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子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る

教
育
心
理‐学
の
立
場
か
ら
ト
ー
轟

士
口

宏

は
じ
め

に

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
―
―
教
育
心
理
学
の
立
場
か
ら
―
―
」
、
こ
れ
が
主
題
で
あ
る
。
考
え
る
時
間
は
約

一
か
月
、
ス
ペ
ー

ス
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
十
枚
。

与
え
ら
れ
た
主
題
に
つ
い
て
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
論
述
す
る
と
い
う
状
況
は
、
気
づ
い
て
み
る
と
、
試
験
の
状
況
に
よ
く
似
て

い
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
「
学
力
に
つ
い
て
の
学
力
」
を
た
め
す

「
学
力
」
試
験
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
」込
く
忘
れ
か
け
て

い
た

一
昔
前
の
こ
と
、
内
気
な

一
学
生
で
あ

っ
た
当
時
の
不
安
、
恐
れ
、
焦
り
が
、
ふ
と
思
い
出
さ
れ
た
。

「
学
力
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
内
敏
夫
著

『
学
力
と
は
何
か
」
（岩
波
新
書
、　
一
九
八
三
年
）

の
よ
う
な
本
が
最
近
出
版
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
何
を
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
か
Ｐ

ま
た

「
教
育
心
理
学
の
立
場
か
ら
」
と
い
つ
て
も
、
い
ま
、
す
べ
て
の
教
育
心
理
学
研
究
者
が
合
意
で
き
る
よ
う
な
立
場
が
あ
ろ

う
と
も
思
わ
れ
な
い
。

そ
こ
で
私
は
、　
一
学
生
で
は
な
く
て

一
人
の
執
筆
者
で
あ
る
と
い
う
特
権
を
生
か
し
て
、
主
題
を
以
下
の
よ
う
に
少
し
読
み
か
え

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「教
育
の
心
理
を
学
び
つ
つ
あ
る
立
場
に
あ
る
私
」
が
考
え
る
と
こ
ろ
を

述
べ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
学
力
」
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
問
題
を
公
平
に
論
じ
尽
く
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
な

い
。
「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
触
発
さ
れ
て
書
く
、　
私
の
独
断
と
偏
見
に
彩
ら
れ
た

エ
ッ
セ
ー
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

颯

「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
の
内
的
地
平
と
外
的
地
平

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
否
定
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
ば
を
、
今
日
の
日
本
の

「
教
育
地
獄
」

「受
験
戦
争
」
「
落
ち
こ
ぼ
し
」
「
登
校
拒
否
」
「
非
行
の
年
少
化
」
な
ど
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
教
育
熱
を
あ
お
る
、　
一
見
美

し
げ
で
あ
る
が
浅
薄
な
あ
る
い
は
危
険
な
ス
コ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
警
戒
あ
る
い
は
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
立
場
で
な
く
、
と
も
か
く
こ
の
こ
と
ば
を
肯
定
す
る
立
場
に
立

っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

も
し
、
ひ
と
り
の

「
私
」
が
―
―
教
師
と
し
て
、
あ
る
い
は
親
と
し
て
―
―
目
の
前
に
い
る

「
こ
の
子
」
の

「
学
力
を
高
め
る
」

こ
と
を
真
面
目
に
、
し
か
も
肯
定
的
に
考
え
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
自
明
と
な
っ
て
い
る
背
景
が
現
わ
れ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

「学
力
を
高
め
る
」
こ
と
が
善
い
こ
と
だ
と
の
思
い
。
「
こ
の
子
」
の

「
学
力
」
に
対
す
る
思
い
と
と
も
に
、
そ
の
背
後
に

「
私
の

学
力
」
に
対
す
る
思
い
。
そ
れ
か
ら
、
「私
の
学
力
」
を

「高
め
る
」
と
い
う

こ
と
を
め
ぐ

っ
て
の
、　
私
の
こ
れ
ま
で
の
生
を
通
じ
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て
の
体
験
の
内
的
歴
史
が
あ
る
、
思
い
出
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
現
在
の

「私
」
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ

て
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
思
い
も
あ
る
。
ま
た
、
「
こ
の
子
の
学
力
」
が

