
「わかる授業」の心理学

だ
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理
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「
わ
か
る
授
業
』
の
心
理
学
」
な
る
も
の
が
、
現
在
す
で
に
で
き
上
が

っ
た

「
心
理
学
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で

は

な

い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、
お
い
そ
れ
と
手
軽
に
つ
く
れ
る
も
の
と
も
、
わ
た
く
し
は
思
わ
な
い
。
で
、
こ
こ
に
記
す
の
は
、

「
わ
か
る
授
業
』
の
心
理
学
」
の
要
約
や
紹
介
で
は
な
く
て
、
授
業
の
心
理
学
的
な
問
題
を
研
究
し
つ
つ
あ
る

一
人
の
心
理
学
徒
が
、

「
わ
か
る
授
業
」
に
つ
い
て
楽
し
み
な
が
ら
考
え
た
こ
と
ど
も
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
い
ま

「
わ
か
る
授
業
」
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
．　
　
　
　
‐

い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
の

一
つ
に
は
、
「受
験
地
獄
」
「詰
め
込
み
教
育
」
「落
ち
こ
ば
れ
」
と
か

「落
ち
こ
ぼ
し
」

な
ど
が
問
題
と
さ
れ
る
中
で
、
現
在
の
日
本
の
学
校
で
、

「
わ
か
ら
な
い
授
業
」

が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
と
い
う
不
満
を
は
ら
ん
だ

実
感
が
、
子
ど
も
た
ち
や
親
た
ち
の
間
に
、
そ
し
て
教
師
た
ち
の
間
に
さ
え
次
第
に
強
ま

っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に

「
わ
か
る
授
業
」
と
い
う
言
葉
が
、　
一
種
の
合
い
言
葉
と
し
て
出
さ
れ
て
き
て
い
る

と
す
れ
ば
、
「
こ
れ
が

『
わ
か
る
授
業
』
だ
」
と
い
う
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
に
裏
づ
け
ら
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
わ
か
る
授
業
」
と
は

「
『
わ
か
ら
な
い
授
業
』
で
な
い
授
業
」
と
し
て
出
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
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1

IIは
な
い
か
。

は
、
ま
ず
、

そ
こ
で
、

「
わ
か
る
」

「わ
か
る
」

「
わ
か
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
む
ず
か
し
い
か
。

ま
ず
Ｌ
わ
か
る
」
は
、
「考
え
る
」
や

「
イ
メ
ー
ジ
す
る
」
な
ど
と
似
て
い
て
、
そ
し
て

「汗
を
流
す
」
や

「
身
体
を
動
か
す
」
な

ど
と
違

っ
て
、
外
部
か
ら
他
人
に
は
見
え
な
い
過
程
だ
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
心
理
学
に

「経
験
と
行
動
」
と
い
う
．区
別
が
あ
る

が
、
「
わ
か
る
」
は
ま
さ
し
く

「経
験
」
と
か

「
体
験
」
に
属
す
る
過
程
で
あ
る
。
同
じ
体
験
で
も
、
「喜
怒
哀
楽
」
の
よ
う
に
、
普

通
、　
外
に
も
表
わ
れ
る
も
の
は
、
体
験
そ
の
も
の
は
、
「
わ
か
る
」
と
同
様
、
外
か
ら
他
人
が
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て

も
、
そ
れ
ら
の
表
わ
れ
は
比
較
的
容
易
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
「
わ
か
る
」
は
様
々
な
表
わ
れ
方
を
す
る
。
「
わ
か

っ

て
」
、
「喜
ぶ
」
こ
と
も
．
「怒
る
」
こ
と
も
、
「哀
じ
む
」
こ
と
も
、
ま
た

「楽
し
む
」
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
表
わ
れ
は

一
様
で

な
く
、
ま
た

一
貫
も
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
か
ら
は
大
変
と
ら
え
に
く
い
経
験
だ
。

で
は
、
外
か
ら
見
て
も
簡
単
に
は
見
え
な
い
経
験
を
表
わ
す

「
わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
と
概
念
は
、
ど
う
い
う
経
過
で
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

‐
で

「
わ
か
る
」
の
語
源
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
概
念
の
特
質
に
照
ら
し
て

そ
の
経
過
を
次
の
よ
う
に
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

人
が

「
わ
か
ヽ
卜
と
ぃ
ぅ
経
験
を
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
時
、
そ
の
経
験
を
反
省
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
を

「
わ
か

る
」
と
い
う
経
験
と
し
て
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
に

「
わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
る
。
他
人
も

「
わ
か
る
」
と

い
う
経
験
を
す
る
こ
と
を
知
る
。
他
人
に
も

「
わ
か
る
」
と
い
う
経
験
を
さ
せ
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
親
が
子
に
、
師
が
弟
子
に
何

か
を
教
え
る
場
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
が

「
わ
か
る
」
こ
と
を
目
ざ
す
だ
け
で
な
く
、
他
人
に
も

「
わ
か
ら
せ
る
」
こ
と

「
わ
か
ら
な
い
授
業
』
の
心
理
学
」
で
は
な
く
て
、
「
わ
か
る
授
業
』

と
い
う
こ
と
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
つ

・

もヽ
て

の
心
理
学
」
を
考
え
る
に
当
た
っ 「 驚

・ ′:

