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学
校
週
五
日
制
に
関
す
る
母
親
の
意
見
の
形
成
基
盤

教
育
分
業
意
識
を
中
心
と
し
て

轟

亮

〈
要
旨
〉

本
稿

で
は
、

一
九
九

二
年
九
月
か
ら
全
国

の
公
立
学
校
に
お

い
て
は
じ
ま

っ
た
学
校

週

五
日
制

に
関
し
、
母
親

の
賛
否

の
態
度
が
ど

の
よ
う
な
要
因
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ

て

い
る
か
を

、
同
年

十
月
に
実
施
し
た

「青

少
年

の
教
育
に
関
す
る
意
識
調
査
」

の
デ
ー

タ
を

用
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
学
校
週
五
日
制

の
導
入
は
、
子
供

の
教
育
に
関
す
る
学

校

-
家
庭
間

の
分
担

関
係

の
適
正
化
を
目
的

の
ひ
と

つ
と
し

て
い
る
た
め
、
教
育

の
分

担
関
係

に

つ
い
て
の
意
識

、
す
な
わ
ち
教
育
分
業
意
識
が
、
学
校

五
日
制

へ
の
態
度
を

規
定

し
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。

ま
ず
教
育
諸
項

目
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
分
業
観
に

つ
い
て
因
子
分
析
を
行
な

い
、
家

庭

-
学
校
間

の
教
育

分
業
意

識
が
生
活
教
育
と
学
業
教
育
と

い
う
独
立
し
た

二
局
面
か

ら
成

る
、
と
い
う
構
造
が
確

認
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
親
が
学
校
に
対
し

て
も

つ
期
待
は
、

生
活
教
育
期
待
と

学
業
教
育

期
待

と

い
う

二
種
の
期
待
と
し
て
測
定
さ
れ
る
。
次
に
、

学
校

五
日
制

へ
の
賛

否
は
学
業
教

育
期
待

と
は
相
関
関
係
を
も
た
ず
、
生
活
教
育
期
待

と
相
関
を
も

つ
こ
と
が
発

見
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
な

学
校

五
日
制

に
伴
う

学
力

の
低
下
の
お
そ
れ
が
、
親

の
反
対
す
る
理
由
と
な

っ
て

い
な

い
こ
と
、
そ
し
て
生
活
教
育
的
な
側
面
に
お

い
て
学
校

へ
の
期
待

の
度
合
が
高

い
親
ほ

ど
、
学
校
五

日
制
に
反
対
す
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
、
階
層
上

の

地
位
や
職
業
条
件
な
ど

の
変
数
を
も
説
明
要
因
と
し
て
導
入
し
た
重
回
帰
分
析
を
行
な

い
、
学
校

へ
の
生
活
教
育
期
待
が
学
校
五
日
制

へ
の
反
対
傾
向
に
直
接
的
な
効
果
を
も

つ
こ
と
を
確
認
し
た
。

以
上

の
分
析
か
ら
、
学
校
週
五
日
制
の
導
入
を

ス
ム
ー
ズ

に
行
な

い
、
そ

の
積

極
的

な
意
義
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
行
政
や
学
校
現
場
が
学
校
教
育
に
対
す
る
生
活

教
育

的
な
側
面

へ
の
期
待
に
十
分
配
慮

し
た
、
柔
軟
性

の
高
い
対
応
を
行
な
う

こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

学
校
週
五
日
制

、
教
育

分
業
意

識
、
母
親
、
因
子
分
析

、
重
回
帰
分
析
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1

問
題
意
識

一
九
九
二
年
九
月
に
、毎
月
第
二
土
曜
を
休
業
日
と
す
る
学
校
週
五
日
制
が
、

全
国
の
国
公
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校

、
中
学
校
、
高
等
学
校
お
よ
び
盲
学
校
、

聾
学
校
、
養
護
学
校
で
実
施
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
、
明
治
期
以
来
の
就
学

の
ひ
と
つ
の
基
本
的
形
態
に
加
え
ら
れ
た
変
更
で
あ
る
。
予
想
以
上
に
短
期
間

で
実
現
に
至

っ
た
こ
と
か
ら
、
学
校

五
日
制
の
導
入
当
初
に
は
学
校
現
場
や
家

庭
で
対
応
に
困
惑
と
混
乱
が
起
こ
り
、
五
日
制
の
是
非
を
め
ぐ

っ
て
広
く
議
論

が
行
わ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。

導
入
か
ら
二
年
以
上
が
経
過
し
た
現

在
、
行
政
は
月

一
回
の
五
日
制
は
定
着
し
た
と
み
な
し
て
お
り
、

一
九
九
五
年

度
か
ら
月
二
回
実
施

へ
拡
大
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
具
体

的
な
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
完
全
週
五
日

制

へ
の
移
行
が
長
期
目
標
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

学
校
週
五
日
制
の
実
施
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
予
想
さ
れ
る
。
本
稿
で

は
特
に
、
学
校
週
五
日
制
に
よ
り
青
少
年
に
対
す
る
教
育
責
任
の
分
担
関
係
が

変
容
す
る
、
と
い
う
点
に
注
目
七
よ
う
。

青
少
年
を
取
り
ま
く
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
、
学
校
渉
果
た
す
機
能
の
拡
大

と
い
う
傾
向
が
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
従
来
家
庭
や
地
域
社

会
が
果
た
し
て
き
た
教
育
機
能
の
衰
退
を
背
景
と
し
て
、
学
校
は
教
科
の
学
習

以
外
の
諸
活
動
を
通
じ
、
生
活
集
団

と
し
て
生
活
化

・
社
会
化
の
側
面
を
強
め

(1
)

た
と
さ
れ
る
。
学
校
週
五
日
制
の
導

入

・
実
施
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
逆
転

す
る
こ
と
、

つ
ま
り
学
校
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
こ
で

五
日
制
実
施
に
伴
い
、
学
校
が
担

っ
て
き
だ
教
育
機
能
の
あ
る
部
分
が
そ
の
他

の
教
育
主
体
に
よ

っ
て
果
た
さ
れ
る
必
要
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
教
育

主
体
と
し
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
る
の
は
家
庭
あ
る
い
は
地
域
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
学
校
五
日
制
の
実
施
は
教
育
の
分
担
関
係
の
変
更
と
い
う
意
味
を

も
つ
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
子
ど
も
の
教
育
の
第

一
の
責
任
者
で
あ
り
、
ま
た
教
育
の
分
担

者
と
し
て
不
可
欠
な
存
在
と
想
定
さ
れ
て
い
る
親
た
ち
は
、
学
校
五
日
制
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
意
見
を
も

っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
五
日
制
に
対
す
る
親
の

賛
否
の
態
度
は
、
い
か
な
る
要
因
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

親
た
ち
の
意
識
の
布
置
状
況
と
そ
の
規
定
要
因
に
関
心
が
抱
か
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

以
下
で
は
、

一
九
九
二
年
十
月
に
筆
者
ら
が
実
施
し
た

「青
少
年
の
教
育
に

関
す
る
意
識
調
査
」
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
学
校
週
五
日
制
に
対
す
る
親
の
意

見
の
規
定
要
因
を
、
教
育
の
分
担
関
係
に
関
す
る
意
識
に
焦
点
を
あ
て
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
母
親
の
態
度
で
あ

る
。
家
庭
と
学
校
の
教
育
分
担
関
孫
と
い
う
視
点
を
有
す
る
と
き
、
家
庭
内
の

教
育
の
責
任
者
と
さ
れ
て
き
た
母
親
の
意
見
を
ま
ず
分
析
す
る
の
は
、
考
察
の

順
序
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

学
校
五
日
制
に
関
す
る
学
術
的
な
研
究
は
ま
だ
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
文
部

省
や
そ
の
他
の
機
関
に
よ
る
調
査
か
ら
基
礎
的
集
計
報
告
は
な
さ
れ
て
い
る

が
、
親
の
意
見
に
関
し
て
第

一
次
的
な
社
会
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
た
計
量
的
研

究
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
潜
在
的

概
念
の
抽
出
と
多
変
量
解
析
と
い
う
方
法
を
用
い
た
統
計
的
分
析
を
行
な
う
こ
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と
に
よ
り
、
基
礎
的
集
計
の
み
か
ら

で
は
得
ら
れ
な
い
重
要
な
知
見
を
示
し
得

る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
初
期
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
は
、
段
階
的
に
行
わ
れ
る
制
度
改
革
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
重
要

な
意
義
を
も

つ
と
思
わ
れ
る
。

2

学
校
五
日
制
導
入
の
目
的
と
問
題
点

学
校
五
日
制
導
入
は
ま
さ
に
行
政

主
導
の
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
実
施
に
至
る
経
緯
を
た
ど
り
、
五
日
制
実
施
の
目
的
を
ま
ず
整
理
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

五
日
制
導
入
の
発
端
は
、
臨
時
教

育
審
議
会
第
二
次
答
申

(
一
九
八
六
年
)

と
教
育
課
程
審
議
会
答
申

(
一
九
八
七
年
)
に
あ
る
。
二
つ
の
答
申
は
共
に
、

学
校
五
日
制

へ
の
移
行
の
必
要
性
を
述
べ
る
前
提
と
し
て
週
休
二
日
制
の
普
及

と
拡
大
と
い
う
社
会
情
勢
を
認
識
し
て
お
り
、
学
校
教
職
員
の
週
休
二
日
制
の

実
現
に
よ
る
労
働
時
間
の
短
縮
が
、
五
日
制
の
主
要
な
目
的
と
な

っ
て
い
る
と

(2
)