ど
の
よ
う
に

「高
ま
る
」
こ
と
が
、　
こ
の
子
の
こ
れ
か

ら
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
思
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ

ま
な
思
い
は
、
こ
れ
ま
で
に

「
私
」
が
出
会

っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の

「
学
力
」
と
、
そ
れ
が

「高
ま
る
」
こ
と
が
も

っ
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
と

っ
て
の
意
味
に
つ
い
て
の
、
「私
」
の
思
い
に
基
づ
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
「私
」
が
目
の
前
の

「
こ
の
子
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
必

ず
、
「
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る

「
私
」
の
内
的
な
歴
史
と

そ
れ
を
め
ぐ
る
も
ろ
も
ろ
の
思
い
が
、　
自
明
の
背
景
と

し
て
広
が

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
「私
」
に
と

っ
て
基
本
的
な
こ
と
は
、
「私
の
学
力
」
に
つ
い
て

「
私
」
が
肯
定
的
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
か
、
そ
れ
と

も
否
定
的
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「学
力
」
に
関
し
て
、
「私
」
は

「
こ
の
子
」
に
、
「私
」
の
よ
う
に
な

っ
て
ほ
し
い
と
願

つ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

「
私
」
の
よ
う
に
は
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
願

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
の
場
合
は
、
「私
」
に
は

「
こ
の
子
」
に
願

っ
て
い
る
こ
と
が
先
々
ま
で
よ
く
見
え
て
い
る
。　
し
か
し
、
後
者
の
場
合
、
子
ど

も
に
高
ま

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い

「
学
力
」
の
具
体
的
内
容
と

方
向
に
つ
い
て
は
、
「私
」
に
は
わ
か

っ
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「私
」
は
や
は
り
子
ど
も
の

「
学
力
を
高
め
る
」

こ
と
を
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
願
い

は
か
え
っ
て
切
な
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

「私
」
が

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
を
願
う
場
合
に
も
、
こ
う
し
て
、　
そ
の
具
体
的
内
容
と

過
程
が

「私
」
に
わ
か
っ

て
い
る
―
―
と

「
私
」
が
考
え
て
い
る
―
―
場
合
と
、
そ
れ
は

「
私
」
に
は
わ
か
ら
な
い
―
―
と

「
私
」
が
考
え
て
い
る
―
―
場
合

と
が
あ
る
、
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
を

「
学
力
を
高
め
る
」
の
内
的
地
平
が

「
私
」
に
わ
か

っ
て
い
る
場
合
と
、
わ
か

っ
て
い
な
い
場
合
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

内
的
地
平
が
わ
か

っ
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
を
願
う

の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ

う
か
？
　
こ
の
場
合
、
願

っ
て
い
る
こ
と
は
、
実
は

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら

「
学
力
を
高
め
る
」
の
中
味
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
「
私
」
は

一
向
に
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「私
」
が
望
む
こ
と
は

「
子
ど
も
」
の

「
学
力
が
高
ま

っ
た
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「学
力
が
高
ま
る
」

と
い
う
こ
と
の
お
か
れ
た
文
脈
、
こ
と
に
子
ど
も
の

一
生
に
と

っ
て
の
社
会
的
意
味
―
―

こ
れ
を
広
く
、
そ
の
外
的
地
平
と
呼
ん
で

お
こ
う
―
―
、
そ
れ
を

「
私
」
は
知

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「私
」
は
そ
れ
を
願
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「私
」
は
、
「
学
力
を
高
め
る
」
の
内
的
地
平
と
外
的
地
平
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
有
知
、
無
知
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場

合
が
あ
り
え
よ
う
。

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
は
、
広
く
深
い
外
的
地
平
を
も

っ
て
い
る
。　
こ
れ
が
、
こ
の
問
題
の
解
明
が
容
易
で
な
い
大
き
な

理
由
な
の
で
あ
る
。

鶉

「
学
歴
を
つ
け
る
力
」
と
し
て
の

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」

こ
こ
で
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
そ
ん
な
抽
象
的
な
き
れ
い
ご
と
の
話
で
な
く
、
生
の
本
音
の
ど
こ
ろ
で
、　
ズ
バ
リ
語