,II
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を
目
ざ
す
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
「
わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
が
成
立
し
、
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

後
に
は
、
「
わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
の
お
か
げ
で
は
じ
め
て

「
わ
か
る
」
と
い
う
経
験
に
気
づ
く
人
も
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

「
わ
か
る
」
が
も
と
も
と
私
的
な
内
的
経
験
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
葉
と
し
て
は

一
つ
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
指
す

経
験
自
体
に
は
、
実
は
い
ろ
い
ろ
な

「
わ
か
る
」
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
て
く
る
。
　
　
ヽ

ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
大
論
理
学
』
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
Ｉ
…
同
じ
格
言
で
も
、
若
者
が
こ
れ
を
口
に
す
る
ば
あ
い
に
は
、
彼
が
そ
れ
を
ま

っ
た
く
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
し
て
も
、
生

活
経
験
を
積
ん
だ
大
人
―
―
こ
の
大
人
に
は
、
こ
の
格
言
は
、
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
中
味
の
す
べ
て
の
力
を
表
現
し
て
い
る
―
―
の

心
の
う
ち
で
そ
れ
が
持

っ
て
い
る
ほ
ど
の
意
味
と
広
さ
を
持
た
な
い
…
…
」

こ
れ
は
、
同
じ
格
言
を

「
わ
か
る
」
に
も
、
若
者
の

「
わ
か
る
」
と
、
経
験
を
積
ん
だ
大
人
の

「
わ
か
る
」
と
で
は
違
う
と
い
う

こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
大
人
に
は
そ
の
違
い
が

「
わ
か
る
」
が
、
若
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。
幼
い
子
ど
も
は
、
そ
の
格
言

を
正
し
ぐ
理
解
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
わ
か
ら
な
い
」
。
い
や
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
自
体
を

「
わ
か
る
」
わ
か
り
方
に
も
、

様

々
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
も
あ
リ
デ
る
で
あ
ろ
う
。
　
・

‐
剣
道
の
柳
生
新
陰
流
に

「兵
法
家
伝
書
」
と
い
う
秘
伝
書
が
あ
る
。
秘
伝
書
は
、
入
門
ｔ
た
ば
か
り
の
初
心
者
に
入
門
書
と
し
て

与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
長
年
の
修
業
を
積
ん
で
、
い
ま
や
免
許
皆
伝
を
受
け
よ
う
と
い
う
達
人
に
授
け
ら
れ
る

も

の

で

あ

る
。
で
は
、
そ
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
達
人
で
な
け
れ
ば

「
わ
か
ら
な
い
」
よ
う
な
難
し
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
、
剣
道
の

「
ケ
」
の
字
も
知
ら
な
い
わ
た
く
し
の
よ
う
な
者
が
読
ん
で
み
て
も
、　
一
見
、
全
く
わ

か
り
や
す
く
当
り
前
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
例
え
ば
次
の

一
節
が
あ
る
。

「
一　
病
気
之
事

か
た
ん
と

一
筋
に
お
も
ふ
も
病
也
。
兵
法
つ
か
は
む
と

一
筋
に
お
も
ふ
も
病
也
．習
の
た
け
を
出
さ
ん
と

一
筋
に
お
も
ふ
も
病
也
。
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下
ｔ
．■
■

か
か
ら
ん
と

一
筋
に
お
も
ふ
も
病
也
。ま
た
ん
と
ば
か
り
お
も
ふ
も
病
也
。
病
を
さ
ら
ん
と

一
筋
に
お
も
ひ
か
た
ま
り
た
る
も
病
也
。

何
事
も
心
の

一
す
ぢ
に
と
ヽ
ま
′り
た
る
を
病
と
す
る
也
。
此
様
々
の
病
、
皆
心
に
あ
る
な
れ
ば
、
此
等
の
病
を
さ

っ
て
心

調

る
事

也
。」
∩
近
世
芸
道
論
』
旧
本
思
想
大
系
６．
、
岩
波
書
店
、
三
一
九
ベ
ー
ン
）
。

一
言
で
言
え
ば
、
「
要
す
る
に
」
、
こ
だ
わ
り
を
も
た
ず
、
無
念
無
想
で
自
由
自
在
に
動
け
る
よ
う
に
心
を
調
え
よ
、
と
い
う
こ
と

か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
昔
、
長
年
の
修
業
と
幾
多
の
試
合
を
経
て
い
ま
免
許
皆
伝
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
い
う
剣
士
が
こ
れ
を
読

ん
だ
時
、
彼
に
，「
わ
か
る
」
の
は
、
そ
の
よ
う
な

「
要
す
る
に
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、　
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
、
苦
し
い
修
業

の
中
で
の

一
つ
一
つ
の
体
験
に
結
び
つ
け
ら
れ
、　
そ
れ
ら
の
体
験
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
し
た
も
の
と
し
て
、

「
わ
か
る
」
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
時
の
彼
の
わ
か
り
方
が
、
い
ま
の
わ
た
く
し
に
わ
か
る
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
わ
た
く
し
に
わ
か
る
の
は
、
そ
の
逸

