
【
特
別
寄
稿
】

　
　
　
　
学
習
者
研
究
と
し
て
の
予
測
不
可
能
事
象

藤

森
　
裕

治

一　

は
じ
め
に

　
本
稿

の
目
的

は
、
教
育
実
践
場
面
に
お

い
て
学
習
者

の
予
期

・
予
想

・
期
待
等

を
越
え

て
生
起
す
る
出
来
事
に
着

目
し
、
そ

の
実
相
を
観
察

・
記
述
す

る
と
と
も

に
、
当
該
事
例
が
も
た
ら
す
教
育
的
意
味

・
教
授
的
示
唆

に

つ
い
て
、
学
習
者
研

究

の
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、

以
下
、
次

の
手
続
き
で
議
論
す
る
。

　
①
検
討

の
対
象
と
す
る
実
践
事
例

の
展
開
過
程
及
び
問
題
場
面
を
記
述
す
る
。

　
②
問
題
場
面
に
お

い
て
右
に
挙
げ
た
出
来
事

の
生
起
す
る
状
況
を
分
析
す
る
。

　
③
右

の
分
析

に
基
づ
き
、
当
該

の
出
来
事
が
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
学
習
者

　
　

の
学
び
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　
な

お
、
実
践
事
例
に
関
す
る
情
報

は
、
稿
者

の
撮
影
に
よ
る

V
T
R
記
録
、
写

真
デ
ー
タ
、

及
び
授
業

の
ト
ラ

ン
ス
ク
リ
。フ
ト
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
。

一
一

対
象
と
す
る
授
業

の
実
際

　

(
一
)
環
境
情
報

学
校
名

"
S
市
立

T
小
学
校

二
年
生

(男
子
十
六
名
　
女

子
十
名
)

授
業
者

"
高

山
美
津
子
教
諭

(仮
名
)

授
業
名

"
ア
ー

ノ
ル
ド

・
ロ
ー
ベ

ル

「お
手
紙
」
を
読
む

(国
語
)

日
　
時

"
平
成

二
三
年
十

一
月
十
六
日

授
業

の
概
要

"
左
記

の
通
り

①

本
文
を

「
が
ま
く
ん
」
、

「
か
え
る
く
ん
」
、
地

の
文
に
分
け
て
音
読
す

る
。

②

「
が
ま
く
ん
」
と

「
か
え
る
く
ん
」

の

「し
あ
わ

せ
」
は
同
じ
か
な
と
い
う

　

問

い
を
共
有
す
る
。

③

第

一
印
象
を
全
員
が
答
え
る
。

④

本
文
か
ら
手
が

か
り
と
な
る
描
写
を
探

し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
す

る
。

⑤

第

二
印
象
を
全
員
が
答
え
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

P
.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

⑥

手
が
か
り
と
な

る
描
写
と
理
由
に

つ
い
て
討
論
を
す
る
。

⑦

参
考

に
な

っ
た
友
だ
ち

の
考
え
を
指
摘

し
て
感
想
を
ま
と
め
る
。

　

(
二
)
教
材
と
学
習
問
題

　

「お

手
紙
」
は
、

ア
ー

ノ
ル
ド

・
ロ
ー
ベ

ル

『
ふ

た
り
は
と
も
だ
ち
』

(三
木
卓

訳

・
文
化
出
版
局

・
一
九
七
二
年
)
に
所
収
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
誰
か
ら
も
手

紙
を
も
ら

っ
た

こ
と

の
な

い

「
が
ま
く
ん
」
に
同
情

し
た
友

人
の

「
か
え
る
く
ん
」

が
、
彼
に
内
緒

で
手
紙
を
出
す
。
と

こ
ろ
が
、
配
達

を
頼
ん
だ
相

手
が

「
か
た

つ

む
り
く
ん
」
だ

っ
た
た
め
、
到
着
ま

で
四
日
も
か
か
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
二
人
に
し
あ
わ
せ
な
時
間
を
届
け
て
く
れ
た
と

い

う
内
容
で
あ

る
。
以
下
に
物
語

の
後
半
部
分
を
引
用
す

る
。
な
お
、
引
用
部

の
/

は
改
行
部
分

で
あ
る
。



　
　

「か
え

る
く
ん
、
ど
う
し
て
、
き
み
、
ず

っ
と
ま
ど
の
外
を
見
て
い
る
の
。
」

　
　
が
ま
く
ん
が
た
ず
ね
ま

し
た
。
/

「
だ

っ
て
、
今
、
ぼ
く
、
お
手
紙
を
ま

つ

　
　

