
予
想
外
応
答
場
面
に
お
け
る
教
師
の
暗
黙
的
信
念

-

教
師
の
内
に
隠
れ
た
教
授
と
学
習
の
理
論
-渡

部

洋

一
郎

一
㌧
教
師
の
暗
黙
的
信
念

授
業
過
程
に
お
け
る
教
師
の
実
践
的
思
考
様
式
を
追
究
す
る
上
で
､
近

年
注
目
を
集
め
て
い
る
も
の
に
､
教
師
の
思
考
を
深
部
で
恒
常
的
に
規
定

す
る
信
念

(b
etief)
の
論
理
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
研
究
が
あ
る

(w
ittr
ock.M
.C
.19
86
).
こ
う
し
た
思
考
の
深
層
に
存
在
す
る
教
師
の
借

金
を
検
討
す

る
こ
と
は
､
そ
の
教
師
の
授
業
理
論
や
あ
る
特
徴
的
な
教
授

行
動
を
支
え
る
背
景
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
｡
例
え
ば
､

c
tark
&
P

eterson
(19
8
6)
は
､
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
信
念
を

｢教

授
と
学
習
に
関
す
る
教
師
の
隠
さ
れ
た

(im
p-icit)理
論
｣
と
呼
び
'
そ

れ
に
関
す
る
研
究
が

｢教
授
の
際
の
思
考
過
程
の
十
分
か
つ
有
用
な
理
解

の
た
め
に
中
心
的
な
研
究
｣
と
な
り
う
る
こ
と
を
M

unbyを
引
用
し
な

が
ら
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
､
山
田

()993)も
'
即

時
的
な
思
考
を
規

定
す
る
恒
常
的
な
教
師
の
性
向
を

｢暗
黙
的
信
念

(tacit
belief)J
と
規
定

し
､
教
師
の
隠
れ
た
内
な
る
思
考
を
考
察
す
る
こ
と
が
生
徒
と
の
相
互
作

用
中
の
教
師
の
思
考
と
授
業
計
画
作
成
中
の
教
師
の
思
考
と
を
統

一
的
に

と
ら
え
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
こ
う
し
た
内
な
る
信
念
は
､
教
育
方
法
に
お
け
る
指
導
技
術

や
教
師
の
資
質
に
関
わ
り
授
業
観
や
学
習
観
の
1
部
と
し
て
付
随
的
に
扱

わ
れ
る
だ
け
で
'
こ
れ
ま
で
正
面
か
ら
深
-
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
理
由
は
､
主
と
し
て
研
究
方
法
上
の
困
難

さ
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
思
考
の
深
層
に
恒
常
的
に
存
在
す
る
教
師
の
信
念

は
､
授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
行
動
の
現
象
的
記
述
を
し
て
そ
れ
を
量

的
に
分
析
す
る
だ
け
で
は
､
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
む
し

ろ
教
師
が
指
導
行
動
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
内
面
に
入
り
込
ん
で
そ

の
思
考
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
質
的
な
解
釈
を
加
え
な
い
限
り
､

そ
れ
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
客
観
的
に
明
確
化
し
え
な
い
困
難

さ
が
あ
る
｡

信
念
に
関
わ
る
最
近
の
研
究
は
､
授
業
の
分
析
に
先
立
っ
て
､
教
師
の

特
定
の
心
理
的
要
因
-
例
え
ば
､
学
習
の
成
果
に
関
す
る
帰
属
意
識
や
教

材
解
釈
な
ど
-
を
信
念
と
し
て
措
定
す
る
も
の
と
､
特
定
の
教
師
を
対
象

と
す
る
調
査
や
授
業
中
の
教
授
行
動
の
分
析
に
よ
っ
て
､
教
師
の
信
念
を

な
す
主
要
な
要
素
を
特
定
す
る
も
の
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
､
本
稿

で
は
､
こ
の
よ
う
な
成
果
も
踏
ま
え
な
が
ら
､
授
業
場
面
で
生
起
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
事
象
に
対
処
す
る
際
に
'
対
応
行
動
選
択
の
基
底
を
な
す
と
考

え
ら
れ
る
教
師
の
暗
黙
的
信
念
を
取
-
上
げ
､
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
の

方
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
上
で
'
内
な
る
信
念
を
考
察
す
る
こ
と
の
意
義