判
断
で
き
る
。
さ
ら
に
臨
教
審
答
申
で
は
五
日
制

へ
の
移
行
を
学
校
負
担
の
軽

減
と
並
記
し
、
五
日
制
を
家
庭
、
学
校
、
地
域
の
三
者
の
教
育
上
の
役
割
と
責

任
を
改
め
て
整
理
し
直
す
契
機
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
校
教
育
の
肥
大
化

と
い
う
問
題
に
対
処
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
答
申
を
受
け
て
v
五
日
制
実
施
を
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め

に
、
「
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
新

し
い
学
校
運
営
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協

力
者
会
議
」
が
設
置

(
一
九
八
九
年
)
さ
れ
、
ま
た

一
九
九
〇
年
度
か
ら
全
国

九
都
県
の
六
八
校
の

「調
査
研
究
協
力
校
」
で
月

一
回
ま
た
は
二
回
の
五
日
制

が
試
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
学
校
週
五
日
制
の
段
階
的
導
入
渉
適
当
で
あ
る
と

い
う
同
会
議
の
結
論
に
沿

っ
て
、

一
九
九
二
年
度
二
学
期
か
ら
月

一
回
の
学
校

週
五
日
制
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

五
日
制
の
実
施
に
あ
た

っ
て
文
部
省
は
、
前
述
の
二
答
申
と
は
や
や
視
点
を

異
に
し
、
五
日
制
の
も
つ
教
育
的
意
義
を
特
に
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

子
ど
も
が
家
庭
や
地
域
社
会
で
過
ご
す
時
間
を
多
く
し
、
家
庭
や
地
域
で
の
生

活
体
験
の
な
か
で
、
社
会
変
化
に
主
体
的
に
対
応
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す

る
と
い
う
今
日
的
教
育
課
題
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
、
学
校
五
日
制
導
入
の
意

(3

)

義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
①
学
校
の
教
育
負
担
の
軽
減
、
②
教
員
の
時
短
、
③
子
ど
も
の

生
活
時
間
の
適
正
な
配
分
、
が
五
日
制
導
入
の
目
的
で
あ
る
と
整
理
で
き
る
。

こ
こ
に
は
学
校
教
育
機
能
の
肥
大
化
と
い
う
問
題
に
、
教
職
員
の
増
員
や
教
育

予
算
の
増
加
な
ど
の
措
置
を
通
じ
て
、
学
.校
の
処
理
能
力
を
高
め
る
方
策
を
と

る
の
で
は
な
く
、
学
校
教
育
の
役
割
の
限
界
を
確
定
し
、

一
部
分
を
家
庭

・
地

域

へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
充
足
し
て
い
く
、
と
い
う
行
政
の
考
え
方
が
明

ら
か
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
点
を
藤
田
英
典
は

「無
責
任
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
髄藤
田
は
ま

ず
、
五
日
制
は
学
校
に
委
任
さ
れ
た

一
日
を
家
庭
と
地
域
に
戻
そ
う
と
し
て
い

る
点
で
、
子
ど
も
の
教
育
に
関
し
て
日
本
社
会
が
長
い
年
月
を
か
け
て
制
度
化

し
て
き
た
家
族
と
学
校
と
地
域
社
会
の
間
で
の
分
担
の
様
式
を
変
え
る
、
と
い

う
意
味
を
も

つ
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
、
最
も
労
働
集
約
的

・
配
慮
集
約

的
活
動
で
あ
る
教
育
を
責
任

の
所
在
も
特
定
せ
ず
に
家
庭
と
地
域
に
戻
す
の

(4
)

は
、
国
家
の
責
任
放
棄
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
確

か
に
、
五
日
制
が
子
ど
も

学校週五日制に関する母親の意見の形成基盤77
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の
教
育
環
境
に
関
し
、
そ
の
責
任
分
担
の
関
係
を
変
更
す
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
点
は
、
制
度

の
本
質
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
よ
う
な
分
担
関
係

の
う

ち
最
も
基
本
的
な
、
学
校
と
家
庭
と
の
関

係
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
学
校
五
日
制
は
、
学
校
が
し
つ
け
や
生
活
指
.

(5
V

導
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
果
た
し

て
き
た
親
解
放
機
能
と
は
逆
に
、
家
庭
へ

の
教
育
の
再
分
担
を
要
請
す
る
た
め

に
、
親
の
反
対
を
ま
ね
く
と
い
う
誘
因
を

本
来
的
に
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
五
日
制
導
入
に
あ
た

っ
て
、
政

策
的
に
は
、
教
育
再
分
担
の
当
事
者

で
あ
る
親
た
ち
の
意
見
に
対
し
て
十
分
な

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
の
行
政
の
対
応
は
適
切
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
五
日
制

の
実
施
に
伴

っ
て
学
校
現
場
で
行
な
わ
れ
た
教
育
課
程
上

の
変
更
は
、
親
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
各
学

校
は
五
日
制
の
実
施
に
伴
い
、
教
育
水
準
を
維
持
し
な
が
ら
学
校
時
間
の
過
密

化
を
回
避
す
る
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
課
程
の
編
成
を
も
と
め
ら
れ
た
。

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
で
は
各
教
科
の
年
間
標
準
授
業
時
数
を
確
保
す

る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
教
育
課
程
の
編
成
に
お
い
て
多
く
の
場

合
、
補
充
や
上
乗
せ
と
呼
ば
れ
る
仕
方
で
各
教
科
の
授
業
時
数
を
確
保
し
、
学

(6
)

校
行
事
や
教
科
外
活
動
時
間
を
精
選
す
る
、
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
対
応
は
親
の
期
待
を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
親
た
ち
の
学
校
教
育
に
対
す
る
期
待
の

あ
り
よ
う
も
正
確
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な

属
性
を
も

つ
親
が
学
校
五
日
制
に
賛
成
ま
た
は
反
対
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
基

本
的
事
実
す
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
家
庭
と
学
校
の
分
担
関
係
を
適
切

な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、
五
日
制

に
対
す
る
親
σ
意
見
を
分
析
す
る
必
要
が

あ

る

。

3

分
析
視
角

以
下
で
行
な
わ
れ
る
分
析
の
主
た
る
目
的
は
、
就
学
中
の
子
ど
も
を
も

つ
親

が
学
校
週
五
日
制
に
対
し
て
も

つ
賛
否
の
態
度
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
要
因
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
成
要
因
と
し
て
特
に
わ
れ
わ
れ
が
関

心
を
も

つ
の
は
、
教
育
分
担
に
関
す
る
意
識
で
あ
る
。

、

い
ま
、
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
の
責
任
分
担
関
係
の
こ
と
を
「
教
育
分
業
」
、

教
育
分
業
の
状
況
に
関
す
る
意
識
を

「
教
育
分
業
意
識
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

う
。
青
少
年
に
対
す
る
教
育
の
主
体
と
し
て
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
社
会
、
民

間
の
教
育
産
業
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
教
育

諸
主
体
の
行
動
や
活
動
の
あ
り
か
た
に
よ

っ
て
社
会
的
な
教
育
分
業
の
構
造
が

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
教
育
分
業
の
構
造
は
社
会
に
よ

っ
て
多
様
で
あ
る

だ
ろ
う
。
あ
る
社
会
で
は
し

つ
け
的
な
教
育
は
家
庭
で
、
勉
強
は
学
校
で
、
健

康

・
体
力
の
増
進
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
、
と
い
う
よ
う
な
分
業
構
造
が
存
在

(↓

す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
教
育
分
業
意
識
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
的
営
為
の
遂
行
を
ど
の
教

育
主
体
の
役
割
と
し
て
期
待
す
る
の
か
、
に
関
す
る
意
識
で
あ
る
。
も
ち
6
ん
、

分
業
意
識
は
二
分
法
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
「
主
に
学
校
で
、

少
し
家
庭
で
行
な

っ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
責
任
の
あ
り
方
に
つ

い
て
の
軽
重
の
程
度
で
計
測
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
教
育

分
業
意
識
は
個
人
間
で
多
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
学
校
現
場
に
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か
な
り
近
い
立
場
か
ら
、
部
活
動
の
社
会
教
育
化
と
い
う
提
案
が
し
ば
し
ば
な

(8
)

さ
れ
る
。
こ
れ
は

「
子
ど
も
に
対
す

る
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
に
つ
い
て
の
指

導
は
本
来
的
に
学
校
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
地
域
の
専
門
機

関
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
だ
」
と
い
う
分
業
意
識
に
基
づ
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し

「学
校
で
こ
そ
部
活
動
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
」
と

い
う
考
え
を
も
つ
人
も
き

っ
と
多
く

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
は
、
学
校
-
家
庭
間
の
教
育
分
業
に
関
す
る
親
の

意
識
で
あ
る
。
親
は
子
ど
も
の
教
育
達
成
を
行
な
う
た
め
に
、
自
ら
が
お
か
れ

て
い
る
社
会
的
環
境
や
制
度
的
状
況
を
考
察
し
な
が
ら
、
主
体
的
に
自
ら
の
教

育
行
動
と
学
校

へ
の
教
育
分
担
を
選
択
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
五
日

制
が
教
育
分
業
の
現
況
を
変
化
さ
せ
る
改
革
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
分
業
意

識
が
何
ら
か
の
形
で
五
日
制
の
賛
否

の
形
成
要
因
に
な

っ
て
い
る
と
予
想
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
社
会
意
識
の
分
析
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
親
自
身
の
社