て
い
る
ん
だ
も

の
。
」
/

か
え
る
く
ん
が
言

い
ま

し
た
。
/

「
で
も
、
来

(き
)

　
　
や

し
な

い
よ
。
」
/
が
ま
く

ん
が
言

い
ま

し
た
。
/

「
き

っ
と
来

る
よ
。
」

　
　
/
か
え
る
く
ん
が
言

い
ま
し
た
。
/

「だ

っ
て
、
ぼ
く
が
、
き
み
に
お
手
紙

　
　
出

し
た
ん
だ
も

の
。
」
/

「
き
み
が
。
」
/
が
ま

く
ん
が
言

い
ま

し
た
。
/

　
　

「
お
手
紙
に
、
な
ん

て
書

い
た

の
。
」
/

か
え

る
く
ん
が
言

い
ま
し
た
。
/

　
　

「ぼ
く

は
、

こ
う
書

い
た
ん
だ
。
『
親
愛

(あ

い
)
な

る
が
ま
が
え
る
く
ん
。

　
　
ぼ
く
は
、
き
み
が
ぼ

く

の
親
友
で
あ

る
こ
と
を
、
う
れ

し
く
思

っ
て
い
ま
す
。

　
　
き

み
の
親
友
、
か
え
る
。
』
」
/

「
あ
あ
。
」
/

が
ま
く

ん
が
言

い
ま
し
た
。

　
　

「と

て
も

い
い
お
手
紙
だ
。
」
/

　
そ
れ

か
ら
、
ふ
た
り
は
、
げ

ん
か
ん
に

　
　
出

て
、

お
手
紙

の
来

る
の
を
ま

っ
て
い
ま
し
た
。
/

ふ
た
り
と
も
、
と
て
も

　
　

し
あ
わ
せ
な
気
も
ち

で
、
そ
こ
に
す
わ

っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

(光
村
図
書

『
小
学
校
国
語
　
赤
と
ん
ぼ

』
二
下
よ
り
抜
粋
)

　
本
授
業

で
配
布
さ
れ
た
本
文
に
は
、
一
文
ご
と
に
通
し
番
号
が
振
ら
れ
て

い
る
。

音
読
が
終
わ
る
と
、
た
だ
ち
に
登
場
人
物
に
お
け
る

「
し
あ
わ
せ
」

の
感
覚

が
話

題
に
さ
れ
、
次

の
よ
う
な
学
習
問
題
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
　

手
紙
を
ま

っ
て
い
る
時
、

「
が
ま
く
ん
」
と

「
か
え

る
く
ん
」
が
感
じ
て

い

　
　
た

「
し
あ
わ
せ
な
気
も
ち
」
は
同
じ
だ

っ
た
か
な
?

　
引
用
本
文

の
末
尾
付
近

に
あ
る

「ふ
た
り
と
も
」
に
着
目
さ
せ
、
両
者
が

「
し

あ
わ

せ
」
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
年
生
に
も
易
し
い
課
題
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
、
「
し
あ
わ
せ
」
の
内
実

に
視
点
を
あ

て
る
な
ら
ば
、

両
者

の
幸
福
感

は
必
ず

し
も

一
致

し
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
手
紙
を
送
る
側
と

も
ら
う
側
が
そ
れ
ぞ
れ
抱
く
幸
福
感

の
位
相
で
あ
る
。
高
山
先
生

の
学
習
問
題
が

こ
こ
に
対
す

る
問
題
を
表
面
化
す
る
こ
と
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
小
学

二
年
生
に
は

難

し
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
た
。

(三
)

子
ど
も

の
見
解
に
お
け
る
ゆ
れ

　

こ

の
結

果

を

見

た
高

山

先

生

は
、

　

　

さ

あ
、

み
ん

な

が

『
同

じ
だ

よ

、

　

　
書

い
て

み

て
。

き

っ
と

み

ん
な

は

こ

の
文

か

ら

こ
う
考

え

た

ん
だ

よ

っ
て

い

　

　

う

文
が

あ

る

と
思

う

の
で
、

文

の
番
号

と

、

理
由

を

紙

(
ワ
ー

ク

シ
ー
ト

)

　

　

の
と

こ
ろ

に

書

い
て
み

て
。

　