を
〝

教
育
的
タ
ク
ト
〃

と
い
う
概
念
を
用
い
て
論
述
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
｡

二
'
自
覚
的
に
参
照
さ
れ
る
信
念
と
暗
黙
的
な
信
念

c
tar
k
&

P
e
te
rso
n
()9
86
)
は
､
信
念
を
､
シ
エ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
認
識

的
構
造
に
組
織

さ
れ
る
知
識
と
対
照
さ
れ
る
も
の
で
､
｢対
象
に
つ
い
て

の
､
〝
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
明
白
な
〃

命
題

と
し
て
表
さ
れ
る
も
の
｣
と
捉
え
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､

川生
徒
の

達
成

の
原
因
に
対
す
る
帰
属
意
識
､

㈲教
師
の
内
に
隠
れ
た
教
授
と
学
習
の
理

論
､
の
二
つ
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
が
､
自
覚
的
に
参
照
さ
れ
る
信
念
は
'

川の
帰
属
意
識
を
も
含
む
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
そ
の
教
師
の
概
括

的
な
規
則
性
や
理
想
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
例
え
ば
､
｢学
業
成

績
を
上
げ
る
た
め
に
は
'
児
童
の
能
力
と
い
っ
た
要
因
の
他
に
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
が
必
要
で
あ
る
｣
と
い
う
考
え
や
'
｢発
間
は
子
ど
も
の
思
考
を
刺

激
す
る
も
の
で
あ
る
｡
よ
い
授
業
を
す
る
た
め
に
は
'
多
様
な
発
問
を
準

備
し
子
ど
も
の
思
考
を
鋭
-
豊
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｣
と
す
る

教
師
の
授
業
観
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
｡

一
方
､
暗
黙
的
な
信
念
は
､
他
者
か
ら
指
摘
さ
れ
る
ま
で
当
人
は
そ
の

存
在
を
ま

っ
た
-
自
覚
し
て
い
な
い
性
向
や
､
教
師
が
あ
る
状
況
下
に
お

け
る
自
身
の
判
断
の
根
拠
を
問
わ
れ
た
場
合
に
漠
然
と
し
か
再
現
で
き
な

い
よ
う
な
唆
味
な
思
考
の
内
容
な
ど
が
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
(*
-
)o

山
田

()993)は
､
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
に
参
照
さ
れ
る
信
念
と
暗
黙
的

な
信
念
と
の
違
い
を
R
y
te
(194
9
)
を
引
用
し
な
が
ら
､
｢信
条
が
言
語
に

ょ

っ
て
表
現
さ
れ
る

knowin
g
-
th
at
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
暗
黙
的
信

念
は
､
状
況
に
的
確
に
対
応
し

う
る
身
体
運
動
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る

know
inT
how
で
あ
る
｣
(
*

N
)
と
述
べ
て
い
る
｡
前
者

(自
覚
的
に
参

照
さ
れ
る
信
念
)
は
､
教
師
自
身
に
お
い
て
､
記
号

(言
語
)
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
た
命
題
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
｡
す
な

わ
ち
､
教
師
が

｢あ
な
た
の
信
念
と
は
何
か
｣
と
尋
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
､

そ
の
よ
う
な
命
題
を
言
明
す
る
こ
と
で
応
答
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る

(山
田

1993).
そ
れ
に
対
し
て
､
後
者

(暗
黙
的
信
念
)

は
､
あ
る
考
え
を
命
題
と
し
て
で
は
な
-
暗
黙
的
信
念
と
し
て
体
得
し
て

い
れ
ば
､
そ
の
教
師
が
い
ち
い
ち
意
図
し
な
-
て
も
状
況
に
即
応
し
て
瞬

時
に
対
応
行
動
を
選
択
で
き
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
｡

こ
う
し
た
教
師
の
内
な
る
思
考
は
'
次
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

行
動
に
反
映
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
先
ず
､
授
業
計
画
の
際
の
教
師
の

思
考
は
､
授
業
中
に
生
起
す
る
と
予
想
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
の
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
じ
っ
-
り
と
時
間
を
か
け
て
考
を
練
る
こ
と
を
可
能
と
す

る
が
､
児
童
と
の
相
互
作
用
中
の
思
考
は
即
時
的
で
あ
る
こ
と
､
つ
ま
り

個
々
の
事
態
へ
の
対
処
の
仕
方
を
決
定
す
る
に
際
し
て
長
考
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
(C
lar
k
&
Peterson
t98
6).