会
的
属
性
、
特
に
階
層
変
数
を
分
析
に
含
め
て
、
そ
れ
ら
が
五
日
制

へ
の
意
見

の
形
成
要
因
と
な

っ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
り
五
日
制
に
対
す

(9
∀

る
態
度
の
階
層
的
差
異
を
考
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

学
校
五
日
制
に
関
す
る
親
の
態
度

の
形
成
要
因
と
し
て
、
親
の
教
育
分
業
意

識
と
い
う
主
体
的
な
要
因
と
、
階
層
変
数
な
ど
の
社
会
的
属
性
と
を
考
え
る
こ

と
で
、
学
校
五
日
制
が
教
育
の
社
会
的
な
分
業
状
況
に
与
え
る
影
響
を
顕
在
化

し
、
今
後
の
親
の
行
動
の
予
測
や
五
日
制
定
着
の
た
め
の
方
策
を
考
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

な
お
、
本
稿
で
行
な
わ
れ
る
分
析
は
、
教
育
分
業
意
識
と
い
う
親
の
主
体
的

な
判
断
を
五
日
制
に
対
す
る
賛
否
の
規
定
要
因
と
し
て
考
察
す
る
点
に
、
主
な

関
心
を
お
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
子
ど
も
が
通

っ
て
い
る
学
校
の
客
観
的
教
育

体
制
と
い

っ
た
学
校
側
の
要
因
、
ま
た
子
ど
も
の
教
育
達
成
の
程
度
や
個
性
と

い

っ
た
子
ど
も
の
側
の
要
因
に
つ
い
て
は
分
析
し
て
い
な
い
。

4

デ
ー
タ
の
特
性

こ
こ
で
用
い
る
デ
ー
タ
は

一
九
九
二
年
十
且
に
実
施
し
た

「
青
少
年
の
生
活

(10
)

と
意
識
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
大
き
な
特
徴
は
、

青
少
年
の
意
識
お
よ
び
家
庭
や
学
校
に
お
け
る
生
活
環
境
に
つ
い
て
、
青
少
年

自
身
と
あ
わ
せ
、
男
女
各

一
名
の
保
護
者
か
ら
も
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
設
計

さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
つ
の
サ
ン
プ
ル
は
生
徒
と
男
女
の
保
護

者
の
計
三
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
学
校
週
五
日
制
に
対
す
る
賛
否
を
含
め
、

日
常
生
活
に
関
す
る
意
識
や
社
会
的
態
度
に

つ
い
て
、
同

一
形
式
の
質
問
項
目

に
回
答
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
的
側
面
を
本
人
か

ら
直
接
測
定
し
、
三
者
間
の
関
連
の
分
析
が
可
能
と
な
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
課
題
を
考
察
す
る
た
め
に
最
も
望
ま
し
い
母
集
団
は
、
日
本
全
国

の
、
公
立
学
校
に
就
学
中
の
子
ど
も
を
も
つ
青
少
年
の
親
で
あ
る
。
上
記
の
よ

う
な
設
計
を
も

つ
こ
の
調
査
の
場
合
、
代
表
性
を
確
保
す
る
た
め
の
理
想
的
方

法
は
、
全
国
の
公
立
学
校
に
通
う
青
少
年
の
名
簿
を
獲
得
し
、
そ
こ
か
ら
無
作

為
抽
出
を
行
な
い
、
そ
の
上
で
子
ど
も
と
保
護
者
の
計
三
名
に
質
問
紙
へ
の
回

答
を
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
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方
法
で
は
、
分
析
に
十
分
な
サ
ン
プ

ル
数
を
得
る
た
め
に
は
調
査
費
用
が
極
め

て
大
き
く
な
り
、
ま
た
回
収
率
の
高

い
効
率
的
な
実
査
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た

就
学
者
の
広
域
な
名
簿
の
獲
得
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら

厳
密
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
こ
の
調
査
の

対
象
者
は
、
調
査
協
力
の
承
諾
が
得
ら
れ
た
限
ら
れ
た
範
囲
の
学
校
か
ら
獲
毎

(11
)

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

調
査
対
象
は
島
根
県
と
石
川
県
の
県
立
高
校
四
校
か
ら
得
ら
れ
た
サ
ソ
プ
ル

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
対
象
校
は
対
象
地
域
内
で
の
地
域
的
特
性
、
学
校

の
特
色
、
学
力
、
規
模
な
ど
の
点
で
、
偏
り
が
で
き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ
う

に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
対
象
校
中
の
対
象
ク
ラ
ス
は
教
務
担
当
の
教
諭
と
協
議

し
、
各
学
校
に
お
け
る
代
表
性
を
維

持
し
、
か
つ
学
年
の
比
率
が
ほ
ぼ
均
等
に

な
る
よ
う
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
調
査
は
原
則
と
し
て
選
択
さ
れ
た
ク
ラ
ス
に

在
籍
す
る
生
徒
に
対
す
る
全
数
調
査

で
、学
校
の
授
業
内
あ
る
い
は
放
課
後
に
、

担
任
あ
る
い
は
調
査
員
が
配
票
法
に
よ

っ
て
行
な

っ
た
。
そ
の
直
後
に
各
生
徒

を
通
じ
て
、
保
護
者
に
対
す
る
質
問
紙
の
配
布
を
行
な
い
、
学
校
を
通
じ
て
あ

る
い
は
郵
送
に
よ

っ
て
回
収
を
得
た
。

調
査
対
象
と
な

っ
た
学
校
の
特
徴

を
紹
介
し
て
お
く
。
A
高
校
は
、
島
根
県

東
部

の
都
市
部
に
位
置
し
、
伝
統
の
あ
る
大
規
模
校

(総
ク
ラ
ス
数
三
〇
、
在

籍
生
徒
数

=
一二

七
名
)
で
、
県
下
有
数
の
共
学
の
進
学
校
で
あ
る
。
B
高
校

は
島
根
県
西
部
に
あ
り
、
中
規
模

(
一
四
ク
ラ
ス
、
五
〇
八
名
)
で
工
業
に
関

す
る
学
科
か
ら
成
る
職
業
高
等
学
校

で
あ
り
、
男
子
生
徒
が
八
割
以
上
を
占
め

て
い
る
。
C
高
校
は
島
根
県
山
間
に
あ
る
農
業
地
域
の
中
規
模

(
一
五
ク
ラ
ス
、

六
二
六
名
)
の
共
学
並
日通
高
校
で
あ
る
。
D
高
校
は
石
川
県
の
能
登
地
方
の
小

規
模

(九
ク
ラ
ス
、
三
〇
九
名
)
の
共
学
普
通
科
校
で
、
設
立
後
二
十
年
と
比

較
的
新
し
い
学
校
で
あ
る
。
学
校
週
五
日
制
実
施
に
あ
た
り
、
四
校
の
う
ち
三

校
が
何
ら
か
の
形
で
授
業
時
間
数
の
補
充
を
行
な

っ
て
い
た
こ
と
を
付
記
し
て

お
き
た
い
。ま
た
調
査
対
象
校
の
あ
る
地
域
の
特
徴
と
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、

(12
)

通
塾
率
が
た
い
へ
ん
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
.こ
の
サ
ン
プ
ル
特
性
に
つ
い

て
は
分
析
結
果
の
解
釈
の
際
に
取
り
上
げ
る
。

以
上
五
校
を
対
象
校
と
し
、
A
高
校
か
ら
三
ク
ラ
ス
、
生
徒

一
四
〇
名
、
B

高
校
か
ら
六
ク
ラ
ス
、
二
一二
一
名
、
C
高
校
か
ら
三
ク
ラ
ス
、

一
二
六
名
、
D

.高
校
か
ら
全
ク
ラ
ス
、
全
生
徒
を
抽
出
し
た
。
よ

っ
て
生
徒
の
抽
出
に
よ

っ
て

得
た
標
本
数

(す
な
わ
ち
三
者
の
セ

ッ
ト
の
数
)
は
八
〇
六
で
あ
る
。
回
収
結

果
に
つ
い
て
は
、
生
徒
か
ら
の
有
効
回
答
は
実
数
七
六
三
、
回
収
率
九
四

・
七

%
、
保
護
者
も
合
わ
せ
た
セ
ッ
ト
の
有
効
回
答
は
実
数
四
七
八
、
回
収
率
五
九

・
三
%
で
あ

っ
た
。
こ
の
結
果
は
同
様
の
調
査
計
画
で
行
な
わ
れ
た
調
査
の
結

.