い
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、　
一
つ
の
言
葉
を

「
わ
か
る
」
に
も
、
深
浅
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
様

々
な
物
事
に
つ
い
て
の

「
わ
か
る
」
に
も
、‐
ひ

と
り
ひ
と
り
個
人
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
何
に
つ
い
て
も
浅
く

「
わ
か
る
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
も
い
れ
ば
、
多
く
の
こ
と
を

深
く

「
わ
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
人
も
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
浅
く

「
わ
か
る
」
こ
と
し
か
如
ら
な
い
人
は
、
そ
も
そ
も
深

く

「
わ
か
る
」
と
い
う
経
験
が
存
在
す
る
こ
と
さ
え
知

，
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

他
人
が
、
あ
る
物
事
を

一
定
の
わ
か
り
方
で
わ
か

っ
て
い
る
こ
と
を
、
「
わ
か
る
」
た
め
に
は
、
自
分
も
、
そ
の
あ
る
こ
と
を
そ
の

一
定
の
わ
か
り
方
で
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
様
々
な
人
々
の
様
た
な

「
わ
か
る
」
を
「
わ
か
る
」
た
め
に
は
、

自
分
も
様
々
な

「
わ
か
る
」
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
様
々
な

「
わ
か
る
」
が
で
き
る
か
、
そ

れ
と
も
、
様
々
な

「
わ
か
る
」
が
あ
る
こ
と
は
最
低
限

「知

つ
て
」
は
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な
人
の

「
わ
か
る
」
が
わ
か

る
と
い
う
こ
と
を
、
様

々
な

「
わ
か
る
」
を

「
す
る
「
で
き
る
」
あ
な
い
は

「知
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
こ
う
し
て
密
接
な
つ
な

が
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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「わかる授業」の心理学

英
国
の
精
神
医
学
者
レ
イ
ン
は
書
い
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

人
は

「
他
者
の
目
を
通
じ
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
他
者
の
耳
を
通
じ
て
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
唯

一
の
ほ
ん
と
う
の
旅

は
、
…
…
同
じ

一
対
の
日
で
幾
百
の
異
な

っ
た
国
々
を
旅
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
幾
百
対
の
異
な

っ
た
日
で
同
じ
国
を
見
る
こ
と

で
あ
ろ
う
¨
…
…
」
（Ｒ
ｅ
Ｄ
・
レ
イ
ン
『自
己
と
他
者
』
志
賀
・
笠
原
訳
、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
五
年
、
二
七
ベ
ー
ジ
）
。　
　
　
　
　
　
　
・

限
定
さ
れ
固
定
さ
れ
た
自
己
流
の
わ
か
り
方
で
、
幾
多
の
物
事
を

一
通
り

「
わ
か
る
」

こ
と
も
、　
確
か
に

「
わ
か
る
」

で
は
あ

る
。
し
か
し
、
　
一
つ
の
物
事
を
様

々
な
わ
か
り
方
で
、
わ
か
る
」
こ
と
の
方
が
、
本
当
に

「
わ
か
る
」
こ
と
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
様

々
な
わ
か
り
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
固
定
し
た
自
分
の
わ
か
り
方
を
、
自
分
に
と

っ
て
の
そ
れ
ま
で
の
常
識
を
、
打

ち
破

っ
て
、
常
に
新
鮮
な
別
の
わ
か
り
方
を
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
人
の
わ
か
り
方
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

他
人
の
わ
か
り
方
を
で
き
た
り
、
し
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ー
バ
ー
の
い
う

「
わ
れ
“
な
ん
じ
」
に
お
け
る

「
な
ん
じ
」
、

他
者
を
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
も
通
じ
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
分
を
わ
か
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
く
。
ひ
い
て
は
、
人
間
を
、

具
体
的
に

「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が

っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
物
事
に
つ
い
て
本
当
に

「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
と
他
己
と
を
含
め
た
、
人
間
に
つ
い
て

「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
―

「
わ
か
る
」
に
、
次
の
三
つ
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
そ
れ
』
を
わ
か
る
」
（対
象
を
わ
か
る
）
。

「
そ
れ
』
を
い
か
に
わ
か
る
か
が
わ
か
る
」
（わ
か
り
方
が
わ
か
る
）
。

「
そ
れ
』
を
そ
の
よ
う
に
わ
か
る

『
わ
れ
』
を
わ
か
る
」
（
そ
う
い
う
わ
か
り
方
を
す
る
自
己
を
わ
か
る
）
。　
　
　
　
　
　
　
′

ひ
と
は

「
そ
れ
」
を
だ
け
で
な
く
、
「
わ
か
る
」
を
、
さ
ら
に

「
わ
れ
」
を
、
「
わ
か
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な

「
わ
か
る
」

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「読
む
と
は
自
己
を
読
む
な
り
」
（声
田
恵
之
助
）
に
な
ら

っ
て
、
「
わ
か
る
と
は
自
己
を
わ
か
る

な
り
」
と
で
も
い
っ
て
み
た
く
な
る
。

――……27-―――(615)
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い
|ヽ /::′

「
わ
か
る
」
に
は

「『
わ
か
る
』
と
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

を
知
る
を
ご
れ
を
知
る
と
為
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
為
せ
。