っ
て
ほ
し
い
。

私
は
こ
の
子
の
学
力
を
高

め
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
さ
あ
、
さ
あ
、
は
や
く
」

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
よ
く
聞
か
れ
る
声
だ
。

こ
の
声
の
主
で
あ
る

「
私
」
に
と

っ
て
は
、
「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
は
、
「
学
カ
テ
ス
ト
で
高
い
偏
差
値
を
と
る
力
を
つ

け
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「希
望
す
る
上
級
学
校

へ
入
る
力
を
つ
け
る
」
こ
と
、
よ
り
広
く
は
、
「高
い
学
歴
を
つ
け
る
力
を
身
に
つ
け
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る
」
こ
と
の
よ
う
だ
。

話
が
そ
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
と
、
問
題
は
、
入
学
試
験
を
含
め
た
も
ろ
も
ろ
の
学
力
試
験
で
高
得
点
を
挙
げ
る
よ
う
に
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
狭
く
し
ぼ
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
学
力
試
験
」
で
可
能
な
限
り
高
得
点
を
挙
げ
る
最
も
効
率
の
良
い
方
法
は
何
か
？
　
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
学
力
試
験
」

の
得
点
を
高
め
る
た
め
に
プ
ラ
ス
と
な
る
、
考
え
ら
れ
る
限
り
の
理
論
と
技
術
を
、
総
力
を
挙
げ
て
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
面
目
標
と
す
る

「
学
カ
テ
ス
ト
」
の
内
容
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
こ
れ
を
徹
底
し
て
研
究
し
、
で
き
る
よ
う
に
し
て
し
ま

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
テ
ス
ト
問
題
そ
の
も
の
を
入
手
で
き
れ
ば

一
番
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
―
―

「
問
題
漏

洩
」
の
場
合
を
除
け
ば
―
―
問
題
の
具
体
的
内
容
を
そ
の
ま
ま
予
知
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
問
題
漏
洩
」
が
予
知
に
は
最

善
策
と
し
て
も
、
合
法
的
な
最
善
の
策
は
、
従
前
の
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
問
題
を
予
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
研
究
は
、
「
子
ど
も
」
自
身
が
勉
強
し
て
苦
労
す
る
必
要
も
、
「
私
」
が
や
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
道
の
専

門
家
に
任
せ
れ
ば
よ
い
。
そ
う
し
た
専
門
家
が
従
前
の
問
題
を
研
究
し
、
「傾
向
と
対
策
」
と
し
て
ま
と
め
れ
ば
、
こ
れ
が
商
品
と
し

て

「
私
」
た
ち
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。
専
門
家
は
、
問
題
そ
の
も
の
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
問
題
作
成
者
の
考
え
方
の

癖
、
意
図
や
学
カ
レ
ベ
ル
ま
で
も
推
測
し
、
次
回

へ
向
け
て
の
可
能
な
限
り
の
正
確
な
予
想
を
立
て
る
こ
と
に
努
力
を
傾
け
る
。

一
方
、
問
題
作
成
者
は
、
そ
の
よ
う
な
予
想
の
専
門
家
に
よ
る
予
想
ど
お
り
の
出
題
に
な
る
こ
と
は
避
け
よ
う
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
予
想
専
門
家
の
予
想
が
作
成
者
に
知
ら
れ
る
か
否
か
が
、
予
想
の
的
中
度
を
左
右
す
る
要
因
と
な
る
。

問
題
研
究
や
予
想
を

「私
」
や

「
子
ど
も
」
が
す
る
の
で
は
な
い
場
合
、
「私
」
や

「
子
ど
も
」
に
で
き
る
こ
と
、
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
、
と
い
え
ば
、
そ
う
し
た
正
確
な
予
想
を
し
て
く
れ
る
参
考
書
、
塾
、
家
庭
教
師
、
あ
る
い
は
進
学
指
導
教
師
を
見
つ

け
、
そ
の

「
す
ぐ
れ
た
指
導
」
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

信
頼
で
き
る
正
確
な
予
想
を
提
供
す
る
情
報
源
に
は
、
需
要
が
殺
到
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
＝
し
た
い
点
が
三
点
あ
る
。
第

