ
の
共
同
体
は
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。

私
達
は
、過
去
の
日
本
社
会
か
ら
の
恩
恵
を
受
け
、

生
活
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
同
時
に
、

過
去
の
日
本
社
会
か
ら
の
負
の
遺
産
も
引
き
継
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
引
き
継
ぐ
主
体
は
私
達
し

か
い
な
い
の
だ
か
ら
。

福
澤
は
「
人
は
他
人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
範
囲

で
自
由
で
あ
る
」「
自
由
と
我
儘
（
わ
が
ま
ま
）
と

の
界
は
、
他
人
の
妨
げ
を
な
す
と
な
さ
ざ
る
と
の

間
に
あ
り
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
自
由
論
や
処
世

訓
と
し
て
だ
け
受
け
と
め
る
の
で
は
な
く
、
問
題

構
造
に
歴
史
と
い
う
軸
を
入
れ
て
、
受
け
と
め
直

す
べ
き
だ
。

過
去
か
ら
あ
っ
た
問
題
に
、
今
も
抜
本
的
な
解

消
を
で
き
て
い
な
い
私
達
が
是
正
措
置
を
導
入
す

る
の
は
当
然
の
理
で
あ
る
。

２
私
達
自
身
の
権
利
を
守
る
か
ら
。

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
導
入
す

と
し
て
、ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（
積

極
的
是
正
措
置
）
を
導
入
し
て
い
る
。
人
種
問
題

や
貧
困
問
題
で
苦
し
ん
で
い
る
人
達
に
対
し
、
進

学
や
就
職
に
お
い
て
積
極
的
是
正
措
置
を
導
入
し

て
い
る
。
試
験
の
点
数
だ
け
で
は
な
く
、
受
験
者

の
社
会
的
弱
者
と
し
て
の
地
位
も
含
め
て
、
入
学

や
入
社
が
判
定
さ
れ
る
。

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て

は
、「
弱
者
と
し
て
の
地
位
を
も
っ
て
点
数
が
加

算
さ
れ
る
一
方
で
、
同
等
の
努
力
を
し
て
も
加
算

さ
れ
な
い
者
が
い
る
の
は
フ
ェ
ア
な
競
争
で
は
な

い
。
逆
差
別
で
は
な
い
か
。
新
た
な
差
別
（
し
か

も
公
的
差
別
）
に
よ
っ
て
、
既
存
の
差
別
を
是
正

す
る
こ
と
は
、
論
理
的
・
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る

の
か
。
個
人
を
尊
重
す
る
近
代
法
の
前
提
か
ら
し

て
許
容
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見

も
あ
る
。

日
本
で
も
、
学
費
の
減
免
制
度
や
奨
学
金
制
度

の
使
い
方
に
よ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
所
得

の
低
い
世
帯
の
方
が
学
費
の
支
援
を
よ
り
多
く
受

け
ら
れ
、
私
学
に
行
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。し

か
し
こ
こ
で
、
先
の
苅
谷
の
言
葉
「
貧
し
い

世
帯
比
率
の
高
い
県
ほ
ど
テ
ス
ト
の
得
点
が
低
く

な
る
と
い
う
傾
向
は
四
十
数
年
を
隔
て
て
残
っ
て

い
る
の
で
あ
る
」
を
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
。

る
の
は
、
端
的
に
私
達
自
身
の
た
め
で
も
あ
る
。

是
正
措
置
の
行
使
は
、私
達
自
身
の
権
利
で
あ
る
。

私
達
は
い
つ
自
分
や
自
分
の
家
族
が
、
社
会
的
に

苦
し
い
立
場
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
自
分
の
子

が
成
人
し
た
と
き
に
、
孫
の
学
費
を
捻
出
で
き
な

い
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

政
治
哲
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
著

『
正
義
論
』
に
お
い
て
、「
社
会
的
・
経
済
的
不
平

等
は
、
次
の
二
条
件
を
充
た
す
よ
う
に
編
成
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
ａ
）そ
う
し
た
不
平
等
が
、

正
義
に
か
な
っ
た
貯
蓄
原
理
と
首
尾
一
貫
し
つ

つ
、
最
も
不
遇
な
人
び
と
の
最
大
の
便
益
に
資
す

る
よ
う
に
。（
ｂ
）
公
正
な
機
会
均
等
の
諸
条
件

の
も
と
で
、
全
員
に
開
か
れ
て
い
る
職
務
と
地
位

に
付
帯
す
る
（
も
の
だ
け
に
不
平
等
が
と
ど
ま
る
）

よ
う
に
」（
注
６
）
と
主
張
す
る
の
も
こ
の
意
味

か
ら
だ
。

こ
れ
は
、
先
の
福
澤
の
自
由
論
か
ら
も
理
解
が

得
ら
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。
他
人
に「
迷
惑
」や「
妨

げ
」
を
与
え
ず
自
由
に
生
き
る
に
は
、
単
に
迷
惑

を
か
け
ず
に
生
活
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
私
達
が
既
に
与
え
て
し
ま
っ
た
（
未