是
れ
知
る
な
り
。」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

論
語
に

「
こ
れ
　
　
　
　
　
　

′
′
　
　
　
　
・

そ
れ
と
似
た
思
想
を
レ
イ
ン
は
次
の

「詩
」
に
表
現
し
て
い
る
。

「
わ
た
し
が
知
ら
な
い
の
を
わ
た
し
が
知
ら
な
い
な
ら
ば

わ
た
し
は
知

っ
て
い
る
と
わ
た
し
は
思
う

わ
た
し
が
知

っ
て
い
る
の
を
わ
た
し
が
知
ら
な
い
な
ら
ば

わ
た
し
は
知
ら
な
い
と
わ
た
し
は
思
う
」

（
Ｒ
・
Ｄ
・
レ
イ
ン
『結
ば
れ
』
村
上
光
彦
訳
、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
三
年
、
九
四
ベ
ー
ン
）

こ
れ
を
少
し
言
い
換
え
る
と
、
こ
ん
な
風
に
な
る
。

「
わ
た
し
が

『
わ
か
ら
な
い
』
の
を
わ
た
し
が

『
わ
か
ら
な
い
』
な
ら
ば
、

わ
た
し
は

『
わ
か

っ
て
い
る
』
と
わ
た
し
は
思
う
。

″
ぎ

、
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

わ
た
し
が

『
わ
か

っ
て
い
る
』
の
を
わ
た
し
が

『
わ
か
ら
な
い
』
な
ち
―

わ
た
し
は

『
わ
か
ら
な
い
』
と
わ
た
し
は
思
う
。」

「
わ
か
る
」
と
「
わ
か
る
」
と
わ
か
る
」
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
わ
か
る
」
と

「
わ
か
ら
な
い
」
と
の
関
係
に
つ
い
で
少
し
考
え
て
み
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

ｏ
　
ま
ず
、
す
べ
て
を

「
わ
か

っ
て
い
る
」
の
が
本
当
に

「
わ
か

っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
も
し
全
知
全
能
で
は
な
い
人
間

に
は
す
べ
て
を
わ
か
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
を
わ
か

っ
て
い
る
と
自
分
で
思

っ
て

い
る

人
間

「
は
、
実
は
本
当
に
は
わ
か

っ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
わ
か

っ
て

い
る
の
が
、
む
し
ろ
、
「
わ
か

っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

(616)-28-



‐II鸞

「
わ
か
る
」
と
は
、ヽ
そ
の
人
自
身
が

「
わ
か
ら
な
い
」
と
疑
間
に
思

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
に
起
こ
る
経
験
で
あ
る
。
な

ん
ら
の
疑
問
も
も

っ
て
い
な
か

っ
た
時
に
は
、
た
と
え
わ
か

っ
て
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
本
当
に
わ
か
っ
た
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
自

分
自
身
の
問
い
に
な
ち
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
わ
か

っ
て
も
、
そ
れ
は
深
く

「
わ
か
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
疑
間
を
生
ず
る

こ
と
自
体
が
、
わ
か
る
こ
と
の
前
提
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
か

っ
て
き
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
さ
え
も
あ
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、

「
わ
か

ら
せ
る
」
た
め
に
は
、
本
人
に

「
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」
と

「
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
」
と
を
は

っ
き
り
さ
せ
、
彼
自
身
の
疑
間
を

も
た
せ
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
だ

′と
い
う
こ
と
に
な
る
。

全
く

「
わ
か
ら
な
い
」
状
態
と
い
う
の
は
、
「
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
状
態
を
い
う
の
で
は
な
く
て
、
「
何
が
わ

か

っ
て
い
て
、
何
が
わ
か

っ
て
い
な
い
か
が
わ
か
ら
な
い
」
状
態
、
つ
ま
り

「
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
」
状
態
を

い
う

の

で
あ

る
。
何
が
わ
か
ら
な
い
か
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
「
わ
か

っ
て
い
る
」
状
態
な
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
も
わ
か
ら
ず
、
わ
か
り
た
く
て
仕
方
の
な
か

っ
た
何
事
か
を

「
わ
か
る
」

と
い
う
経
験
は
、
そ
れ
自
体
、

「生
き
る
喜

び
」
「
生
き
が
い
」
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
経
験
で
あ
る
。
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の

「
ユ
リ
ー
カ
」
（わ
か

っ
た
！
）
の
逸
話
に
ま
つ
ま
で

も
な
ぐ
、
「
わ
か
る
」
こ
と
は
、
強
烈
な
喜
び
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。　
わ
か
り
た
い
と
も
思
わ
な
い
こ
と
を
、　
ぼ
つ
り
ば
つ
り

わ
か

っ
て
み
て
も
、
「
わ
か
る
こ
と
は
わ
か
る
が
一
退
屈
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

自
分
に

「
わ
か
る
」

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

「
わ
か
る
」
こ
と
も
、
喜
び
に
つ
な
が
る
。
戦
没
学
生
の
遺
稿
手
記
集

『
き
け
わ
だ

つ
み
の
声
』
所
収
の
、
戦
犯
と
し
て
刑
死
す
る
直
前
に
書
か
れ
た
次
の
文
章
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

「
私
は
こ
の
書
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
問
よ
り
離
れ
て
す
で
に
四
年
、
そ
の
今
日
に
お
い
て
も
な
お
難
解
を
も