一
は
、
右
に
述
べ
た
意
味
で
の

「
学
力
を
高
め
る
」
は
、　
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
学
カ
テ

ス
ト
」
研
究
専
門
家
の
予
想
の
適
不
適
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「学
カ
テ
ス
ト
」
は
、
子
ど
も
自
身
の
「
学

力
」
を
テ
ス
ト
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
き
に
は
そ
れ
以
上
に
、
予
想
専
門
家
の

「
学
カ
テ
ス
ト
」
に
関
す
る
―
―

「
予
想
」
に
表

わ
れ
る
―
―

「
学
力
」
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
の

一
節
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

私
が
最
終
学
年
の
時
、
私
た
ち
上
級
生
は
、
大
学
入
試
の
た
め
の
に
わ
か
勉
強
を
す
る
の
に
約

一
週
間
の
補
習
を
受
け
た
。
私
た
ち
の
古
代

史
の
教
師
は
、
長
い
経
験
に
基
づ
い
て
、
十
五
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
リ
ス
ト
を
私
た
ち
に
与
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
十
分
間
で
書
く
よ
う
に

準
備
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
教
え
て
く
れ
た
。
私
た
ち
は
彼
の
出
し
て
く
れ
た
リ
ス
ト
を
勉
強
し
た
。
私
た
ち
は
、
そ
の
種
の
助
言
を

受
け
入
れ
て
お
く
の
が
賢
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
も
し
知
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
あ
の
学
校
に
在
学
し
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
試
験
が
や
っ

て
来
た
時
、
そ
の
教
師
の
与
え
て
く
れ
た
リ
ス
ト
が
、
私
た
ち
が
答
え
る
べ
き
八
つ
の
問
い
の
一
つ
一
つ
を
す
べ
て
気
持
よ
く
カ
バ
ー
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
…
…
…

（
ン
ョ
ン
・
ホ
ル
ト
著
、
吉
田
章
宏
監
訳

『
子
ど
も
達
は
ど
う
つ
ま
ず
く
か
』
評
論
社
　
一
九
八
一
年
　
一
九
四
ベ
ー
ン
）

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
エ
ー
ル
大
学
の
入
試
の
た
め
の
補
習
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
も
し
日
本

の
学
校
の
入
試
の
た
め
の
補
習
で
起
こ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
古
代
史
の
教
師
の
よ
う
な
教
師
は
、
進
学
学
習
指
導
の
名
人
と
し
て
、

さ
し
ず
め

「受
験
の
神
様
」
と
で
も
仰
が
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。　
′

だ
が
こ
れ
は
本
当
に

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
Ｉ
Ｉ
ホ
ル
ト
の

「小
学
校
か
ら
大
学
院

に
至

る

ま

で
、
私
た
ち
教
師
は
皆
、
生
徒
達
が
実
際
に
知

っ
て
い
る
以
上
に
物
事
を
知

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
仕
事
に
精
出
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
い
う
自
省
の
こ
と
ば
に
、
共
感
を
覚
え
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な

「受
験
の
神
様
」
は
、
「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
を
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
子
ど
も
の
学
力
が

子どもの学力を高める :教育心理学の立場から(33) 子どもの学力を高める:教育心理学の立場から
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高
ま

っ
た
よ
う
に
「見
せ
か
け
」
る
こ
と
を
、
合
法
的
に
、
上
手
に
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

子
ど
も
は
、
見
せ
か
け
る
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
の
巧
み
な
教
師
に
送
り
出
さ
れ
て
、
そ
の
見
せ
か
け
を
見
破
る
目
を
も
た
な
い

教
師
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
入
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
も

っ
と
も
、
そ
う
し
て
迎
え
た
教
師
も
、
ま
た
数
年
後
に

は
、
そ
の
同
じ
子
ど
も
た
ち
に
、
別
の
見
せ
か
け
を
施
し
て
、
さ
ら
に
上
の
学
校
に
向
け
て
送
り
出
す
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
…
…
。