(13
)

果
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
お
り
、
こ
の
種
の
調
査
と
し
て
は
回
収
効
率
は
良
好
で
あ

る
と
判
断
で
き
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
調
査
で
は
青
少
年
を
サ
ン
ブ
リ
ソ
グ
対
象
と
し
、
そ

の
男
性
保
護
者
、
女
性
保
護
者
か
ら
回
答
を
得
て
い
る
た
め
、
保
護
者
の
回
答

が
必
ず
し
も
父
親
、
母
親
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
対
象
家
族
が
そ
も
そ

も
単
親
家
族
で
あ
る
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
の
分
析
は
、
保
護
者
の
回

答
が
父
親
と
母
親
の
両
方
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
四
五
〇
サ
ソ
プ
ル
に
限
定
す
る

こ
と
に
す
る
。

分
析
の
対
象
で
あ
る
、
青
少
年
と
父
親

・
母
親
の
三
.者
完
全
回
答
サ
ン
プ
ル

の
特
性
を
以
下
で
確
認
す
る
。
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青
少
年
に
つ
い
て
は
、
男
女
構
成
は
B
高
校
で
男
子
生
徒
の
比
率
が
高
い
た

め
男
子
六
四
%
、
女
子
三
六
%
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
年
構
成
は
ほ
ぼ
均

等
に
各
学
年
に
分
布
し
て
い
る
。

次
に
、
家
族
の
特
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
核
家
族
と
主
に
直
系
家
族
を
含

む
拡
大
家
族
の
比
率
が
ほ
ぼ
半

々
で
あ
る
。
サ
ソ
プ
ル
が
地
方
居
住
の
世
帯
に

偏

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、拡
大
家
族
の
比
率
が
や
や
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
両
親
の
特
性
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
年
齢
で
あ
る
が
、
サ
ン

プ
ル
の
平
均
値
で
母
親
が
四
三

・
六
歳
、
父
親
が
四
六

・
六
歳
と
、
高
校
就
学

中

の
子
ど
も
の
親
と
し
て
、
ほ
ぼ
予
測
ど
お
り
の
値
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

世
帯
収
入
の
平
均
は
六
七

一
万
円
と
、
こ
の
年
齢
層
で
就
学
中
の
子
ど
も
を
も

つ
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
あ
る
親
の
世
帯
収
入
と
し
て
ほ
ぼ
予
測
ど
お
り

の
値
と
な

っ
て
い
る
。
父
親
の
職
業
を
S
S
M
職
業
八
分
類
に
従

っ
て
整
理
し

て
み
る
と
、

一
九
八
五
年
S
S
M
調
査
の
三
五
～
四
四
歳
あ
る
い
は
四
五
～
五

(14
∀

四
歳
の
年
齢
層
別
職
業
分
布
と
比
較
し
て
、
類
似
し
た
分
布
に
な

っ
て
い
る
。

母
親
の
就
業
状
況
は
、
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
る

一
般
従
業
者
が
ほ
ぼ
半
数
と
高

く
な

っ
て
い
る
。
ま
た
臨
時
雇
用

・
パ
ー
ト
が

一
四
%
、
専
業
主
婦
が

一
二
%

・
で
あ

っ
た
。

以
降

の
分
析
で
は
欠
損
値
処
理
を
リ
ス
ト
ワ
イ
ズ

(房
け三
ωΦ
α
Φ一Φ什δ
昌
)
で

行
な
う
た
め
、個
々
の
分
析
で
は
サ

ン
プ
ル
数
が
四
五
〇
よ
り
も
少
な
く
な
る
。

分
析
の
表
示
の
際
に
は
サ
ン
プ
ル
数
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

5

基
本
概
念
の
測
定

(1
)
学
校
週
五
日
制
に
対
す
る
賛
否

学
校
週
五
日
制
に
対
す
る
賛
否
に
つ
い
て
は
、
「
全
く
賛
成
」
か
ら

「
全
く

反
対
」
ま
で
の
五
分
位
の
尺
度
で
測
定
し
た
。
賛
成
の
程
度
が
高
ま
る
に
し
た

が

っ
て
数
値
が
大
き
く
な
る
変
数
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
調
査
は

一
九
九
二
年
十
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
調
査
対
象
者
は
は

じ
め
て
の
土
曜
休
業
を
経
験
し
た
直
後
と
い
う
、
五
日
制
に
つ
い
て
考
察
す
る

に
は
適
切
な
時
期
に
回
答
を
行
な

っ
た
こ
と
に
な
る
。

表
1
1
1
、
2
、
3
は
母
親
、
父
親
、
高
校
生
そ
れ
ぞ
れ
の
単
純
集
計
で
あ

る
。
高
校
生
で
は
7
割
以
上
の
生
徒
が
賛
成
と
回
答
し
て
い
る
の
に
対
し
、
親

(15
)

の
意
見
は
回
答
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

表1-1母 親の学校週五 日制への賛否

人数 %

まった く賛成 53 12.0

やや賛成 89 20.1

どち らともいえない 153 34.5

やや反対 97 21.9

まった く反対 51 11.5

DK・NA 7

合 計 450 100.0

衾1-2父 親の学校週五 日制 への賛否

人数 %

まった く賛成 101 23.0

やや賛成 ・ 86 19.5

どち らともい えない 120 27.3

やや反対 79 18.σ

まった く反対 54 12.3

DK・NA 10

合 計 450 100.0

学校週五日制に関する母親の意見の形成基盤81



表1-3高 校生の学校週 五 日制への賛否

弍
人数 %

ま った く賛成 243 54.1

やや賛成 91 20.3

どち らともいえない 75 16.7

やや反対 32 7.1

まった く反 対 8 1.8、

DK・NA 1

合 計 450 100.0

表2父 母子間の五日制への賛否の相関行列

母親 父親 子

母親 1.000

父親 .411** 1.000

子 .056 一 .018 1.000

434ケ ー ス**は1%水 準で有意

 

表
2
に
は
、
父
母
子
三
者
間
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
算
出
し

た
ピ
ア
ソ
ソ
の
積
率
相
関
係
数
の
行
列
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
関
行
列
か

ら
、
父
母
間
に
強
い
正
の
相
関
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
父

子
間
、
母
子
間
に
は
有
意
な
相
関
関

係
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ

か
ら
親
と
子
で
は
五
日
制
に
対
す
る
賛
否
に
つ
い
て
異
質
の
形
成
過
程
を
も

つ

と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
子
ど
も
の
意
見
に
よ

っ
て
親
の
意
見
が

影
響
さ
れ
る
と
い
う
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
関
係
は
こ
の
場
合
成
り
立
た

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
親
の
意
見
の
規
定
要
因
と
し
て
、
子
ど
も
の
意

見
を
あ
げ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
分
析
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る

べ
を
対
象
を
母
親
の
意
見
に
限
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
母
親
は
家
庭
内
に
お

い
て
子
ど
も
の
教
育
の
第

一
の
担
当
者
と
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
学
校
と

家
庭
の
教
育
分
業
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
場
合
、
第

一
に
考
察
さ
れ
る
べ
き

は
母
親
の
意
見
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
父
親
と
母
親
の
意
見

の
形
成
過
程
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
以
上
、
条
件
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

、意
味
で
も
、
父
母
を

一
括
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
と
考
え
る
。

(2
)
教
育
分
業
意
識
の
測
定

母
親
の
教
育
分
業
意
識
を
測
定
し
、
検
討
し
よ
う
。
こ
の
調
査
で
は
、
具
体

的
な
八
つ
の
教
育
項
目
、
す
な
わ
ち
、
(
a
)
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
身
に

つ
け

る
こ
と
、
(b
)人
生
に
っ
い
て
考
え
る
こ
と
、
(
c
)
規
則
を
守
る
態
度
を
身
に

つ
け
る
こ
と
、
(d
)基
礎
的
な
学
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
(
e
)
進
学
に
必
要

な
学
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
(f
)
健
康
を
保
つ
こ
と
、
(
9
)趣
味
を
身
に
つ

け
る
こ
と
、
(h
)
勤
労
意
欲
を
も

つ
こ
と
、
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
「主
に

家
庭
で
行
な
う
べ
き
」
か
ら

「
主
に
学
校
で
行
な
う
べ
き
」
ま
で
の
四
分
位
に

(16
∀

よ

っ
て
回
答
を
得
た
。
こ
れ
ら
は
あ
ら
か
じ
め
因
子
分
析
を
用
い
る
こ
と
を
想

(17
)

定
し
て
設
計
し
た
質
問
群
で
あ
る
。
各
教
育
項
目
で
学
校
に
対
す
る
期
待
が
高

く
な
る
ほ
ど
数
値
が
大
き
く
な
る
変
数
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ゆ
え

に
こ
の
変
数
は
学
校

へ
の
教
育
期
待
の
高
さ
を
表
わ
す
変
数
と
し
て
解
釈
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
八
項
目
に
対
し
因
子
分
析
を
行
な

っ
た
。
八
変
数
の
相
関
行
列
は
表
3

1
1
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
が
少
な
く
と
も

一
つ
分
変
数
と
の
間
に
相
関

を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
因
子
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
固
有
値
が

一
.・
○
以
上
で
あ
る
こ
と
を

因
子
抽
出
の
基
準
と
し
て
採
用
し
、
因
子
抽
出
法
は
主
成
分
法
を
用
い
た
。
ま
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た

、

表3-1教 育項 目ごとの分業意識 につ いての相関行列

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (9) (h)

(a) 1.000

(b) .230** 1.000

(c) .290** .171** 1.000

(d) 一.107* .124* .090 1.000

(e) 一.069 .129** .042 .416** 1.000

(f) .421** .136** 204** 一.140** 一121* 1.000

(9) .222** .303** .202** 一.015 057 .174** 1.000

(h) .390** .341** 247** .033 一.061 .362** .307** 1.000

単
純
構
造
を
得
る
た
め
に
バ
リ
マ
ッ
ク
ス
法
に
よ
る
回
転
を
行
な

っ
た
。

表
3
1
2
と
表
3
-
3
が
そ

'

**は1%水 準で有意,*は5%水 準 で有意414ケ ース

の
結
果
で
あ
る
。

分
析
の
結
果
、
固
有
値

一
・
○
以
上
の
因
子
が
二

、

つ
検
出
さ
れ
た
。
二
つ
の

因
子
の
累
積
寄
与
率
は
四

九
%
で
あ
り
、
八
変
数
の

全
分
散
が
二
つ
の
因
子
に

よ

っ
て
よ
く
説
明
さ
れ
て

い
る
。

各
変
数
の
共
通
因
子
負

.