だ
回
復
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
）
迷
惑
や
妨
げ
を
少
し

で
も
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。

貧
富
の
隔
た
り
な
く
地
元
の
子
ら
に
接
し
、
博



の
働
き
」
を
重
視
す
る
評
価
方
法
は
、
以
上
の
と

お
り
本
稿
で
述
べ
た
時
代
的
・
社
会
的
意
義
を
踏

ま
え
て
、
よ
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
そ
し

て
、
福
澤
諭
吉
を
祖
と
す
る
大
学
が
、
多
様
な
生
徒
を

求
め
、
論
文
コ
ン
ク
ー
ル
を
設
け
、
ユ
ニ
ー
ク
な
入
試

の
導
入
に
積
極
的
な
の
は
、
歴
史
的
必
然
と
さ
え
言
え

る
）。

三
根
な
し
草
の
現
代
人
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
夢

を
見
る
か

社
会
学
者
の
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
リ
ー
ス
マ
ン
は
そ

の
著
『
孤
独
な
群
衆
』
に
お
い
て
、
現
代
人
の
特

徴
と
し
て
、
他
人
指
向
型
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
「
他
人
指
向
型
の
人
間
の
も
っ
て
い
る

一
番
重
要
な
心
理
的
レ
バ
ー
は
、
不
定
的
な
『
不

安
』
な
の
で
あ
る
。
こ
の
制
御
装
置
は
、
ジ
ャ
イ

ロ
ス
コ
ー
プ
な
の
で
は
な
く
、
レ
ー
ダ
ー
に
た
と

え
る
の
が
、
適
切
で
あ
ろ
う
」（
注
７
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
人
（
他
人
指
向
型
の
人
間
）
の

姿
は
、
ポ
ス
ト
工
業
化
社
会
に
見
ら
れ
る
世
界
的

傾
向
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
そ
れ
な
ら
仕
方
な
い
」

と
言
わ
な
い
の
が
、
福
澤
諭
吉
で
あ
る
。
汲
々
と

周
囲
に
合
わ
せ
る
私
達
、
経
済
的
自
立
の
項
で
論

じ
た
、
理
念
な
き
コ
ス
パ
志
向
の
私
達
は
、
福
澤

か
ら
見
れ
ば
、独
立
し
た
個
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

福
澤
諭
吉
が
今
の
日
本
を
見
た
ら
、「
近
代
化

は
そ
の
背
景
の
一
つ
だ
。
塾
に
行
け
る
者
と
、
行

け
な
い
者
の
間
の
学
習
環
境
の
格
差
を
少
し
で
も

縮
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
説
く
福
澤

だ
っ
た
が
、
け
し
て
教
条
的
な
す
す
め
で
は
な
か

っ
た
。
福
澤
は
「
学
問
の
本
趣
意
は
、
読
書
に
非

ず
、
精
神
の
働
き
に
在
り
」
と
い
う
言
葉
も
残
し

て
お
り
、
知
識
や
暗
記
に
偏
重
し
な
い
、
柔
軟
な

姿
勢
を
持
っ
て
い
た
（
西
洋
文
明
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
に
国
の
命
運
が
か
か
っ
て
い
た
時
代
背
景

を
考
え
る
と
、
驚
く
べ
き
柔
軟
さ
だ
）。
そ
れ
で
は
、

そ
の
よ
う
な
学
問
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
と
い
う

と
、「
学
問
は
米
を
つ
き
な
が
ら
も
出
来
る
も
の

な
り
」
と
言
う
。
し
か
し
当
然
、
福
澤
は
学
問
を

修
め
る
こ
と
を
甘
く
考
え
て
い
た
訳
で
も
な
い
。

「
賢
人
と
愚
人
と
の
別
は
、
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と

に
よ
っ
て
出
来
る
も
の
な
り
」
と
手
厳
し
い
側
面

も
あ
る
。

近
年
、
各
大
学
で
「
論
文
評
価
を
主
と
す
る
入

試
」
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
入
試
が
増
え
て
い
る
。
こ

れ
に
は
、「
少
子
化
が
す
す
み
、
受
験
生
が
減
り
、

よ
り
柔
軟
な
評
価
が
可
能
に
な
っ
た
」
と
い
う
背

景
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
学
習
環
境
が
劣

位
で
あ
っ
て
も
、
海
外
ニ
ュ
ー
ス
や
哲
学
的
命
題

な
ど
、
物
事
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
者
に
と
っ
て

門
戸
が
よ
り
広
く
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
精
神

愛
精
神
に
溢
れ
る
母
に
育
て
ら
れ
た
福
澤
も
、
ア

フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
肯
定
す
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
福
澤
は
お
そ
ら
く
、
学
費
の
免