っ
て
著
名
な
本
書

〔
田
辺
元
著

『
哲
学
通
論
し

を
、
さ
し
た
る
困
難
も
な
し
に
読
み
得
る
今
の
私
の
頭
脳
を
わ
れ
な
が
ら
あ
り
が
た

く
思
う
と
と
も
に
、
過
去
に
お
け
る
私
の
学
問
生
活
の
精
進
を
振
り
返
っ
て
楽
し
く
味
あ
る
も
の
と
喜
ぶ
の
で
あ
る
。」
（光
攻
社
、
一

九
五
九
年
、　
一
九
九
―
二
〇
〇
ベ
ー
ジ
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

「わかる授業」の心理学  l
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「
わ
か
る
」
は
喜
び
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

で
は

「
わ
か
る
」
こ
と
と

「行
動
す
る
」
「
実
行
す
る
」
こ
ど
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
「
わ
か
つ
ち
ゃ
い
る
け
ど
や
め
ら
れ
な
い
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
わ
か
る
」
こ
と
と

「
す
る
」
こ
と
と
は
別
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
、
浅
い
レ
ベ
ル
の

「
わ
か
る
」
で
は
、　
ま
だ
、
「
す
る
」

に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も
の
と
、
わ
た
し

は
考
え
た
い
。
深
く
本
当
に

「
わ
か
る
」
こ
と
は

「
す
る
」

に
結
び
つ
く
力
を
備
え
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

従

っ
て
、
「
わ
か

る
力
」
は

「
生
き
る
力
」

に
結
び
つ
く
は
ず
な
の
だ
。　
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
そ
の

『
世
界
観
の
心
理
学
』
（上
村
ｉ
削
田
訳
、
理
想
社
、
一
九

七
一
年
）

の
中
で
、

世
界
像
に
三
つ
の
段
階
を
区
別
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
体
験
さ
れ
、　
心
と
癒
着
し
て
い
る
世
界
」
、
「客
観

化
さ
れ
、
知
ら
れ
、
人
間
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
世
界
」、
そ
し
て
、
「単
に
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
体
験
さ
れ
な
い
よ
う
な
世
界
」

の
三
つ
で
あ
る
。
第
三
の
世
界
像
は
、
知
識
に
よ
っ
て
表
面
的
に
獲
得
で
き
る
が
、
単
に
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
自
分
の
も
の

と
な
っ
て
い
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
だ
と
考
え
る
。

次
に
、
「
わ
か
る
」
と

「
つ
く
る
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
物
事
を

「
わ
か
る
」
と
は
、
物
事
を
現
実
的
に
あ
る
い
は
観

念
的
に
再
創
造
し
、
外
的
な
あ
る
い
は
内
的
な
モ
デ
ル
を
つ
く
る
こ
と
だ
、
と
す
る
考
え
が
、
現
代
の
認
識
心
理
学
の
中
に
あ
る
。

シ
ミ
ュ
レ
―ヽ
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
考
え
方
で
も
あ
る
し
、
ま
た
、
「
わ
か
る
」

の
言
語
心
理
学
で
の
一
つ
の
説
明
で
も
あ
る
。　
こ
の

考
え
は
、
実
は
新
し
い
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
十
七
、
八
世
紀
の
思
想
家
ブ
ィ
コ
も

「歴
史
に
と
っ
て
は
、
物
を
作

っ
た
者
が
ま

た
そ
の
物
を
物
語
る
と
こ
ろ
ほ
ど
、
大
き
な
確
実
性
の
あ
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
あ
り
得
な
い
」
と
書
い
て
い
た
と
い
う
。
エ
ン
ゲ

。
ル
ス
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
繰
り
返
し
現
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、　
こ．
の
考
え
の
真
実
性
を
強
く
感
じ
る
。
「
わ
か
る
」
と

は
、
内
的
に

「
つ
く
る
」
こ
と
な
の
だ
。
と
す
る
と
、
「
な
ん
じ
」
を

「
わ
か
る
」
の
も
、
「な
ん
じ
」
の
経
験
を

「
わ
れ
」
の
中
で

再
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
ま
り
、
「推
測
に
よ
る
再
構
成
」
や

「共
感
に
よ
る
追
体
験
」

に
よ
っ
て
、　
は
じ
め
て
で
き
る
の

菫Ｆヽ

だという考
かも
ここに
つなが
っていく
ことになる。

(618)-30-
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「
わ
か
る
」
は
発
達
す
る
。
様
々
な

「
わ
か
る
」
を
発
達
さ
せ
る
の
が

ｒ

「わ
か
る
授
業
」

に
つ
い
て

「
わ
か
る
授
業
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
わ
か
ら
な
い
授
業
」
と
は
、
子
ど
も
に