荷
量
の
平
方
和
で
あ
る
共

通
性

(8
ヨ
日
琶

巴
津
巳

は

○

・
三
～
0

・
六
で
あ

り
、
共
通
因
子
に
よ

っ
て

各
変
数
の
分
散
が
比
較
的

よ
く
説
明
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

因
子
負
荷
量
の
行
列
で

あ
る
因
子
パ
タ
ー
ン
行
列

(表
3
1
3
)
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
つ

表3-2教 育分業意識の因子分析の結果表3-3バ リマ ックス回転後 の因子パ ター ン行列

因子1 因子2 共通性 因子 固有値 寄与率 累積寄与率

(a)基 本的生活習慣

、

.696 一.231 .538 1 2.359 29.5 29.5

(b>人 生 について考 える .580 .311 .433 2 1.558 19.5 49.0

(c)規 則を守る態度 .541 .117 .308 3 .910 11.4 60.3

(d)基 礎 的な学 力 、025 .799 ,639 4 .788 9.8 70.2

(e)進 学 に必要 な学 力 .017 .791 .626 5 .703 8.8 79.0

(f)健 康 を保つ .607、 一,349 .490 6 .635 7.9 86.9

(g)趣 味を身につける ,575 .111 .343 7 .552 6.9
193

.8

(h)勤 労意欲 を もっ .736 一.041 .543 8 .495 6.2 100.0

の
因
子
を
解
釈
し
よ
う
。
因
子

負
荷
量
は
因
子
が
直
交
し
て
い

る
場
合
、
因
子
と
変
数
の
相
関

係
数

に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。第

1
因
子
に
つ
い
て
は
、
基

本
的
生
活
習
慣
、
人
生
に
つ
い

て
考
え
る
、
規
則
を
守
る
、
健

康
、
趣
味
、
勤
労
意
欲
と
い
う

子
ど
も
の
生
活
面
に
関
す
る
教

育
項
目
で
因
子
負
荷
量
が
高
く

な

っ
て
い
る

(○

・
五
四
～
○

・
七
三
)
。
ま
た
第
2
因
子

つ

い
て
は
、
基
礎
的
な
学
力
、
進

学

に
必
要
な
学
力
と
い
う
、
子

ど
も
の
学
業
に
関
す
る
項
目
で

因
子
負
荷
量
が
高
く
な

っ
て
い

る

(○

・
七
九
)
。

第
1
因
子
を
生
活
教
育
的
な

局
面
に
関
す
る
学
校

へ
の
分
担

意
識
の
因
子
と
判
断
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
を
学
校
に
対
す

る

「
生
活
教
育
期
待
」
と
呼
ぶ
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こ
と
に
す
る
。
ま
た
第
2
因
子
は
学
業
的
な
局
面
に
つ
い
て
の
学
校

へ
の
分
担

意
識
を
あ
ら
わ
す
因
子
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
れ
を
学
校
に
対
す
る

「学
業

教
育
期
待
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
因
子
分
析
の
結
果
、
母
親
の
教
育
分
業
意
識
が
、
学
校
教
育

へ
の
生
活

教
育
期
待
と
学
業
教
育
期
待
と
い
う

二
つ
の
次
元
か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
因
子
が
互
い
に
独
立
し
た
関
係
に
あ
る

こ
と
が
分
析
結
果
か
ら
確
認
さ
れ
る
。

以
下
の
分
析
で
は
、
こ
の
二
因
子
に
関
し
て
回
帰
推
定
を
行
な
い
、
そ
の
結

果
各
サ
ン
プ
ル
に
与
え
ら
れ
た
二
種
類
の
因
子
得
点
を
、
教
育
分
業
意
識
の
尺

度
と
し
て
用
い
る
。

6

学
校
五
日
制

へ
の
賛
否
の
形
成
要
因

(1
)
相
関
分
析

学
校
五
日
制

へ
の
賛
否
の
態
度
に

つ
い
て
、そ
の
形
成
要
因
を
考
察
し
よ
う
。

ま
ず
五
日
制

へ
の
態
度
と
線
形
関
連
が
あ
る
変
数
を
、
相
関
係
数
を
算
出
す
る

こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
。
分
析
さ
れ
る
変
数
は
第

一
に
前
節
で
得
ら
れ
た
生
活

教
育
期
待
、
学
業
教
育
期
待
の
二
変
数
で
あ
る
。
そ
し
て
母
親
の
属
性
変
数
と

し
て
学
歴
と
現
在
の
就
業
状
況
を
用
い
る
。
現
在
の
就
業
の
状
況
は
、
回
答
を

職
業
上
の
時
間
的
拘
束
の
程
度
を
反
映
す
る
よ
う
に
順
序
尺
度
に
変
換
し
た
も

.

(邑

の
で
あ
る
。
そ
し
て
対
象
世
帯
の
社
会
階
層
上
の
位
置
を
代
表
す
る
変
数
と
し

て
、
世
帯
収
入
、
父
親
の
職
業
威
信
を
用
い
た
。
さ
ら
に
親
の
子
ど
も
に
対
す

る
教
育
方
針
に
強
い
関
連
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
る
意
識
変
数
と
し
て
、
教

育
ア

表4学 校週五日制に関する親の意見と関連要因の相関行列

五 日制 生活教育 学業教育 母学歴 世帯収入 父職業 アスピ 就業状況

五 日制への賛否 1.000

生活教育期待 一.191** 1.000

学業教育期待 .004 一.031 1.000

母親学歴 .215** 一.193** .11マ* 1.000

世帯収入 .176** 一.202** .050 .329** 1。000

父親職業 .239** 一.183** 一.003 .389** .403** 1.000

母 アスビレーション ,305** 一.147** .140** .359** .278**. .337** 1.000

母親就業状況 一.115* .099 .156** 一 .102 .007 一.180** 一.093 1.000、

348ケ ー ス**は1%水 準で有意,*は5%水 準で有意.

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
分
析

に
加
え
た
。

表
4
は
、
以
上
の
変
数

の
相
関
係

数
行
列
で
あ

る
。
こ
の
表
は
多
く
の
示

唆
を
与
え
る
。
ま
ず
、
五

日
制
に
対
す
る
意
見
と
教

育
分
業
意
識
と
の
関
連
に

つ
い
て
は
、
学
校

へ
の
生

活
教
育
期
待
が
低
い
ほ
ど

五
日
制
に
賛
成
で
あ
る
、

ま
た
逆
に
、
学
校

へ
の
生

活
教
育
期
待
が
高
く
な
る

ほ
ど
五
日
制
に
反
対
と
な

る
と
い
う
傾
向
が
発
見
で

き
る
。
そ
し
て
学
業
教
育

に
関
す
る
分
業
意
識
と
五

日
制
に
対
す
る
態
度
に
は

有
意
な
相
関
が
み
ら
れ
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

は
こ
の
分
析
に
よ

っ
て
明

ら
か
に
な

っ
た
、
非
常
に

重
要
な
知
見
で
あ
る
。
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社
会
的
属
性
と
の
関
連
は
、
当
該
世
帯
の
階
層
的
位
置
を
代
表
す
る
変
数
で

あ
る
世
帯
収
入
あ
る
い
は
父
親
の
職
業
威
信
が
高
く
な
る
ほ
ど
学
校
五
日
制
に

賛
成
と
な
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
様
に
母
親
自
身
の
学
歴
が
高
く

な
る
ほ
ど
賛
成
と
な
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
母
親
の
就
業
状
況
と
の
関
連
に

つ
い
て
は
、
職
業
上
の
拘
束
が
大
き
い
ほ
ど
五
日
制
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
傾

向
が
見
ら
れ
る
。

教
育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
と
の
関
連
は
、
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
高
く
な
る

ほ
ど
五
旧
制
に
賛
成
す
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
、
分
析
に
用
い
ら
れ
た
変
数

の
中
で
最
も
相
関
係
数
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
。

教
育
分
業
意
識
と
他
の
変
数
と
の
相
関
関
係
も
確
認
し
よ
う
。
教
育
分
業
意

識

の
う
ち
の
生
活
的
教
育
期
待
に
は
、
学
歴
、
世
帯
収
入
、
職
業
威
信
と
い
う

社
会
的
属
性
お
よ
び
教
育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ソ
と
の
間
に
、

一
貫
し
て
負
の
相

関
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
程
度
が
高
い
ほ
ど
、
学
校
に
対
す
る

生
活
教
育
的
側
面

へ
の
期
待
が
低
下
し
て
い
る
、
と
い
う
関
係
が
み
ら
れ
る
。

母
親
の
就
業
状
況
と
は
有
意
な
相
関
は
み
ら
れ
な
い
。

一
方
、
学
業
教
育
期
待

は
学
歴
、
就
業
状
況
、
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
間
に
有
意
な
正
の
相
関
が
み

ら
れ
る
。

本
稿
で
は
特
に
教
育
分
業
意
識
と

五
日
制
に
つ
い
て
の
意
見
と
の
関
連
に
注

目
し
て
い
た
が
、
右
の
よ
う
に
相
関
係
数
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
教
育

期
待
と
五
日
制
の
有
意
な
相
関
関
係
が
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
表
4
の
相
関
行

列
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
変
数
が
他
の
変
数
と
も
高
い
相
関
が
あ
る
こ