従
っ
て
'
相
互
作
用
中
の
教
師
の
意
識
は
対
処
す
べ
き
事
態
そ
の
も
の
に

向
け
ら
れ
て
お
り
､
教
師
は
反
射
的
か
つ
自
働
的
に
そ
の
事
態
に
対
応
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
､
自
身
の
信
念
を
そ
の
都
度
参
照
し
て
ゆ
と
り

の
あ
る
判
断
を
下
す
こ
と
は
実
際
上
ま
れ
で
あ
ろ
う

(山
田

1993).
現

在
は
､
こ
の
よ
う
な
反
射
的
な
対
応
の
多
-
は
教
師
に
お
い
て
ル
ー
テ
ィ

ン
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(吉
崎

199
1)が
､
こ

の
ル
ー
テ
ィ
ン
は
単
な
る
身
体
の
自
働
運
動
で
は
､な
い
｡
教
師
は
状
況
に

応
じ
て
､
複
数
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
中
か
ら
場
面
に
応
じ
て
特
定
の
も
の
を

選
択
し
た
-
､
す
べ
て
の
ル
ー
テ
ィ
ン
が
無
効
と
思
わ
れ
る
場
面
で
新
た

2



な
対
応
策
を
臨
機
的
に
講
じ
た
-
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
の
際
に
は
､

や
は
り
何
ら
か
の
教
師
の
思
考
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
｡三

㌧
暗
黙
的
信
念
の
把
握
と
そ
の
方
法

反
射
的
か
つ
自
働
的
な
こ
う
し
た
対
応
は
､
熟
慮
の
末
選
択
さ
れ
た
行

動
で
は
な
い
に
せ
よ
､
教
師
は
､
ど
の
よ
う
な
児
童
が
事
態
に
関
与
し
て

い
る
の
か
'
い
か
な
る
教
材
内
容
を
扱

っ
て
い
る
の
か
､
今
回
の
授
業
が

長
期
的
な
計
画
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
-
の
か
､
等
々
に
配
慮
し
っ

つ
､
各
々
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
メ
リ
ッ
ー
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
秤
量

･
勘
案
し

て
瞬
時
に
行
動
の
選
択
を
行
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
､
い
-
つ
か
の
ル
ー
テ

ィ
ン
を
併
用
し
た
り
'
折
衷
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
自
覚

的
に
信
条
を
参
照
し
て
い
な
-
て
も
'
教
師
は
何
ら
か
の
判
断
を
下
し
続

け
て
い
る
の
で
あ
る

(山
田

1993)0

で
は
､
教
師
の
こ
の
よ
う
な
暗
黙
的
信
念
を
捉
え
る
た
め
に
は
'
ど
の

よ
う
な
方
法
を
用
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
般
に
､
ル
ー
テ
ィ
ン

の
存
在
は
､
教
師
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
繰
-
返
し
選
択
し
て
い
る
こ
と
'

つ
ま
り
教
師
の
内
に
そ
の
行
動
を
是
認
す
る
性
向
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
｡
ル
ー
テ
ィ
ン
は
動
作
の
単
な
る
機
械
的
反
復
の
結
果
と
し
て
形

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
教
師
は
動
作
の
反
復
の
過
程
に
お
い
て
､
状

況
に
よ
り
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
動
作
の
あ
り
方
を
変
え
る
工
夫
を

繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
-
､
そ
こ
に
は
必
ず
反
復
の
担
い
手
で
あ
る
主

体
の
能
動
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
山
田

(1993)
は
､
こ
う
し
た
考

え
を
背
景
に
､
行
動
と
し
て
表
れ
る
ル
ー
テ
ィ
ン
と
教
師
の
内
な
る
思
考

と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(*
3
)
0

特
定
の
行
動
が
教
師
に
お
い
て
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
て
い
る
こ
と
は
､

そ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
を
是
認
す
る
よ
う
な
性
向
が
教
師
の
内
に
存
在
す