「何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
授
業
」
の
こ
と
で
あ
る

と

す

る

と
、
「
ゎ
か
ら
な
い
授

業
』
で
な
い
授
業
」
と
し
て
の

「
わ
か
る
授
業
」
は
い

「
わ
か
る
」
の
多
様
さ
に
対
応
し
て
多
種
多
様
で
あ
る
。

授
業
に
お
け
る
予

ど
も
の

「
わ
か
る
」

の
深
浅
の
様

々
、
「
わ
か
る
」

の
個
人
差
の
様

々
、　
わ
か
り
方
の
様

々
、
「
そ
れ
」
「
わ
か
り
方
」
「
わ
れ
」

を

「
わ
か
る
」
。
「
そ
れ
」
「
な
ん
じ
」
「
わ
れ
」
を

「
わ
か
る
」
、
そ
し
て
、
「
わ
か
る
」
と

「
わ
か
ら
な
い
」
、
「
わ
か
る
」
と

「す
る
」
、

「
わ
か
る
」
と

「
つ
く
る
」
の
関
係
、
そ
し
て
、
「
わ
か
る
」
の
発
達
を
促
す

「
わ
か
ら
せ
る
」
の
様
々
、
こ
れ
ら
が

一
つ
一
つ
の
授

業
で
異
な
る
。
「
わ
か
る
授
業
」
の
多
様
さ
は
、
ま
さ
し
く
目
ま
い
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
だ
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、

「
わ
か
る
授
業
」

を
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た

「
わ
か
る
」
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
て
、
二
、
三
の
間

題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

「
わ
か
る
授
業
」
を
つ
く
る
た
め
に
、
教
師
は
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

‐

第

一
に
、
子
ど
も
が

「
わ
か
る
」

べ
き
物
事
を
、
教
師
が
自
分
で
「
わ
か
る
」
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
子
ど
も
が
、
そ
の
物
事
を
、
ど
う

「
わ
か
る
」
か
を

「
わ
か
る
」
こ
と
で
ぁ
る
。

第
三
に
、
第

一
、
第
二
に
基
づ
い
て
、
授
業
で
子
ど
も
に

「
わ
か
ら
せ
た
い
」
そ
の

「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
現
在
の
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
か
ら
、
わ
か
ら
せ
た
い

「
わ
か
る
」
ま
で
、　
ど
う
導
く
の
か
を

「
わ
か
り
Ｌ
　
そ
れ
を

「
つ
く
り
」
ま
た

「
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

以
上
を
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
の
こ
と
は
、
教
師
自
身
が
教
材
を
い
か
に
と
ら
え
、
「
わ
か
る
」
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斎
藤
喜
博
著

『
授
業
の
展
開
』

-31-(619)



（全
集
第
六
巻
、
国
土
社
）
で

「教
師
の
解
釈
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
仕
事
に
対
応
す
る
。
こ
の
仕
事
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
あ

る
大
学
生
の

「小
学
校
時
代
の
授
業
の
思
い
出
」
を
つ
づ
っ
た
次
の
文
章
を
紹
介
し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

「
こ
の
先
生
の
授
業
は
ま
ず
教
科
書
に
忠
実
で
あ

っ
た
。
と
い
う
よ
り
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
す
み
か
ら
す
み
ま
で
片
よ

ら
ず
同
じ
力
点
を
お
い
て
説
明
し
生
徒
に
徹
底
さ
せ
た
。
し
た
が

っ
て
授
業
内
容
に
柔
軟
性
と
い
う
か
融
通
が
全
く
な
か

っ
た
。
今

で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
国
語
の
テ
ス
ト
で

『
作
者
の
気
持
ち
を
述
べ
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
設
間
に
対
し
、
…
…
こ
の

先
生
の
場
合
、
模
範
解
答
と

一
字

一
句
同
じ
で
な
い
と
ｘ
が
つ
く
か
、
そ
の
模
範
答
案
に
相
当
近
く
て
も
減
点
さ
れ

た

も

の

で
あ

る
。
こ
れ
は
、
小
学
生
の
私
に
も
ず
い
分
変
な
こ
と
に
思
わ
れ
た
。
理
由
を

（勇
気
を
出
し
て
）
先
生
に
問
い
た
だ
し
て
も
、
た
だ

『
答
え
に
こ
う
書
い
て
あ
る
か
ら
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
説
明
を
さ
れ
た
の
で
、
何
と
い
う
か
先
生
に
対
す
る
不
信
感
を

ず
い
分
持

っ
た
も
の
だ

っ
た
。
…
…
先
生
の
実
力
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
６
年
の
始
め
こ
ろ
に
は
私
は
感
じ
て

い
た
。」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
′
　

　

‐
　

　

　

　

　

ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
応
、
現
実
が
こ
の
学
生
の
記
述
通
り
で
あ

っ
た
と
し
て
以
下
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
先
生
は
、

，
教
材
を
自
分
で

「
わ
か
る
」
こ

と
を
し
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「
わ
か
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
で
、
た
だ

「
教
師
用
指
導
書
」
通
り
に

授
業
を
進
め
て
い
た
よ
う
だ
。
子
ど
も
は
、
表
面
上
は
教
師
に
合
わ
せ
て
浅
い
レ
ベ
ル
で
の
「
わ
か
る
」
を
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
こ

と
に
、
教
師
の

「
わ
か
る
」
が
浅
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
ま
で

「
わ
か

っ
た
」
と
い
う
。
子
ど
も
は
、
、授
業
の
中
で
、
教
師
の

「
わ

か
る
」
だ
け
で
な
ぐ
、
「
わ
か
り
方
」
さ
ら
に
は
教
師
の
人
間
を
も

「
わ
か
る
ビ

の
で
あ
る
。
子
ど
も
に
深
い

「
わ
か
る
」
を
経
験
さ

せ
る
た
め
に
は
、
教
師
自
身
が
ま
ず
深
い
Ｌ
わ
か
る
」
を
経
験
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