子

ど

も
た

ち

は

、

ワ
ー

ク

シ
ー

ト

の
所
定

枠

に
、

自

分

が

ど
う

し

て

「
同

じ

・

同

じ

で
は
な

い
」

と
考

え

た

の
か
、

手

が

か
り

と

な

る
文

章

を

通

し
番

号

で
引

用

し
、

理

由

を

記

入

す

る

(写

真

2
)
。

書

き

込

ん

で

い

る
う

ち

に

、

「
先

生

、

変

わ

っ
ち

ゃ

っ
た

」

「う

ー

ん
、

わ

か

ん
な

い
」

と

い
う

声

が

上
が

り

始

め

る
。

　

高

山

先

生

が

、

「今

、

自

分

で
考

え

て
た

ら

、

あ

、

勘

違

い
だ

っ
た

っ
て

い
う

人
、

い
る

?
」

と

尋
ね

る
と

、
大

勢

の
子

ど
も

が

手
を

挙

げ

る
。

そ

こ
で
、

考

え

の
変

わ

っ
た

子

を

立

た

せ

、
先

ほ

ど

の

マ
グ
ネ

ッ
ト

を

移
動

す

る

と
、
最

初

に

「
同

　

高

山

先

生

は

、

黒

板

の
中

央

に

テ

ー

マ

を

記

す

と

、

そ

の
右

上

に

「
同

じ

」
、

左

上

に

「
同

じ

で

は

な

い
」

と

書

い

て
、

横

長

の
翼

の
よ

う

な

枠

を

作

る

(
写
真

1
)
。

次

い

で

、

子

ど

も

た

ち

全

員

に

ど

ち

ら

の
立

場

か

尋

ね

る
。

子

ど

も

た

ち

が

ど

ち

ら

の

立

場

か

答

え

る

と

、

そ

れ

に

応

じ

て

、

名

前

を

記

し

た
黄

色

い

マ
グ

ネ

ッ
ト

を

「
同

じ

」

と

「
同

じ

で

は

な

い
」

の
場

所

に

貼

り

付

け

て

い
く

。

す

る

と

、

「
同

じ
」

派

五

人

、

「
同

じ

で

は

な

い
」

派

二

十

人

と

い
う

大

差
が

つ
い
て

し
ま

う

(当

日

一
名

欠
席

)
。

愉
快

そ
う

に

次

の
指

示

を

出
す

。

　

同

じ
じ

ゃ
な

い
よ

』

っ
て
思

っ
た

理
由

を

(52)



　
多
く

の
子
ど
も
か
ら

「言
わ
れ
ち

や

っ
た
」

　

「考
え

の
も
と
」
に
な

る
文
を
物
語
か
ら
挙
げ
終
わ
る
と
、

う
し
て
そ

の
文
が
自

分

の
考
え
を
支
持
す
る

の
か
、

あ
わ

せ
は
同
じ
で
あ
る
と

い
う
見
解

の
主
た
る
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①

「が
ま
く
ん
」
と

「
か
え
る
く
ん
」
は
仲
良
し
で
あ
る
か
ら
、
相
手
が
し
あ

　
　
わ
せ
だ
と
自
分
も
し
あ
わ
せ
に
な

る
。

　
②

「が
ま
く
ん
」
に

「
か
え
る
く
ん
」
は
同
情
し
て

い
る
か
ら
、

し
あ
わ
せ
を

　
　
同
じ
よ
う

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
手
紙
が
来

る
の
を
待

つ
二
人

の

「
し
あ
わ

せ
な
気
持
ち
」
に

つ
い
て

「
ふ
た

　
　
り
と
も
」
と
表
現
し

て
あ
る
か
ら
、

「
し
あ
わ

せ
な
気
持
ち
」

の
中
身

は
同

　
　

じ
は
ず

で
あ
る
。

じ

で
は

な

い
」

と

答

え

た

子

ど

も

二

十

人

の

う

ち

、

実

に

十

四

人

が

「
同

じ

」

に
変

わ

つ

て
し

ま
う

。

　

な

ぜ

そ

う

な

っ
て
し

ま

っ
た

の
か

、
教

師

が

「考

え

の

も

と

」

(
根

拠

と

な

る

本

文

)

を

求

め

る

と

、

俊

(仮

名

・
以

下
同

じ
)
が

次

の
よ
う

に
答

え

る
。

88
番

(
二
人

と

も

、

と

て
も

　

し

あ

わ

せ

な

　

気

も

ち

で

、

そ

こ
に

　