る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
｡
特
に
､
教
師
自
身

が
ル
ー
テ
ィ
ン
の
存
在
を
自
覚
し
て
い
る
時
に
は
そ
う
で
あ
る
｡
た

と
え
ば
､
過
密
な
教
育
課
程
内
容
な
ど
の
外
的
要
因
が
教
師
の
信
条

ど
お
り
の

(生
徒
の
多
様
な
発
言
を
奨
励
す
る
)
行
動
を
阻
害
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
､
当
の
教
師
自
身
が
､
そ
れ
ら
の
外
的
要
因
を
､

信
条
ど
お
り
の
行
動
を
断
念
す
る
に
値
す
る
重
要
事
と
し
て
認
識
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
ル
ー
テ
ィ
ン
は
､
教
師
自
身
に
よ

る
言
明
と
同
様
に
､
教
師
の
内
な
る
思
考
の
表
現
の

一
形
態
な
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
ル
ー
テ
ィ
ン
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
反
復
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
以
上
は
､
そ
の
ル
ー
テ
ィ
ン
を
是
認
す
る
性
向
も
相
当

に
恒
常
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
｡

す
な
わ
ち
､
暗
黙
的
信
念
は
､
教
師
が
意
識
的
に
そ
れ
を
参
照
し
な
く

て
も
自
働
的
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
働
き
方
は
教
師
自
身
の
授

業
過
程
に
お
け
る
行
動
自
体
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う

(*
4
)
.
た
だ
し
､
山
田
()993)自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢実

際
の
授
業
過
程
に
お
い
て
信
条
と
暗
黙
的
信
念
を
峻
別
す
る
こ
と
は
不
可

能
｣
で
あ
り
､
｢暗
黙
的
信
念
と
信
条
と
の
合
致
や
矛
盾
の
あ
-
方
も
ま

た
千
差
万
別
｣
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
M
cN
ai
ry
(19
85
)
に
よ
る

｢特
定
の

教
師
を
対
象
と
し
た
信
念
分
析
｣
の
研
究
(*
5
)
は
､
直
接
に
行
動
に
作

用
す
る
信
念
の
体
系
に
も
階
層
が
存
在
す
る
可
能
性
を
端
的
に
示
す
事
例

の

1
つ
で
あ
ろ
う
.
M
c
N
airyは
幼
児
教
育
を
扱

っ
た
研
究
の
中
で
､
意

思
決
定
に
お
け
る
教
師
の
信
念
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
｡

こ
こ
で
の
研
究
方
法
は
'
年
少
幼
児
担
当
の

一
人
の
教
師
を
選
び
､
教
師

3



自
身
に
よ
る
自
己
の
教
育
観

･
哲
学
に
関
し
た
記
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
､

長
期
的
な
ス
パ
ン
に
よ
る
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
交
え
た
内
観
報
告
を

実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
｡
内
観
は
'
計
画
さ
れ
た
も
の
と
自
発

的
な
も
の
を
含
ん
で
お
-
､
授
業
中
の
教
室
で
の
活
動
の
真
の
目
的

･
子

ど
も
達
の
行
動
へ
の
教
師
の
対
応

･
教
師
の
役
割
に
つ
い
て
の
教
師
の
知

覚
な
ど
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
｡
観
察
の
途
上
で
､
教
師
の
意
図

(こ
の

場
合
は
明
示
さ
れ
る
自
覚
的
な
信
念
)
と
実
際
の
教
師
の
行
動
と
の
問
に

矛
盾
を
生
じ
る
よ
う
な
場
面
が
出
現
し
た
た
め
､
そ
の
背
景
に
つ
い
て
さ

ら
に
分
析
が
加
え
ら
れ
た
｡
そ
の
結
果
､
こ
う
し
た
敵
宙
を
生
み
出
す
要

因
と
し
て
､
｢内
的
圧
迫
‥

役
割
の
不
調
和

･
哲
学
的
矛
盾
｣
｢外
的
圧
迫

‥
環
境

･
制
度

･
個
人
内
の
要
因
｣
な
ど
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

M
cN
airy
の
研
究
は
､
教
師
の
行
動
に
直
接
作
用
す
る
信
念
の
体
系
に
は

複
雑
な
階
層
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る
点
で
意
義
凍
い
が
'

こ
う
し
た
矛
盾
の
背
景
を
探
る

(す
な
わ
ち
､
教
師
の
内
に
隠
さ
れ
た
潜

在
的
な
信
念
の
推
測
)
の
に
最
も
効
果
が
あ

っ
た
の
は
､
教
育
観

･
哲
学

に
関
し
た
記
述
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
交
え
た
内
観
報
告
で
あ