い
や
、
子
ど
も
た
ち
自
身
と
て
、
こ
の
不
誠
実
な

「
見
せ
か
け
」
ゲ
ー
ム
に
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。

「客
観
テ
ス
ト
」

で
答
え

に
確
信
が
も
て
な
い
時
、
「
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
」

と
無
回
答
に
し
て
お
く
子
ど
も
が

ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
？
　
そ

の
数
は
、
高
学
年
に
な
リ
テ
ス
ト
に
慣
れ
る
に
従
い
、
急
激
に
減
少
す
る
に
相
違
な
い
。

無
回
答
に
し
て
お
く
正
直
さ
、
素
朴
な
純
真
さ
、
誠
実
さ
、
さ
ら
に
は
、
自
分
に
わ
か
る
こ
と
と
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
し
ゅ
ん
別
す

る
真
の
知
性
の
芽
を
、
子
ど
も
は
い
つ
ま
で
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
無
回
答
よ
り
も
、
で
た
ら
め
に
で
も
回
答
し
た
ほ

う
が

「
学
力
が
高
い
」
と
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
，教
師
も
親
も
望
む
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
の

一
生
を
左

右
す
る
か
も
知
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
知

っ
た
う
え
で
、
な
お
素
朴
な
正
直
さ
を
い
つ
ま
で
保
つ
こ
と
が
で
き

よ

う

か
Ｐ
　
こ
う
し

て
、
子
ど
も
も
ま
た
、
「
見
せ
か
け
」
の
ご
ま
か
し
ゲ
ー
ム
ヘ
の
参
加
を
半
ば
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「学
カ
テ
ス
ト
」
で
テ
ス
ト
さ
れ
る
の
は
、
何
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
教
師
た
ち
の
見
せ
か
け
る
仕
事
の
巧
み
さ
と
、
見

せ
か
け
を
見
破
る
日
の
鈍
さ
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
あ
る
い
は
、
「見
せ
か
け
」
の
仕
事
師
に
わ
が
子
を
つ
け
る
親
の
財
力
な
の
だ
ろ

う
か
？

「
見
せ
か
け
」
に
参
加
す
る
子
ど
も
の

「
素
直
さ
」
あ
る
い
は

「
小
ず
る
さ
」
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

さ
て
、
第
二
に
注
目
し
た
い
点
は
、
「学
カ
テ
ス
ト
」
は

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」

の
成
果
を
試
す
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

そ
の
目
標
と
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「試
験
に
出
る
か
出
な
い
か
、
そ
れ
が
問
題
じ
ゃ
ピ

基
礎
学
力
が
身
に
つ
き
、
応
用
力
が
つ
き
、
そ
の
成
果
が

「学
カ
テ
ス
ト
」
の
結
果
に
表
わ
れ
る
の
だ
、
と
考
え
る
の
が
普
通
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
は
ち
が
う
。
逆
に
、
「
学
カ
テ
ス
ト
」
の
問
題
を
型
に
分
け
、
型
に
応
じ
た
回
答
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
ヽ

う
ま
り

「
テ
ス
ト
」
向
け
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば

，
学
力
を
高
い
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
あ
る
．

問
題
を
見
て
そ
の
場
で
じ

っ
く
り
時
間
を
か
け
て
解
決
を
考
え
だ
す
創
造
性
を
も
つ
子
ど
も
よ
り
も
、
問
題
を
見
た
ら
直
ち
に
問

題
型
の
見
分
け
が
で
き
、
手
速
く
決
ま
り
切

っ
た
方
式
で
処
理
す
る

回
答
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
子
ど
も
の
ほ
う
が
、
「学
カ
テ

ス
ト
」
で
は
「
学
力
が
高
い
」
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
れ
ら
の
型
分
け
、
見
分
け
た
、　
解
答
の
方
式
な
ど
す
べ
て
が

子
ど
も
自
身

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
専
門
家
に
発
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。　
な
ら
ば
、
「学
力
を
高
め
る
」
に
は
、　
時
間
を
か

け
て
考
え
さ
せ
る
よ
り
も
、
専
門
家
に
つ
か
せ
て
す
べ
て
を
覚
え
込
ま
せ
る
ほ
う
が
、
効
率
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
三
点
は
、
「
こ
の
子
」
の