す

わ

っ
て
　

い
ま

し
た
。
)

に

「
二
人

と

も

」

っ
て
あ

る

か
ら

。

　

　
　

　

と

い
う
声

が

上

が

る
。

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

子

ど

も
た

ち

は

ど

　

　
　

　

　

　

説

明
を

始

め

る
。

二
人

の
し

　

(
四
)
読

み
の

「迷

い
」

　

「
二
人

の
し
あ
わ
せ
は
同
じ
」
と

い
う
結
論

で
ま
と
ま
り
か
け
た
子
ど
も
た
ち

の
解
釈
に
動
揺
が
生
ま
れ
る
の
は
、
「
同
じ
で
は
な

い
」
立
場
を
支
持
す
る

「茜
」

に
対
し
て
高

山
先
生
が
そ

の
理
由
を
尋
ね
た

の
が
き

っ
か
け

で
あ
る
。

　
　
「
が
ま
く
ん
」
は
、
お
手
紙
も
ら

っ
た

こ
と
が
な

い

っ
て
言

っ
て
い
る
か
ら
、

　
　

(初

め
て
の
お
手
紙
が
く
る
の
を
)
す
ご
く
ド
キ
ド
キ
し
て

(待

っ
て
)
い
る

　
　
と
思
う
し
、

「
か
え

る
く
ん
」

は
自
分

の
書

い
た
お
手
紙

が
早
く
こ
な

い
か

　
　
な

っ
て
思

っ
て
、

ワ
ク
ワ
ク
し
て
ま

っ
て
い
る
と
思
う
か
ら

(
し
あ
わ

せ
な

　
　
気
持
ち
は
同
じ
で
は
な

い
)
。

　

「
同
じ
」
派

の
子
ど
も
た
ち
か
ら
納
得
が

い
か
な

い
と

い
う
反
応
が
出
る
と
、

　
高
山
先
生
は
や
は
り

「同
じ
で
は
な

い
」
派

の

「紗
季
」
を
指
名
す
る
。
以
下
、

授
業
記
録

か
ら
引
用
す

る
。

　
紗
季
　

は
い
。
茜
ち

ゃ
ん
と
同
じ

で
、

か
え
る
く
ん
は
自
分

の
書

い
た
お
手
紙

　
　
を
ま

っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
が
ま
く
ん
と
は
、
気
も
ち
は
ち
が
う
と
思
う
。

　
教
師
　

か
え
る
く
ん
は
、
自
分

で
書

い
た
の
を
ま

っ
て
る
。

が
ま
く
ん
は
?

　
紗
季
　

か
え
る
く
ん
か
ら
き
た
お
手
紙
を
ー
。

　
教
師

　
か
え
る
く
ん
か
ら
来
る
お
手
紙
を
ま

っ
て

い
る
人
と
、
自
分

の
書

い
た

　
　
お
手
紙
ま

っ
て

い
る
人
だ
か
ら
、
ち
が
う

っ
て
こ
と

?
紗
季
さ
ん

の
言
う

こ

　
　
と
わ
か

っ
た
?

　
児
童
　
わ
か

っ
た
け
ど
ね
1

　
教
師

　
自
分

で
書

い
た

の
を
ま

つ
の
と
ー
、
お
手
紙
が
来
る

の
を
ま

つ
の
は
…

　
　
あ
り
が
と
う

(紗
季
着
席

)
。
お
手
紙
が
、
こ
う

い
う
こ
と
で

い
い
で
す
か
?

　
　
紗
季
さ
ん
、
こ
う

い
う
こ
と

で
。
自
分

の
書

い
た
の
を
ま

つ
の
と
、
お
手
紙

　
　
を
く
る
の
を
ま

つ
の
は
ち
が
う
だ
ろ
。
ご
め
ん
、
紗
季
さ

ん
ど

の
文
?

　
紗
季

　

24
番
。

　
教
師
　
あ
、
同
じ
と

こ
こ
こ
ね
、
は

い

「ぼ
く
も
う

い
え

へ
か
え
ら
な
く

っ
ち

　
　
や
　
ぼ
く

の
か

い
た

の
…
」
亜
美
さ
ん

　
亜
美

　

86
番

の

(
文
に
あ

る
よ
う

に
)

「
と

て
も

い
い
お
手
紙
だ
」

っ
て
が
ま

　
　
く
ん
が
言

っ
て
、
が
ま
く
ん
は
そ
う
思

っ
て
い
て
、
か
え
る
く
ん
は
書

い
た

　
　
人
だ
か
ら
、

ち
が
う
と
思
う
。
書

い
た
人

で
、

「
と
て
も

い
い
お
手
紙
」

っ
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て

い
う

の
は
、

思

っ
て
な

い
と
思

う
。

教

師

　

こ
れ

言

つ
た

の
誰

だ

っ
け

?