っ
た
と
い
う
｡

授
業
の
中
で
働
-
教
師
の
信
念
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
束
縛
の
中
で
相
矛
盾
す

る
問
題
と
常
に
葛
藤
し
な
が
ら
意
思
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
こ

に
は
非
常
に
多
次
元
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
も
と
よ
り
､
暗
黙
的

な
信
念
は
教
師
の
信
念
の
深
部
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
う
し
た

存
在
を
把
握
す
る
た
め
に
は
､
ル
ー
テ
ィ
ン
の
測
定
の
み
な
ら
ず
'
教
師

に
対
す
る
個
別
の
精
赦
な
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
､
及
び
教
師
自
身
に
よ

る
教
育
観

･
哲
学
に
関
し
た
記
述
を
併
用
し
'
自
覚
的
に
参
照
さ
れ
る
信

念
と
行
動
と
の
矛
盾
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
｡

四
､
授
業
の
展
開
と
教
育
的
タ
ク
ト
の
必
要
性

と
こ
ろ
で
､
授
業
中
の
教
師
の
こ
う
し
た
臨
機
の
即
時
的
な
判
断
は
､

か
な
り
古
-
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
を
示
す
の
は
､
へ
-ル
バ

ル
ー

(H
erbartL
.
F
.
)
8
0
2
)

が
教
育
学
に
導
入
し
た

｢教
育
的
タ
ク
ー
｣

の
概
念
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

教
育
の
理
論
と
実
践
と
の
間
の
媒
介
項
と
し

て
の
教
育
技
術
を
駆
使
す
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
教

育
の
個
別
な
場
面
1
特
に
教
師
の
予
測
を
超
え
た
応
答
場
面

I
に
対
応
し

た

｢す
ば
や
い
判
断
と
決
断
｣
と
い
う
形
で
発
揮
さ
れ
'
い
わ
ば
教
育
の

｢実
践
の
統
治
者
｣
と
い
う
性
格
づ
け
が
行
な
わ
れ
て
き
た

(長
谷
川

1993).
例
え
ば
､

M
uth
.J.(19
62
)
は
予
想
外
場
面
に
お
け
る
タ
ク
ト
の

働
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢タ
ク
ー
は
､
教
師
の
計
画

す
る
意
思
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
故
に
､
タ
ク
ー
に
満
ち

た
行
為
は
､
教
育
者
の
計
画
的
な
処
理
の
中
で
実
際
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で

は
な
-
､
い
つ
も
予
測
し
得
な
い
場
面
に
お
い
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
｡
｣

と

｡授
業
中
の
教
師
の
意
思
決
定
の
研
究
で
は
､
教
師
が
予
想
外
の
出
来
事

に
遭
遇
し
た
場
合
'
そ
の
多
-
は
ル
ー
テ
ィ
ン
的
教
授
行
動
を
採
用
す
る

こ
と
､
そ
の
よ
う
な
反
射
的
対
応
が
最
も
顕
著
に
見
出
だ
さ
れ
る
の
は
､

特
に
計
画
作
成
時
に
予
想
し
て
い
な
か

っ
た
事
態
が
突
発
す
る
よ
う
な
場

面
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(Shave
lson.R
.
I.
19
83
)O

教
師
の
暗
黙
的
な
信
念
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
事
態
に
対
す
る
反
射
的
か

つ
自
働
的
な
対
応
に
そ
の
一
部
が
投
影
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
実
は
､

こ
う
し
た
予
想
外
の
応
答
場
面
に
現
わ
れ
る
教
育
的
タ
ク
ト
と
い
う
側
面

か
ら
も
そ
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
従

っ
て
､
本
節
で
は
タ
ク
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ー
が
理
論
と
実
践
の
媒
介
を
ど
の
よ
う
に
果
た
す
の
か
､
そ
し
て
授
業
展

開
を
考
え
る
上
で
教
育
的
タ
ク
ー
を
取
り
上
げ
る
の
が
な
ぜ
重
要
に
な
る

の
か
を
論
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
教
師
の
暗
黙
的
信
念
を
考
察
す
る
上

で
の
ま
と
め
と
し
た
い
｡

先
ず
､
教
育
的
タ
ク
ー
は
､
教
育
方
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
る
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
-
｡
通
常
'
タ
ク
ー
は
理
論
と
実
践