「
学
力
を
高
め
る
」
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
は
、　
実
は
、
も
う
手
遅
れ
な
の
か
も

知
れ
な
い
と
い
う

こ
と
。
問
題
は
、
「
こ
の
子
」
な
の
で
は
な
い
。

学
校
に
せ
よ
家
庭
に
せ
よ
、
「
こ
の
子
」
の

「
学
力
を
高
め
る
」
よ
り
は
、
「学
力

を
高
め
る
」
の
に
向
い
て
い
る
子
ど
も
を

「
こ
の
子
」
と
し
て
手
に
入
れ
る
ほ
う
が
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？
　
学
校
の

入
試
に
よ
る
選
別
は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
は
な
い
か
？
　
家
庭
で
は
ど
う
か
？

お
見
合
い
の
席
で
、
「
あ
な
た
の
Ｉ
Ｑ
（知
能
指
数
）
は
お
い
く
っ
で
す
か
？
」
と
見
合
い
相
手
に
た
ず
ね
、
二

五
三
―
　
わ
あ
、

す
て
き
、
す
て
き
で
す
わ
」
と
叫
び
声
を
上
げ
る
千
枝
と
い
う
女
性

（城
山
三
郎
著

『素
直
な
戦
土
た
ち
』
新
潮
社
　
の
主
人
公
）
こ
そ
「

結
婚
後
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の

「
学
力
を
高
め
る
」
た
め
の
最
も
理
想
的
な
術
を
知

っ
て
い
る
者
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
？

そ
し
て

「
学
力
を
高
め
る
」
の
外
的
地
平
に
つ
い
て
も
、

超
一
流
大
学
を
出
て
い
れ
ば
、
超
一
流
会
社
へ
入
る
こ
と
も
、
医
者
に
な
る
こ
と
も
、官
僚
に
な
る
こ
と
も
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
る
わ
。

無
限
に
選
択
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
わ
け
よ
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
子
供
は
、
『
ほ
ん
と
う
の
自
由
人
に
し
て
ぐ
れ
た
』

っ
て
、　
バ
ン
ザ
イ
す
る
わ

（
同
前
書
）

レ
よ

。

と
い
う
千
枝
は
、
日
本
の
学
歴
社
会
に
お
け
る

「学
力
を
高
め
る
」
の
も
つ
生
々
し
い
意
味
に
つ
い
て
、
本
音
の
と
こ
ろ
で
、
最
も

よ
く
認
識
し
て
い
る
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

子どもの学力を高める :教育心理学の立場から
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子どもの学力を高める :教育心理学の立場から  (36)

颯

「
楽
力
」
と
し
て
の

「学
力
を
高
め
る
」

ど
こ
か
ら
か
澄
ん
だ
力
強
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

お
お
、
友
よ
、
こ
の
よ
う
な
音
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
も

っ
と
心
持
の
よ
い
、
も

っ
と
よ
ろ
こ
び
に
充
ち
た
も
の
を
歌
い
出

そ
う
で
は
な
い
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ベ
ー
ト
ー
ヴ
エ
ン
、
交
響
曲
第
九
番
　
第
四
楽
章
か
ら
）

『
素
直
な
戦
士
た
ち
』
の
千
枝
の

「
子
ど
も
た
ち
の
学
力
の
高
ま
り
」
と

そ
の
帰
結
に
つ
い
て
、　
こ
こ
で
語
ら
ず
と
も
よ
い
。

え
ら
れ
う
る
限
り
の

「
理
論
」
と

「技
術
」
を
組
織
的
効
率
的
に
駆
使
し
て

「
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
の
病
理
の
戯
画
と
し
て
、

憶
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「私
」
は
、
ふ
と
我
に
返
り
、
子
ど
も
の
幸
せ
を
望
む
素
朴
な
願
い
に
立
ち
帰
る
。

「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
は
、
確
か
に
子
ど
も
の
幸
せ
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
？
　
子
ど
も
は
、
「
学

力
が
高
ま
る
」
こ
と
を
、
ど
ん
な
風
に
体
験
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
？
　
子
ど
も
は
学
ぶ
こ
と