芝
か
ら
、
二
変
数
の
こ
の
関
係
は
疑
似
的
な
相
関
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。
生
活
教
育
期
待
が
実
際
に
五
日
制

へ
の
態
度
の
形
成
要
因
に
な

っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

ル
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

他
の
変
数
の
影
響
を

コ
ソ
ト
ロ
ー

(2
)
重
回
帰
分
析

五
日
制
に
対
す
る
態
度
と
学
校

へ
の
生
活
教
育
期
待
の
よ
り
直
接
的
な
関
連

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
重
回
帰
分
析
を
行
な
う
。

表
5
は
、
学
歴
、
世
帯
収
入
、
父

表5重 回帰分析(1)

説明変数 相関係数 標準偏回帰係数

生活教育期待 一.191** 一.126*

母親学歴 .215** .111

世帯収入 .176** .059

父親職業 .239** .137*

就業状況 一.115* 一.067

R2=.098F=7.49**349ケ ー ス

**は1%水 準 で 有 意 ,*は5%水 準 で 有 意.

親
職
業
、
母
親
就
業
状
況
、
そ
し
て

生
活
教
育
期
待
の
五
変
数
を
説
明
変

数
と
し
、
五
日
制

へ
の
態
度
を
被
説

明
変
数
と
し
た
重
回
帰
分
析
の
結
果

で
あ
る
。
こ
「こ
で
は
、
相
関
分
析
に

用
い
ら
れ
た
変
数
の
う
ち
、
五
日
制

へ
の
態
度
と
相
関
関
係
が
み
ら
れ
な

か

っ
た
学
業
教
育
期
待
と
、
生
活
教

育
期
待
と
同
じ
意
識
変
数
で
あ
る
教

育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
二
変
数
を

除
い
て
い
る
。
第

一
列
に
こ
の
重
回
.

帰
分
析
に
用
い
ら
れ
た
六
変
数
の
リ
ス
ト
ワ
イ
ズ

で
算
出
さ
れ
た
相
関
係
数

を
、
第

二
列
に
重
回
帰
分
析
の
結
果
得
ら
れ
た
標
準
偏
回
帰
係
数
を
示
し
た
。

ま
た
従
属
変
数
の
分
散
の
説
明
率
を
あ
ら
わ
す
決
定
係
数

(幻
3

と
決
定
係
数

の
有
意
性
を
検
定
す
る
た
め
の
F
値
を
示
し
た
9

分
析
の
結
果
、
五
日
制

へ
の
賛
否
の
態
度
に
直
接
効
果
を
も
つ
要
因
は
、
学

学校週五日制に関する母親の意見の形成基盤85・



校
に
対
す
る
生
活
教
育
期
待
と
、
世
帯
の
階
層
的
地
位
を
代
表
す
る
父
親

の
職

業
威
信
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
学
校
に
対
す
る
生
活
教

育
期
待
が
低
い
ほ
ど
、
ま
た
父
親
の
職
業
的
地
位
が
高
い
ほ
ど
、
母
親
が
学
校

五
日
制
に
賛
成
す
る
、
と
い
う
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
世
帯
収
入
、

.母
親
学
歴
、
母
親
の
就
業
状
況
と
五

日
制

へ
の
態
度
と
の
関
連
は
、
こ
の
二
つ

の
因
果
関
係
に
よ
る
疑
似
的
な
相
関
関
係
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。次

に
こ
の
重
回
帰
分
析
の
モ
デ
ル

に
、
五
日
制

へ
の
態
度
と
最
も
大
き
な
相

関
を
も

つ
意
識
変
数
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
教
育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ソ

を
、
.説
明
変
数
と
し
て
さ
ら
に
投
入
し
、
重
回
帰
分
析
を
行
な

っ
た
。
表
石
は

そ
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

髄鸞

翻
い甥購
鍵

*

駄

対
す
る
生
活
教
嘉

待
と
、
母
親

　

　

　

2

07

ま

の
も

つ
教

育

ア

ス
ピ

レ

ー

シ

ョ
ソ

く

を

析

⇒

*

で

あ

り

、
第

一
の

重

回

帰
分

析

で

鮒

脳靉

馨
讐

韈

一、

水

都

即

嘴

の
関
連
は
、
警

ア
ス
ピ
レ
↓

は

ヨ
ソ
を
媒
介
と
し
た
関
連
で
あ

っ

「

継

た
こ
老
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ

こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
ま
ず
、
教

育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
高
い
ほ

説 明変 数 相 関 係 数 標 準偏 回 帰係 数

生 活教 育 期 待 一.191**一.117*

母 親 アスビレーション.305**.220**

母 親 学 歴.215**.059

世 帯 収 入.176**.033

父親 職 業.239**.096

就 業 状 況 一.115*一.060・

ど
学
校
五
日
制
に
賛
成
と
な
る
と
い
う
傾
向
で
あ
り
、
ま
た
生
活
教
育
期
待
が

五
日
制

へ
の
態
度
に
及
ぼ
す
効
果
が
相
対
的
に
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

二
つ
の
重
回
帰
分
析
は
決
定
係
数
が
高
い
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
、

こ
の
分
析
を
無
意
味
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
分
析
の
主
た
る
目
的

は
、
教
育
分
業
に
関
す
る
意
識
が
直
接
的
な
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
点

に
あ

っ
た
た
め
、
母
親
の
五
日
制
に
関
す
る
態
度
を
規
定
す
る
要
因
を
網
羅
的

に
考
慮
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

7

議
論

今
回
の
分
析
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
点
を
整
理
し
、
解
釈
を
行
な
う
。

第

一
に
、
八
つ
の
教
育
項
目
に
関
す
る
分
業
意
識
に
つ
い
て
因
子
分
析
を
行

な
う
こ
と
に
よ
り
、
高
校
生
の
母
親
の
教
育
分
業
意
識
が
生
活
教
育
的
局
面
と

学
業
的
側
面
と
い
う
、

一
次
独
立
の
二
軸
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
学
校
教
育
の
学
業
教
育
的
な
側
面
へ
の
期
待
の
高

低
に
関
わ
ら
ず
、
生
活
教
育
的
側
面

へ
の
期
待
の
程
度
が
多
様
に
あ
る
こ
と
を

含
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
の
教
科
的
教
育
に
対
す
る
期
待
が
高
い
親

の
な
か
に
も
、
生
活
的
教
育
に
つ
い
て
高
い
期
待
を
す
る
親
も
、
し
な
い
親
も

存
在
す
る
し
、
ま
た
教
科
的
教
育
に
つ
い
て
の
期
待
が
低
い
親
に
つ
い
て
も
同

・様
で
あ
る
。
学
校
教
育

へ
の
期
待
は
、
こ
の
二
軸
か
ら
な
る
座
標
平
面
上
で
の

組
み
合
せ
の
形
で
、
多
様
に
保
有
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
教
育
分
業
意
識
の
う
ち
、
学
業
教
育
期
待
と
五
日
制
の
賛
否
に
は
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相
関
関
係
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
行
政
で
は
、
五
日
制
実
施
に
対

す
る
親
の
批
判
を
予
想
し
て
、
授
業
時
間
の
確
保
を
学
校
現
場
に
要
求
し
た
。

学
業
教
育
期
待
が
五
日
制

の
賛
否
と
相
関
関
係
が
な
い
と
い
う
事
実
は
、
授
業

時
間
を
確
保
す
る
と
い
う
行
政
や
学
校
の
努
力
の
成
果
の
あ
ら
わ
れ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
月
.一
回
程
度
の
土
曜
休
業
は
親
の
学
業
教

育
期
待
に
大
き
く
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
解
釈
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

本
稿
で
分
析
し
た
サ
ン
プ
ル
は
、
塾
な
ど
の
学
校
外
学
習
の
利
用
が
低
い
地

域
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
学
校
外
学
習
が
盛
ん
な
地
域
と
比
べ
、
専
ら

学
校
が
学
業
教
育
の
側
面
を
担

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
性

を
も

つ
サ

ン
プ
ル
の
分
析
で
、
学
業
教
育
期
待
が
高

い
と
学
校
五
日
制
に
反
対

す
る
、
逆
に
言
え
ば
、
学
業
教
育
期
待
が
低
い
と
学
校
五
日
制
に
賛
成
す
る
、

と
い
う
傾
向
が
確
認
さ
れ
な
か

っ
た

。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
、
学
校
外
学
習

が
盛
ん
で
、
学
校
の
学
業
教
育
機
能
が
相
対
的
に
低
い
地
域
で
も
や
は
り
、
学

業
教
育
期
待
が
高
い
こ
と
に
よ

っ
て
五
日
制
に
反
対
す
る
、
と
い
う
命
題
は
成

り
立
た
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
学
業
教
育
期
待
が
低
い

こ
と
が
学
校
五
日
制

へ
の
賛
成
傾
向
を
生
む
と
い
う
命
題
が
成
り
立

つ
可
能
性

は
あ
り
、
そ
の
結
果
、
学
業
教
育
期
待
と
五
日
制

へ
の
態
度
の
間
に
有
意
な
相

関
関
係
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

親
た
ち
が
学
業
教
育
に
関
し
、
学
校
よ
り
も
塾
に
高
い
期
待
を
も

っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

第
三
に
は
、
学
校
の
生
活
教
育
的
な
局
面

へ
の
期
待
が
、
学
校
五
日
制

へ
の

賛
否
の
態
度
に
直
接
効
果
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
繰
り

返
し
述
べ
る
な
ら
、
学
校
教
育
の
生
活
教
育
的
側
面

へ
の
期
待
が
高
ま
る
ほ
ど

学
校
五
日
制

へ
の
反
対
傾
向
が
高
ま

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
生
活
習
慣
、

規
則
を
守
る
態
度
、
勤
労
意
欲
、
健
康
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
の
生
活
指
導
的