と
の
媒
介
項
だ
と
い
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
熟
考
を
伴
わ
な
い
で
行
な
わ
れ

る
実
践
と
､
体
系
的
に
編
み
出
さ
れ
た
理
論
の
間
に
あ

っ
て
､
そ
れ
ら
理

論
と
実
践
を
同
時
に
視
野
の
う
ち
に
お
さ
め
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､

理
論
は
多
-
の
実
践
を
統

一
的
に
導
-
指
針
を
示
す
に
過
ぎ
ず
'
実
践
の

個
々
の
細
部
ま
で
取
り
扱
い
方
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
例
え
ば
'

鈴
木

()990)は
､
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
(*
6
)
.
｢理
論
は
,
普

遍
性
と
未
規
定
性
を
も

つ
が
ゆ
え
に
'
実
践
の
個
別
性
､
特
殊
性
を
把
握

で
き
な
い
｡
理
論
は
､
普
遍
性

二

般
性

へ
向
か
う
性
質
を
も

っ
て
い
る
｡

他
方
､
実
践
は
個
別
的

･
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
｡
理
論
は
個
別
的
な
こ

と
が
ら
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
普
遍
性
を
得
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'

い
-
ら
実
践
に
寄
与
す
べ
-
'
理
論
が
実
践
の
中
で
起
こ
り
得
る
状
況
を

推
定
し
て
､
柔
軟
な
準
備
を
し
た
と
し
て
も
､
実
践
の
も

つ
偶
然
性
に
完

壁
な
対
処
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣
と
(芋

)
0

で
は
､
教
育
的
タ
ク
ー
は
実
際
の
授
業
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
力

と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
般
に
教
師
は
授
業
を
実
施
す
る
に

あ
た

っ
て
そ
の
計
画
を
立
て
る
｡
こ
の
計
画
は
､
授
業
研
究
会
に
示
さ
れ

る
よ
う
な
学
習
指
導
案
と
い
う
形
式
を
整
え
た
細
密
な
も
の
も
あ
れ
ば
､

必
ず
し
も
整
然
と
し
た
形
式
を
と
ら
な
い
略
案
も
あ
る
｡
さ
ら
に
'
成
文

化
し
た
学
習
指
導
案
が
用
意
で
き
な
い
で
頭
の
中
に
と
ど
め
た
腹
案
と
い

う
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
学
校
教
育
が
意
図
的
､
計
画
的
に
進
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
以
上
'
指
導
案
を
立
て
る
こ
と
は
授
業
の
展
開
に
必
要
不
可
欠
な

条
件
で
あ
る
｡
指
導
案
が
細
案
で
あ
れ
略
案
で
あ
れ
､
ま
た
腹
案
で
あ
れ
､

案
を
立
て
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡
指
導
案
の
基
本
的
性
質
は
､
そ
こ

に
教
育
理
論
や
教
育
方
法
に
関
す
る
原
理
が
教
師
に
消
化
さ
れ
た
形
で
集

約
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
と
き
に
教
師
の
教

材
解
釈
の
広
狭
や
深
浅
に
も
と
づ
-
隙
間
'
予
測
を
超
え
る
よ
う
な
児
童

の
発
想
や
行
動
を
機
に
し
て
'
授
業
が
予
定
通
り
に
展
開
し
な
い
こ
と
が

生
ず
る
｡
た
と
え
ど
ん
な
に
詳
細
な
検
討
が
し
て
あ

っ
た
に
し
て
も
､
ま

た
'
教
育
の
目
標
や
内
容
､
指
導
に
つ
い
て
の
理
論
が
教
師
の
解
釈
を
媒

介
に
し
て
集
約
的
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
､
指
導
案
は
つ
ま
る
と

こ
ろ
計
画
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
､
指
導
案
通
り
に
授
業
が
展
開
し
な
い
と

