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リ
テ
ラ
シ
ー
（lite

ra
c
y

）
と
は
「
読
み
書
き
」

能
力
を
意
味
し
、
私
た
ち
の
大
切
な
基
本
的
人
権
と

か
か
わ
り
ま
す
。

も
し
読
み
・
書
き
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は

人
名
を
読
め
ず
、
自
分
の
名
を
書
く
こ
と
が
で
き
ず
、

自
ら
の
意
思
表
示
も
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
も

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
言
語
と
不
可
分

（
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
）
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
（
自
己
の
同
一
性
）
も
確
立
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
契
約
書
の
内
容
を
理
解
し
な
い
ま
ま
自
分

に
不
利
な
条
件
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね

ま
せ
ん
し
、
憲
法
や
法
律
の
内
容
が
わ
か
ら
な
い
ま

ま
自
分
た
ち
に
不
利
な
義
務
や
負
担
を
課
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

新
聞
や
本
を
読
む
こ
と
が
制
限
さ
れ
、
テ
レ
ビ
を

観
て
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
手

紙
を
書
い
た
り
電
話
を
し
た
り
し
て
他
者
と
意
思
疎

通
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ

を
大
変
な
苦
痛
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
今

日
の
安
売
り
に
つ
い
て
も
知
ら
ず
、
台
風
や
地
震
な

ど
の
災
害
情
報
を
知
っ
て
避
難
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

生
活
は
不
便
を
き
た
し
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
自
体
が

脅
か
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
事
実
、
そ
う
い
っ
た
基
本
的
な
人
権
か
ら

疎
外
さ
れ
た
人
び
と
が
か
つ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た

基
本
的
人
権
を
剥
奪
す
る
時
代
・
状
態
が
こ
の
国
に

も
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
考
え
る
と
、
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
「
生
存
の
権

利
」
（
い
の
ち
）
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ

り
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
を
受
け
取
っ
て
、
そ
の

内
容
を
理
解
＝
吟
味
し
、
自
ら
も
情
報
を
発
信
す
る

能
力
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
の

使
い
こ
な
し
技
能
（
ス
キ
ル
）
だ
け
を
意
味
す
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
が
な

け
れ
ば
今
や
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
に
よ
る
「
連
絡
」

も
で
き
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
チ
ケ
ッ
ト
も
入
手

で
き
ず
地
上
波
の
テ
レ
ビ
も
観
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ

あ
っ
て
、
生
活
と
密
接
に
関
係
す
る
能
力
で
す
が
、

本
質
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

何
よ
り
も
必
要
な
の
は
、
文
章
や
話
に
つ
い
て
そ

れ
を
理
解
す
る
語
彙
力
と
論
理
力
、
ま
た
自
ら
が
書

き
・
話
す
際
の
語
彙
（
豊
か
な
こ
と
ば
）
力
と
論
理

（
組
み
立
て
）
力
、
そ
し
て
映
像
や
音
響
な
ど
こ
と

ば
に
よ
ら
な
い
情
報
の
意
味
を
読
み
解
く
能
力
、
す

な
わ
ち
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
（
批
評
的
）
な
知
的
能
力
や

感
受
性
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
様
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
機
能

や
制
度
に
関
す
る
知
識
と
理
解
も
大
事
に
な
り
ま
す
。

c
ritic

a
l

（
批
評
的
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。
「
批
評
」
と
い
う
と
こ
の
国
で
は
、
あ
た
か

も
「
批
判
す
る
こ
と
」
と
か
「
当
事
者
で
も
な
い
く

せ
に
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て

不
評
な
こ
と
ば
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
「
知
的
能
力
」
と
か
「
感
受
性
」
と
言
っ
て
も

学
力
や
学
歴
な
ど
と
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
表
わ
さ
れ
た
「
意
味
」
に
つ
い
て
深
く

掘
り
下
げ
、
考
え
る
作
業
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

も
っ
と
も
現
代
人
は
、
次
か
ら
つ
ぎ
へ
と
溢
れ
て

く
る
喋
り
こ
と
ば
・
文
字
・
映
像
・
音
な
ど
の
「
意

味
」
に
つ
い
て
、
深
く
掘
り
下
げ
、
考
え
る
作
業
を

す
る
こ
と
が
苦
手
の
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
こ
と
ば
や
映
像

で
語
ら
れ
（
騙
ら
れ
）
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
、

非
対
称
な
女
性
・
男
性
の
別
が
社
会
的
・
文
化
的
に

構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
あ
ま

り
に

”素
通
り

“
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ

う
か
。
メ
デ
ィ
ア
が
垂
れ
流
し
て
き
た
／
垂
れ
流
し

て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
接
す

る
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
結
果
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は

私
た
ち
の
思
考
と
な
り
身
体
と
な
り
、
社
会
意
識
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ

れ
た
性
の
固
定
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
人
び
と
に
え
ら

く
不
自
由
な
状
態
を
強
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

怒
濤
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
情
報
に
対
し
て
思
考

停
止
し
て
い
る
状
態
は
、
現
代
人
の
一
種
の

”自
衛

策
“

と
言
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
忙
し

さ
、
め
ん
ど
う
く
さ
さ
に
と
り
紛
れ
て
、
疑
問
を
持

っ
た
り
分
析
し
た
り
、
知
的
で
あ
っ
た
り
敏
感
で
あ

っ
た
り
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
の
基
本
的
人
権
や
生
存
権
が
脅
か
さ
れ

る
事
態
が
今
後
と
も
な
い
と
は
断
言
で
き
ま
せ
ん
。

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
視
点
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を

考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の
里
程
標
（
到
達
度
を

は
か
る
目
安
）
と
も
な
る
も
の
な
の
で
す
。

私たちの日常では「メディア・

リテラシー」という言葉はほと

んど聞く機会がありません。こ

の「メディア・リテラシー」が、日
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