を
楽
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
Ｐ

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
は
、
子
ど
も
が
自
ら
の

「
学
力
を
高
め
続
け
る
」
可
能
性
を
開
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
Ｐ

今
日
、
日
本
の
お
と
な
で
あ
る

「
私
」
た
ち
は
、
自
ら
の

「
学
力
を
高
め
続
け
る
」
こ
と
を
し
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
　
日
本

の
教
育
は
、

「
学
ぶ
」
こ
と
を
楽
し
み
続
け
る

「
学
力
」
―
―

「楽
力
」
―
―
を
高
め
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
？
　
「私
」
た
ち
は
、
確
か
に
仕
事
の
た
め
に
は
よ
く

「
学
ぶ
」
。
そ
れ
は
、
試
験
や
テ
ス
ト
の
た
め
に
よ
く

「
学
ぶ
」
を
し
て
き

た
こ
と
の
延
長
で
あ
る
。
し
か
し
、
「楽
力
」
は
身
に
つ
け
て
こ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
？

―
―
今
日
、
日
本
の
出
版
物
の
洪
水

の
中
に
あ

っ
て
、
「本
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。　

‐最
も
よ
く

読
ま
れ
て
い
る
数
多
く
の
週
刊
誌
の
内
容
を
考
え

て
み
れ
ば
よ
い
。
多
く
の
Ｔ
Ｖ
人
気
番
組
の
内
容
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
．
「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
私
」

が
自
ら
の

「
学
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
視
野
の
外
に
置
い
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

教
育
と
は
共
育
で
あ
る
。
共
に
育

つ
と
い
う
こ
と
が
教
育
の
真
意
義
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
に
は
、

「私
の
学
力
を
高
め
る
」
が
伴

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
学
び
続
け
る
こ
と
に
楽
し
み
を
覚
え
、
　
一
生
を
通
じ
て
絶
え
ず
新
し

い
世
界
を
開
き
続
け
る
人
、
そ
う
い
う
人
こ
そ
―
―
教
師
で
あ
れ
親
で
あ
れ
―
―
、
真
に

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
こ
と
の
で

き
る
人
だ
と
思
う
。
芦
田
恵
之
助
の
次
の
こ
と
ば
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

修
養
を
た
の
し
む
者
を
作
る
法
如
何
、
こ
の
解
決
が
即
ち
教
育
の
真
意
義
で
あ
る
。
余
は
た
だ
一
法
し
か
な
い
や
う
に
思
ふ
。　
一
法
と
は
教

師
が
た
だ
た
だ
教
養
を
楽
し
む
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
。
修
養
の
味
を
知
ら
な
い
者
が
修
養
の
味
を
知
ら
せ
よ
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
無
か
ら
有
を

生
ぜ
し
め
よ
う
と
計
画
す
る
の
で
、
不
可
能
で
あ
る
。
教
師
が
修
養
の
味
を
占
め
て
さ
へ
居
れ
ば
、
説
か
な
く
て
も
、
そ
の
一
挙

一
動
が
有
力

な
る
説
明
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
綴
り
方
教
授
に
関
す
る
教
師
の
修
養
』
玉
川
大
学
出
版
部
　
一
九
七
三
年
　
一一四
三
ベ
ー
ン
）

子
ど
も
が
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
む

「楽
力
」
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
子
ど
も
は
自
ら
学
び
、
自
ら

「
学
力
」
を
高
め
続
け
て
い
く
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り

に

「
子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
の
内
実
は
、

実
は
、
「
私
の
学
力
を
高
め
る
」
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「私
」
の

一
生
に
つ

い
て

「
私
」
が
も
つ
長
い
展
望
の
中
で
、
「
学
力
が
高
ま
る
」
と
い
う
こ
と
の
も
つ
意
味
を

地
平
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
が

「
私
」
に
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
「子
ど
も
の
学
力
を
高
め
る
」
は
、
「私
」
に
と

っ
て
真
に

「私
」
の
生
に
根
ざ
し
た
営
み
と
な

る
に
ち
が
い
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（東
京
大
学
助
教
授
）

子どもの学力を高める :教育心理学の立場から
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