第
二
に
は
、
教
師
は
自
分
の
わ
か
り
方
で
わ
か
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
現
在
の
わ
か
り
方
を
わ
か
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
目
を
通
し
て
教
材
を
見
る
と
い

，
こ
と
で́
あ
る
。
他
人
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
わ
か
り
方
を

哺
Ｆ

　

わ
れ
る
た
め
に
は
、
漱
師
自
身
が
多
様
な
わ
か
り
方
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
は
、
教
材
を
多
様
に
「
わ
か
る
」
だ
け
で

｀
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な
く
、
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
と

「
わ
か
ら
な
い
」
を

「
わ
か
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
は
、
第

一
と
第
二
に
基
づ
い
て
、
子
ど
も
に
ど
う
わ
か
ら
せ
た
い
か
、
そ
の
願
い
が
出
て
く
る
。
教
師
が
も
し
、
貧
弱
な

「
わ
か
る
」
し
か
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
経
験
さ
せ
た
い
と
願
う

「
わ
か
る
」
も
貧
弱
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え

ば
、
詩
の
授
業
で
、
語
句
の
解
釈
に
終
始
す
る
授
業
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
教
師
自
身
が
詩
を
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
し
か

「
わ
か
ら
な
い
」
た
め
で
あ
ろ
う
。
教
師
の

「
わ
か
る
」
が
深
く
多
面
的
で
柔
軟
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
子
ど
も

に
そ
の
よ
う
な

「
わ
か
る
」
を
経
験
さ
せ
た
い
と
願
う
ご
と
も
で
き
る
。
教
師
が
深
く

「
わ
か
る
」
こ
と
が
で
き
、
ま
た
深
い

「
わ

か
る
」
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
て
は
じ
め
て
「
子
ど
も
が
、
教
師
の

「
わ
か
る
」
以
上
の

「
わ
か
る
」
を
出
し
て
教
師
を
超
え
た

時
に
も
、
そ
れ
を

「
わ
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
「

第
四
に
授
業
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
刻
々
の

「
わ
か
り
方
」
を
、
子
ど
も
の
言
葉

・
表
情

・
表
現
な
ど
か
ら
「
わ
か
り
」
な
が
ら
、

そ
れ
に
刻

々
対
応
し
て
い
く
、
教
師
の

「
わ
か
る
授
業
」
に
お
け
る
中
核
と
な
る
仕
事
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
「
わ
か
る
」
は
、
子
ど

も
の

「
わ
か
る
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
教
師
は
怠
惰
で
い
い
、
い
や
、
怠
惰
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
ｆ
…
・教

え
な
い
こ
と
が
教
育
だ
、
教
師
が
教
え
た
い
と
ね
が
う
こ
と
を
む
し
ろ
惜
し
ん
で
惜
し
ん
で
惜
し
み
ぬ
く
こ
と
が
教
育
だ
…
…
。
教
一

師
が
惜
じ
め
ば
惜
し
む
ほ
ど
逆
に
子
ど
も
は
み
ず
か
ら
の
意
志
と
行
為
の
い
っ
さ
い
を
あ
げ
て
教
師
に
接
近
す
る
。
そ
の
出
会
い
の

中
に
真
の
教
授
が
成
立
す
る
。
怠
惰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
師
が
み
ず
か
ら
の
主
体
と
責
任
に
お
い
て
惜
し
み
ぬ
く
こ
と
で
あ

る
。」
（武
田
常
夫

『真
の
授
業
者
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、
一
九
七
一
年
、
四
三
ベ
ー
ジ
）
。
子
ど
も
の

「
わ
か
ら
な
い
」
を
明
瞭
に
ざ
せ
、
そ

れ
を
子
ど
も
の

「
わ
か
り
た
い
」
に
変
え
て
い
く
仕
事
、　
そ
れ
が

「
わ
か
る
授
業
」

だ
。
「
わ
か
る
」
と

「
わ
か
ら
な
い
」
の
関
係

が
こ
こ
に
生
き
て
く
る
。

林
竹
二
先
生
の

『
開
国
の
授
業
』
（「教
授
学
研
究
年
報
１
」
評
論
社
、　
一
九
七
五
年
、
所
収
）

は

「
わ
か
る
授
業
」
の

一
典
型
で
あ
る

と
わ
た
く
し
は
思
う
。

-33-(621)
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子
ど
も
た
ち
の
授
業
に
対
す
る
感
想
文
を
見
て
み
よ
う
。

簡
単
に

「
わ
か
る
」
や
さ
し
い
こ
と
で
な
く
、
む
ず
か
し
い
こ
と
が
、
子
ど
も
に
と

っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
な
り
、
そ
れ
を

「
わ
か

る
」
こ
と
は
、
大
き
な
喜
び
を
も
た
ら
す
。

「林
学
長
先
生
の
授
業
は
む
ず
か
し
か

っ
た
。
頭
が
ガ
チ
ン
カ
チ
ン
に
な
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
…
…
い
つ
も
に
な
い
、
充
実
感
が
あ
っ