教
育
や
、
趣
味
、
人
生
観
な
ど
の
人
格
形
成
に
関
わ
る
教
育
と
い
っ
た
、
生
活

局
面
で
の
教
育
を
誰
が
担
う
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
が
、
五
日
制

へ
の
反
対

と
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

相
対
的
に
高
年
齢
の
生
徒
で
あ
る
高
校
生
の
親
の
分
析
か
ら
、
生
活
教
育
期

待
が
五
日
制

へ
の
反
対
傾
向
に
直
接
効
果
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
生
活
的

側
面
の
教
育
の
必
要
性
が

一
層
高
い
と
思
わ
れ
る
小
学
生

・
中
学
生

の
親
の
場

合
に
も
、
生
活
教
育
期
待
と
学
校
五
日
制
に
つ
い
て
同
様
の
関
連
が
存
在
し
、

そ
し
て
生
活
教
育
期
待
の
直
接
効
果
は
よ
り
大
き
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
だ
ろ

う
。学

校
五
日
制
が
親

の
生
活
教
育
期
待
に
抵
触
し
て
い
る
と
い
う
点
に

つ
い

て
、
今
後
行
政
や
学
校
は
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
学
校
現
場

で
は
学
校
行
事
や
教
科
外
の
教
育
活
動
の
時
間
の
精
選
が
や
や
画

一
的
と
言

っ

て
よ
い
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
行
事
や
教
科
外
活
動
は
生
活
教
育
を
積

極
的
に
意
図
し
て
行
な
わ
れ
る
営
為
で
あ
る
。
五
日
制

へ
の
反
対
に
は
、
生
活

教
育
的
側
面
が
学
校
か
ら
徐

々
に
失
わ
れ
て
い
く
こ
と

へ
の
不
安
感
が
作
用
し

て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
生
活
教
育
的
側
面
に
特
に
高
い
期
待
が
抱
か

れ
て
い
る
よ
う
な
学
校
で
は
、
親
の
強
い
反
対
を
生
む
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ

で
行
政
や
学
校
現
場
に
対
し
て
、
①
行
事
や
教
科
外
活
動
の
精
選
に
関
し
て
親

へ
の
説
明
を
十
分
に
行
な
う
こ
と
、
②
画

一
的
に
授
業
時
数
の
確
保
と
教
科
外

活
動
の
精
選
を
求
め
る
の
で
は
な
く
各
学
校
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
認
め
る
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こ
と
、
③
ク
ラ
ブ

・
部
活
動
ま
た
は
よ
り
選
択
性
の
高
い
課
外
活
動
を
休
業
日

等
に
提
供
す
る
こ
と
、
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
策
を
と
る
こ
ど
で
、

親
の
不
満
を
よ
り
低
く
し
て
学
校
五
日
制
の
定
着
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。

分
析
で
明
ら
か
に
な

っ
た
第
四
の
点
は
、
教
育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
媒
介

に
し
て
父
親
の
職
業
的
地
位
と
い
う
階
層
変
数
が
五
日
制

へ
の
賛
否
に
効
果
を

及
ぼ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
学
校
五
日
制
に
よ

っ
て
教
育
の
階
層
差
が
拡
大
す

る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
意
識
の
上
で
階
層
的
差
異
が
確
認
さ
れ

た
。
し
か
し
、
学
業
教
育
期
待
と
五
日
制

へ
の
態
度
が
有
意
な
相
関
関
係
を
も

た
な
い
こ
と
か
ら
、
学
校
外
の
学
業
教
育
機
関
へ
の
依
存
が
高
階
層
で
高
ま

っ

て
い
く
と
い
う
予
測
は
、
こ
の
分
析

か
ら
は
と
り
あ
え
ず
妥
当
で
な
い
。

最
後
に
、
親
の
就
業
に
関
す
る
拘
束
の
程
度
が
高

い

(例
え
ば
土
曜
が
休
み

で
は
な
い
)
ほ
ど
五
日
制
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
よ
く
あ
る
が
、
本
稿

の
分
析
に
用
い
た
就
業
状
況
の
変
数

は
有
意
な
直
接
効
果
を
も
た
な
か

っ
た
。

こ
の
結
果
は
、
高
校
生
と
い
う
相
対
的
に
年
齢
の
高
い
子
ど
も
の
親
が
分
析
対

象
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
小
学
校
や
中

学
校
の
親
の
意
識
で
は
、
こ
の
分
析

と
は
異
な
り
、
よ
り
強
い
相
関
関
係
が
確

認
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

学
校
五
日
制
を
考
察
す
る
た
め
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
次
の
点
が
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
教
育
分
業
意
識
に
関
心
を
も

っ
て
分
析
を
行
な

っ
た
が
、
五

日
制
に
つ
い
て
の
親
の
態
度
の
・形
成
要
因
を
網
羅
的
に
考
察
す
る
、
と
い
う
課

題
を
も

っ
た
場
合
、
本
稿
の
重
回
帰
分
析
の
決
定
係
数
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な

い
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
関
連
要
因
を
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
場
合
例
え
ば
、
学
業
や
生
活
面
で
の
子
ど
も
の
教
育
達
成
の
程
度
と
い
っ
た

子
ど
も
の
側
の
特
性
や
、
子
ど
も
の
通

っ
て
い
る
学
校
の
客
観
的
な
教
育
体
制

と
い

っ
た
学
校
側
の
変
数
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で

は
高
校
生
の
親
を
対
象
に
し
た
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
特
殊
教
育
諸
学
校
と

い

っ
た
学
校
種
別
に
よ

っ
て
形
成
要
因
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
、
と
い
う
点

も
検
討
課
題
だ
と
言
え
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
月

一
回
の
土
曜
休
業
か
ら
月
二
回
へ
、
そ
し
て
完
全

週
五
日
制

へ
と
い
う
よ
う
に
、
学
校
五
日
制
の
今
後
の
展
開
に
伴
う
、
変
数
間

の
関
連
の
変
化
と
い
う
点
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
の
変
更
が
完
全
週
五
日
制

に
伴

っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
、
学
校
現
場
の
対
応
に
よ

っ
て
は
、
学
業
教
育
期

待
と
学
校
五
日
制

へ
の
態
度
の
相
関
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
予
想
で
き
る
。

今
後
の
段
階
的
導
入
を
考
え
る
と
、
学
校
週
五
日
制
に
関
す
る
研
究
の
意
義

は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
保
護
者
や
子
ど
も
の
期
待
に
柔
軟
な

方
策
で
対
応
し
な
が
ら
、
五
日
制
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
、
行
政
や

学
校
現
場
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

注

.

(
1
)
児
島
邦
宏

、

一
九

八
六
年

、
す
.。。
O

を
参

照
。

(
2
)
金

子
征
史
は
労
働
法
学

の
立
場
か
ら
、

日
本

の
対
外
収
支

不
均
衡
や
経
済
摩
擦

の
拡
大
を
背
景

に
諸
外

国
に
よ
り
長
時
間
労
働

の
是
正
が
強
く
求
め
ら
れ
た

こ
と

を
受

け
て
、
特

に

一
九

八
○
年
代
後
半
か
ら
労
働
時
間
短
縮
が
政
策
上

の
重
要
課

題
と

し
て
本
格
的

に
展
開
さ
れ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
学
校

五
日
制
は
労
働
時
間
短

縮
政
策

の
切
札

で
あ

る
週
休

二
日
制
実
現

の
産
物
と
し

て
と
ら
れ
る

べ
き
だ
と
述
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べ
て

い
る
。
金
子
征
史

一
九
九

四
年

を
参
照

。

(3
)
文
部
省

.
一
九
九

二
年
、
署

.α
1
㊤
。

(4
)
藤

田
英
典

一
九
九

二
年
。

(5
)
山
村
賢
明

一
九
九
三
年
、
娼
・H
H
。。
を
参
照
。

(6
)
堀
井
啓
幸

一
九
九

二
年
、
歹
ω
ρ

唱
卜
α

ま
た
、
『
内
外
教
育
』

一
九
九

三
年

九
月
十
四
日
、
它

●b。
ゐ

を
参
照

。

(7
)
教
育
社
会
学

に
お
け
る

「
地
域
社
会
と
教
育
」
研
究

は
、
教
育
分
業
構
造

の
解

明
を

一
つ
の
目
的
と
し

て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。
構
造

そ
の
も

の
を

明
ら
か

に
す

る

こ
と
自
体

、
非
常

に
重
要

な
課
題

で
あ

る
。
矢
野
峻

(編
)

一
九
七

八
年

、
柳

治
男

一
九

八

一
年

を
参
照

の
こ
と
。

(8
)
例
え
ば
、
徳

田
耕
造

一
九
九

一
年

、
伊
藤
正
則

一
九
九
四
年

を
参

照
。

(9
)
五

日
制
に
よ
る
教
育

の
私
事
化
と
階
層
差

の
拡
大

は
、
五
日
制
反
対

論
が

一
つ

の
批
判
点
と
す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
藤

田
英
典

前
掲
論
文

を
参
照
。

(10
)

こ
の
調
査
は

、
共
同
研
究
者
吉
川
徹
氏

(現

大
阪
大

学
人
間
科
学
部

助
手
)
を

中
心
と
し

て
実
施
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
調
査

の
設
計

、
サ

ン
プ

ル
の
特
性
に
関

し
て
さ
ら

に
詳

し
く
は

、
吉
川

一
九
九

四
年

を
参

照
の
こ
と
。

(
11
)

こ
れ
と
同
様

の
学
校
調
査
は

、
海

野
道
郎

や
片
瀬

一
男
ら
に
よ

っ
て
試
み
ら
れ
.