き
'
教
師
が
そ
こ
で

1
走
の
判
断
を
し
て
何
ら
か
の
対
応
処
置
を
即
座
に

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
授
業
場
面
を
調
整
し
て

自
ら
の
指
導
案
の
方
向

へ
戻
す
こ
と
も
あ
れ
ば
'
予
定
に
な
い
新
た
な
方

向

へ
展
開
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
そ
の
場
面
に

ふ
さ
わ
し
い
対
応
を
し
て
授
業
を
進
行
さ
せ
る
た
め
に
は
､
教
師
の
深
い

洞
察
力
､
的
確
な
判
断
と
選
択
力
､
柔
軟
な
処
置
の
在
り
方
が
必
要
と
さ

れ
る
｡
そ
こ
に
は
､
指
導
案
の
背
景
に
あ
る
理
論
を
実
際
の
授
業
の
個
々

の
特
異
な
場
合
に
生
か
す
特
別
な
力
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
臨
機

の
力
が
教
育
的
タ
ク
ト
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
タ
ク

ト
は
理
論
と
展
開
の
予
想
さ
れ
ぬ
場
面
と
の
狭
間
に
あ

っ
て
､
授
業
の
教

育
的
質
を
左
右
す
る
力
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

一
般
に
､
教
育
者
の
教
育
的
姿
勢
は
､
教
育
的
タ
ク
ー
が
発
揮
さ
れ
る



と
き
に
如
実
に
現
わ
れ
る
と
さ
れ
る
｡
そ
の
タ
ク
ト
は
理
論
を
も
実
践
を

も
視
野
の
内
に
入
れ
る
が
ゆ
え
に
'
合
理
的
で
あ
-
な
が
ら
､
実
践
の
状

況
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
非
合
理
的
要
素
も
併
せ
持

つ
｡
だ
か

ら
こ
そ
､
教
育
的
タ
ク
ー
は
教
授
行
為
に
お
い
て
'
個
々
の
授
業
場
面
を

教
育
上
の
普
遍
的
言
明
と
比
較

･
検
討
す
る
'
あ
る
い
は
､
教
師
の
う
ち

に
内
面
化
さ
れ
た
思
考
を
把
握
す
る
手
段
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡

【注
】

(-
)c
tar
k
&
Peterso
n
は
､
あ
る
程
度
ま
で
明
白
な
命
題
と
し
て
表
さ
れ
る
も
の
を
信

念
と
捉

え
る
が
､
本
稿
で
は
､
必
ず
し
も
言
明
で
き
な
い
よ
う
な

｢教
師
の
内
に
隠

れ
た
教
授
と
学
習
の
理
論
｣
を
暗
黙
的
な
信
念
と
pJ
て
規
定
し
た
い
｡
よ
っ
て
､
C
tark

ら
が
述
べ
る
後
者
の
信
念

(価
)
､
あ
る
い
は
山
田
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の

｢暗
黙

的
(tacit)｣
と
は
そ
の
包
含
す
る
範
囲
を
異
に
す
る
｡

(2
)山
田

()9
9
3
)p

.65

(3
)山
田

()993)p

.64

(4
)こ
う

し
た
考
え
に
立
て
ば
､
教
師
の
暗
黙
的
信
念
を
捉
え
る
た
め
に
は
､
授
業
に
お

け
る
そ
の
教
師
の
対
応
行
動
を
現
象
的
に
記
述
し
て
､
ど
の
よ
う
な
ル
ー
テ
ィ
ン
が

繰
り
返
し
生
起
す
る
の
か
を
状
況
に
即
し
て
分
析
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
｡

(5
)M
cN
ai
ry
の
研
究
は
'
特
定
の
教
師
を
対
象
と
す
る
調
査
や
授
業
中
の
教
授
行
動
の

分
析
に
よ
っ
て
､
教
師
の
信
念
を
な
す
主
要
な
要
素
を
特
定
す
る
も
の
の
中
に
位
置

付
け
ら
れ
る
｡

(6
)鈴
木

(19
90
)p

.94

(7
)タ
ク
ト
は
理論

と

実
践
､
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
､
ま
た
､
そ
の
ど
ち
ら
か

ら
も
独
立
し
て
機
能
し
て
い
る
が
'

一
方
で
､
教
育
的
行
為
が
行
為
と
し
て
も
つ
本

質
契
機
か
ら
生
じ
る
不
確
実
さ
か
ら
逃
れ
得
な
い
と
い
う
特
質
を
持
つ
｡
ゆ
え
に
'

タ
ク
ト
は
､
常
に
個
々
の
具
体
的
状
況
に
柔
軟
に
対
応
し
､
決
ま
り
切
っ
た
単
調
な

し
き
た
り
の
よ
う
な
働
き
方
を
し
な
い
｡
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