た
。」
（児
童
名
・
貝
森
め
ぐ
み
）
　

　

．

「本
当
に
と
て
も
む
ず
か
し
か

っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
中
身
が
こ
か

っ
た
。
…
…
と
に
か
く
、
む
ず
か
し
く
お
も
し
ろ
い
授
業

だ

っ
た
。」
（菊
地
正
枝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

「林
先
生
の
授
業
は
、
む
ず
か
し
か

っ
た
が
わ
か
り
や
す
か

っ
た
。」
（荒
川
真
由
美
）
　
　
　

，

「
ペ
リ
ー
の
来
航
、
林
子
平
…
…
。
今
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
、　
一
つ
一
つ
わ
か

っ
て
い
く
。
―
―
な
ん
と
も
言
え
ぬ
楽
し
さ

だ

っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
も

っ
と
開
国
の
こ
と
を
調
べ
て
み
よ
う
。
ま
た
あ
ん
な
む
ず
か
し
く
て
楽
し
い
授
業
を
受
け
て
み
た
い
。」

（倉
林
由
美
代
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

「
む
ず
か
し
い
」
と

「
わ
か
り
や
す
い
」
「
お
も
し
ろ
い
」
は

一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
深
く

「
わ
か
る
授
業
」
で
は
、
必
ず

表
裏
を
な
し
て
、．
充
実
感
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
が
、
次
の

「
わ
か
る
授
業
」

へ
の
期
待
を
生
む
。

「
わ
か
る
」
経
験
を
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の

「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
も
反
省
し
、
「
わ
か
り
方
」
に
つ
い
て
も
わ
か

っ

て
い
く
。
例
え
ば
、

１７
。―
開
国
と
い
う

一
つ
の
出
来
事
を
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
つ
っ
こ
ん
で
見
て
、
細
か
い
こ
と
か
ら
だ
ん
だ
ん
積
み
上
げ
て
い

く
よ
う
だ

っ
た
。　
…
…
サ
イ
コ
ロ
を
、　
上
や
横
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、　
ひ
っ
く
り
返
し
て
、　
底
か
ら
も
な
が
め
た
と
い
う
感
じ
だ

…
…
ず
と
に
か
く
、
非
常
に
面
白
い
勉
強
だ

っ
た
。」
（小
松
附
益
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

「
い
つ
も
は
参
考
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
見
て
い
っ
て
い
た
の
が
、
今
日
に
か
ぎ

っ
て
自
分
の
考
え
た
な
に
か
を
発

表

す

る

の
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だ
。
は
く
は
昔
の
人
の
立
場
に
な

っ
て
考
え
た
。」
（加
藤
光
彦
）
　
　
　
　
　
・

「
先
生
は
、
「
参
考
書
で
調
べ
る
よ
り
、
ま
ず
、
自
分
の
頭
で
、
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。』
こ
う
、
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ

が
、
ど
ん
な
に
大
切
な
事
か
、
は
じ
め
て
、
わ
か
り
ま
し
た
。
参
考
書
に
は
、
正
し
い
答
え
が
、
の
っ
て
い
る
。
だ
け
ど
、
自
分
の

頭
で
、　
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
、　
あ
あ
い
う
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
、　
こ
う
し
て
考
え
た
方
が
、　
ず

っ
と
覚
え
や
す
い
の
で

す
。」
（安
達
庸
子
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
´

子
ど
も
た
ち
は
い
「幾
百
対
の
異
な

っ
た
目
で
同
じ
国
を
見
」
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

子
ど
も
た
ち
は
、
物
事
と
し
て
の

「開
国
」
に
つ
い
て

「
わ
か
る
」
だ
け
で
な
く
、
林
先
生
の

「
わ
か
る
」

り
」
、
さ
ら
に
、
林
先
生
に
つ
い
て
も

「
わ
か
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
、
林
先
生
の

「
わ
か
る
授
業
」
に
は
、
林
先
生
自
身
の

「
わ
か
る
」
が
そ
の
基
本
に
あ
る
。
授
業
は
、
教
師
と
い
う
人
間
と
、

人
間
と
し
て
の
子
ど
も
た
ち
と
の
対
決
と
交
流
の
場
で
あ
る
。
真
に
深
く

「
わ
か
る
授
業
」
を
創
る
教
師
は
、
優
れ
た
精
神
科
医
に

勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
　
＾
く
ら
い
、
人
間
の
心
を
わ
か
り
、
人
間
に
よ
る
科
学
や
芸
術
を

「
わ
か
る
」
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
仕

事
の
重
要
さ
、
困
難
さ
。
思
わ
ず
、
た
め
息
が
出
る
。

に

つ
い
て
も

「
わ
か

「
わ
か
る
授
業
』
の
心
理
学
」
な
る
も
の
が
、
現
在
す
で
に
で
き
上
が

っ
た

そ
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
「
わ
か
る
授
業
」
に
お
け
る
教
師
の

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
大
変
だ
・、
と
ま
た
、
た
め
息
が
出
る
。

「
心
理
学
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
わ
か
る
」
と
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」

（東
京
大
学
助
教
授
）

「わかる授業の」心理学

-35-(623)