て
お
り

、
そ

の
有
効
性

は
十
分

に
認

め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
海
野

道
郎

・
片
瀬

一
男

一
九

九
〇
年

。

(
12
)
文
部
省
が
平
成

五
年
度

に
行

な

っ
た

「
学
習
塾
等

に
関
す
る
実
態

調
査
」

の
結

果

に
よ
れ
ば

、
小

・
中

学
生

の
デ

ー
タ
で
あ
る
が
、
島
根
県
で
は
通
塾
率
が

一
〇

%
台

で
、
全

国
で
2
番

目
に
低
い
。
ま
た
石
川
県
全
体
は
中
程
度
の
通
塾
率
で
あ

る
が

、調
査
対
象

の
D
高
校

は
学

習
塾
の
非
常
に
少
な

い
環
境
に
立
地
し
て

い
る
。

「
学
習

塾
等

に
関
す

る
実

態
調
査
」

の
結

果
に

つ
い
て
は
、
『
内
外
教
育
』

一
九

九

四
年

八
月

二
日

署

b
l
ω

を
参
照
。

(
13
)
海
野
道
郎

・
片
瀬

一
男

前
掲

論
文
。

(
14
)
盛

山
和
夫

・
都
築

一
治

・
佐
藤
嘉

倫

一
九
八
八
年
、
弓
μ
◎。

。

(
15
)
文
部
省

の

「
調
査
研
究
協
力

の
保
護
老

に
対
す
る

ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
」

の
結
果

と
比
較

す
る
と

、
親

の
回
答

に

つ
い
て
、
反
対

・
や
や
反
対

の
回
答

の
割
合
は

ほ

'
ぼ
等
し

い
が

、
賛
成

・
や
や
賛
成

の
回
答
が
文
部
省

の
調
査

で
は

五
四

・
二
%

と

高
く
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し

、
文
部
省

の
調
査

で
は

「
ど
ち
ら

と
も

い
え
な

い
」

と
い
う
選
択
肢
が
な

い
四
分
位

で
回
答
を
求
め

て
い
る
。

(
16
)
質

問
文
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
「
あ

な
た
は
、
そ

の
生
徒

さ
ん
の
教
育
に
関

す

る
次

の
こ
と
が
ら

に

つ
い
て
、
学
校
と

家
庭

の
ど
ち
ら
か
が

責
任
を

も

つ
と

す

る
な
ら
、
ど
ち
ら
で
行
な
う

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
。」

(
17
)
教
育

項
目
に

つ
い
て
は
、
矢

野
峻

ら
の
教
育

分
業
調
査
を
参
考

に
し
た
。
矢

野

前
掲
書

を
参

照
。

(
18
)
変
換

の
仕
方

は
、
「無
職

・
専
業

主
婦

・
学
生
」

に
ー
、
「臨
時
雇

用

・
パ

ー
ト

・
ア
ル
バ
イ

ト
」

と

「家

族
従
業
者
」
「
内
職
」
に
2

、
・「
経
営

者
、
役
員
」
「
常

時
雇

用
さ
れ
て
い
る

一
般
従
業
者
」

「自
営

業
主
」

に
3
を
与

え
た
。

参
考
文
献

麻

生
誠

・
小
林
文

人

・
松
本
良
夫

(
編
)

一
九

八
六
年

『
学
校

の
社
会

学

-

現
代

学

校
を
総
点
検
す
る

ー

』
、
学
文
社

藤

田
英
典

一
九
九

二
年

「
学
校

5
日
制

7

つ
の
疑
問
」
、
『
朝

日
新
聞
』

一
九

九

二

年

一
月

二

一
日
朝
刊
、
歹
㊤

堀
井
啓

幸

一
九
九

二
年

「
隔

週

五
日
制

の
実
施

と
そ

の
課
題

」
、

西
村
文

雄

・
他

(編
)

『
学
校
5
日
制
の
実
践
的

展
開
』
、
召

.G。
刈
1
α
ω

伊
藤
正
則

一
九
九
四
年

「
学
校
五
日
制

の
現
状
と
展
望
」
、
『
日
本
教
育
法
学
会
年
報
』

第

二
三
号
、
寒

気
ト
ー
Q。
b。

金
子
征
史

一
九
九
四
年

「
学
校

五
日
制

の
課
題

-

労
働

法
学

の
立
場

か
ら

ー

」
、

『
日
本
教
育
法
学
会
年
報
』
第

二
三
号
、
づ
b
●α
b。
ー
罐

吉
川
徹

一
九
九

二
年

「
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る

「
自
己
ー
指
令
的
」
態
度

の
形
成

要
因
」
、
『
年
報
人
間
科
学
』
第

=
二
号
、
唱

.H
㊤
1
ω
虧
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吉

川
徹

一
九
九

四
年

「
社
会

意
識

の
形
成

過
程

の
計
量
的
研
究

」
、
大
阪
大
学

大
学

院

人
間
科

学
研
究
科
博
士
論
文

児

島
邦
宏

一
九

八
六
年

「
学
校

の
教
育

活
動

と

カ
リ

キ

ュ
ラ
ム
」
、
麻
生
誠

・
他

(編
)

『
学
校

の
社
会
学
』
、
竈

絢
O
-
Q。
①

文
部
省

一
九
九

二
年

『
学
校

週
五

日
制

の
解

説
と
事
例

-

子

ど
も

の
豊
か
な
人
間

形
成

の
た
め

に

ー

』
、
大
蔵
省
印

刷
局

文
部
省

・
青
少
年

の
学
校
活
動

に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議

一
九
九

二
年

「
休

日
の
拡
大
等
に
対
応
し
た
青
少
年

の
学
校
外
活
動

の
充
実

に
つ
い
て
」

西
村
文
雄

・
天
笠
茂

・
堀
井
啓
幸

(編
)

一
九
九

二
年

『
学
校

5
日
制

の
実
践
的
展

開

-

教
育
過
程

の
編
成
と
学
校
経
営

1

』
、
教
育
出
版

臨

時
教
育
審
議

会

一
九
八
六
年

「
臨
時
教
育
審
議
会
第
2
次
答
申
」

教
育
課
程
審
議

会

一
九
八
七
年

「
教
育
課
程
審
議
会
答
申
」
・

・

盛

山
和
夫

.
都
築

一
治

・
佐
藤
嘉
倫

}
九

八
八
年

「
社
会

階
層

の
移
動
と
趨
勢

」
、

一
九

八
五
年
社
会

階
層
と
社
会
移

動
全
国
調
査
委
員
会

(編
)
『
一
九

八
五
年
社

会

階
層
と
社
会
移

動
全
国
調
査
報

告
書

第

一
巻

社
会
階

層
の
構
造
と
過
程
』
、

噂
O
●置
-
虧
α

志
水
宏
吉

・
徳

田
耕
造

(編
)

一
九
九

一
年

『
よ

み
が

え
れ
公
立
中
学

-

尼
崎

市

立

「
南
」
中

学
校

の

エ
ス
ノ
グ
ラ

フ
ィ
ー

1

』
、
有
信
堂

徳

田
耕
造

一
九
九

一
年

「
エ
ピ

ロ
ー
グ

ー

,よ
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  A 5-School-Day Week and the Division of Labor of Education 

   In this paper, I clarified some factors that determine whether mothers have an affirmative opinion 

or not toward a 5-school-day week that started in public schools all over Japan in September of 1992, 

using the data of 'the research on the consciousness of the youth education' in October of the same 

year. One of the executive purposes of introducing a 5-school-day week is to adjust the division of 
labor of education between schools and homes. Therefore, I predicted that the consciousness of the di-

vision of labor of education determines the attitude toward a 5-school-day week. 

   First, I confirmed the structure where the consciousness of the division of labor of education be-

tween homes and schools consists of two independent aspects, namely, life-education and study-educa-

tion, analyzing the opinion of the division of labor about all educational items by using the factor anal-

ysis method. In other words, we can measure mothers' expectation from schools by expectation of 
life-education and that of study-education. Second, I discovered that pros and cons about a 5-school-

day week have correlation not with expectation of study-education but with expectation of life-educa-

tion. This shows that, against the prevailing view, the possibility of children getting a worse grade is 

not the reason mothers are against a 5-school-day week, and mothers who expect more from schools 

in the aspect of life-education tend to be against a 5-school-day week. Furthermore, with the multi-

ple regression analysis, which includes social status, vocational conditions, etc. as independent varia-
bles, I confirmed that the higher expectation of life-education from schools becomes, the more strong-

ly mothers oppose a 5-school-day week . 

   From these analyses, I concluded that, in order to introduce a 5-school-day week smoothly and 

establish its significance, the education authorities and schools themselves should cope with the situa-

ti.on flexibly with careful consideration for expectation in the life-educational aspect. 

Key Words 

   5-school-day week in Japan, consciousness of division of labor of education, mothers of senior 

high school students, factor analysis, multiple regression analysis
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