除
や
奨
学
金
の
給
付
だ
け
で
は
満
足
す
ま
い
。

経
済
的
に
苦
し
い
世
帯
も
、
私
学
に
行
き
や
す

く
な
り
、
進
学
の
選
択
肢
が
増
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
同
時
に
、
先
の
佐
藤
の
言
葉
「
平
等
社
会
の

神
話
に
つ
か
っ
た
ま
ま
す
べ
て
の
人
が
自
分
と
同

じ
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
れ

ば
、
み
ん
な
ま
っ
た
く
同
じ
条
件
で
競
争
し
て
い

る
と
考
え
て
も
不
思
議
で
な
い
」
を
思
い
起
こ
す

べ
き
だ
。

学
費
問
題
が
是
正
さ
れ
て
も
、
学
習
環
境
の
格

差
問
題
ま
で
は
是
正
さ
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
入
試
問
題
は
試
験
が
終
わ
れ
ば
公
表

さ
れ
る
の
で
、
解
答
法
も
受
験
生
全
般
に
す
ぐ
に

共
用
さ
れ
る
。
そ
の
故
、
試
験
と
な
れ
ば
、
学
校

は
点
数
の
優
劣
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
入
試
問
題
は
毎
年
、
少
し
ず
つ
難
し
く
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
受
験
制
度
を
設
け
た
時
点

で
生
じ
る
構
造
的
必
然
で
あ
る
。

論
者
に
よ
っ
て
は
、
学
習
環
境
の
格
差
問
題
を

過
小
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
三
〇
年

前
の
問
題
と
見
比
べ
て
も
、
格
段
の
情
報
量
を
覚

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
治
体
に
よ
っ
て
は
近

年
、
塾
代
を
補
助
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ



す
べ
し
」
と
、屈
託
の
な
い
大
ら
か
さ
を
見
せ
る
。

そ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
発
言
を
し
つ

つ
同
時
に
、「
理
想
が
高
尚
で
な
け
れ
ば
活
動
も

ま
た
高
尚
に
は
な
ら
な
い
」「
や
っ
て
も
み
な
い

で
、『
事
の
成
否
』
を
疑
う
な
」
と
志
の
高
さ
も

見
せ
る
。

福
澤
が
今
の
日
本
を
見
て
、
真
に
慨
嘆
す
る
と

し
た
ら
、
私
達
が
バ
ラ
ン
ス
を
見
失
い
、
志
を
捨

て
た
と
き
で
あ
る
。
福
澤
か
ら
「
ま
だ
、
そ
う
で

は
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
の
は
、
私
だ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
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迎
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澤
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福
澤
の
言
葉
は
、
驚
く
程
、
バ
ラ
ン
ス
に
優

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

政
治
に
つ
い
て
は
、「
政
治
は
悪
さ
加
減
の
選

択
で
あ
る
」
と
、
現
代
に
も
通
じ
る
警
句
を
述
べ

て
い
る
。

処
世
訓
と
し
て
は
、「
顔
色
容
貌
の
活
溌
愉
快

な
る
は
人
の
徳
義
の
一
箇
条
に
し
て
、
人
間
交
際

に
お
い
て
最
も
大
切
な
る
も
の
な
り
」「
水
が
あ

ま
り
に
清
け
れ
ば
、
魚
は
棲
め
な
い
。
人
は
知
的

で
あ
り
過
ぎ
れ
ば
、
友
を
得
る
の
が
難
し
い
。
友

人
を
受
け
入
れ
る
に
は
、
度
量
が
広
く
、
多
少
ぼ

ん
や
り
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ほ
う
が
い

い
」「
人
生
は
芝
居
の
ご
と
し
、
上
手
な
役
者
が

乞
食
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
大
根
役
者
が
殿
様

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
と
か
く
、
あ
ま
り
人
生
を

重
く
見
ず
、
捨
て
身
に
な
っ
て
何
事
も
一
心
に
な

（
注
６
）
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（
著
）、
川
本
隆
史

／
福
間
聡
／
神
島
裕
子
（
訳
）『
正
義
論
』
紀

伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
四
〇
三
ペ
ー
ジ

（
注
７
）
Ｄ
・
リ
ー
ス
マ
ン
（
著
）、加
藤
秀
俊
（
訳
）

『
孤
独
な
群
衆
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
年
、

二
一
ペ
ー
ジ