児

童

　

が
ま

く

ん
。

教

師

　

が
ま

く

ん

は
、

と

て
も

い
い
お

手
紙

だ

っ
て
思

っ

て
る
。

お
手

紙

を

こ

　

う

思

っ
…

い

い
お

手
紙

だ

っ
て
ま

っ
て

い
る

の
と
、

か

え

る

く

ん
は
自

分

で

　

書

い
た

か
ら

、

い

い
お
手

紙
だ

と

は

思

っ
て
な

い
…

て

い
う

こ

と

?
じ

ゃ
あ

　

ち

ょ

っ
と
、
友

だ

ち

の
意

見

聞

い
て

い

て
、
あ

れ
、
な

ん

か
考

え

が

な

ん

か
、

　

こ

こ
気

に
な

っ
て
き

た

ぞ

と

か
、

い
う

人

い
た

ら
、

出

し

て
。

児
童

児
童

児
童

児
童

児
童

教
師

洋
太
郎

教
師

洋
太
郎

　
く
な

っ
た

教
師
　
ど
ん
な
と

こ
ろ
?

児
童
　
わ
た

し
も
ち

ょ

っ
と
ま
よ

っ
て
き
た
き
が
す
る
ー
。
さ

っ
き
紗
季
ち

ゃ

　
ん

の
意

見
。

教
師
　
あ
、
そ
う
言
わ
れ
る
と
ー
、
ち
が
う
よ
う
な
気
が
す
る
?
ま

っ
て
る
人

　
と
、
書

い
た
人
と
、
も
ら
う
人
の
気
も
ち
が
ち
が
う
、
な
ん
か
ち
が
う
よ
う

　
な
気
が
す

る
?

美
由
　
美
由
も
洋
太
郎
く
ん
と
お
ん
な
じ
ー
。

教
師
　
美
由
さ
ん
ど
う
ぞ
ー
。

わ
た

し
気

に
な

り

ま

す
。

お
れ

も

ま

よ

っ
ち

ゃ

っ
た

。

わ

か
ん

な

い
。

な

ん

か
そ

ん
な

こ
と

言

っ
た

ら

ま

よ

っ
て
き

ち

ゃ

う
。

な

ん

か
、
な

ん
か

よ

く
わ

け

が

わ

か
ら

な

く
な

っ
ち

ゃ

つ
た

。

(挙

手

を

し
た

児

童

を
指

名

)

洋
太

郎

さ

ん

　

さ

っ
き

の
紗

季

ち

ゃ

ん

の
意

見
聞

い
て
、

ま
よ

っ
ち

ゃ

っ
た
。

ど
う

ま

よ

つ
ち

ゃ

っ
た

?

　

ど

つ
ち

か
わ

か
ん

な

い
。

ど

つ
ち

し
ん

じ

れ
ば

い

い

の
か
わ

か

ん
な

　
美
由
　
美
由
も
洋
太
郎
く
ん
と
お
ん
な
じ
で
、
ど

つ
ち
か
わ
か
ん
な
く
な

っ
ち

　
　
や

っ
た
。

　
教
師
　
美
由
さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と

で
ま
よ

っ
て
る
?

　
美
由
　

　
「ふ
た
り
と
も
と
て
も

し
あ
わ
せ
な
気
も

(言

い
よ
ど
む
)
気
も
ち

で
す

　
　
わ

っ
て
い
ま
し
た
」

の
文

で
、

「ふ
た
り
と
も
」

っ
て
か

い
て
あ
る

の
と
、

　
　
紗
季
ち

ゃ
ん

の
自
分

の
書

い
た
も

の
を
ま

つ
の
と
、
お
手
紙
を
来
る

の
を
ま

　
　

つ
の
と

は
ち
が
う

の
と
、
ち

ょ

っ
と
ま
よ

っ
ち
ゃ

っ
た
。

　
子
ど
も
た
ち
が
迷

っ
て
い
る

の
を
楽
し
そ
う
に
見

つ
め
な
が
ら
、
高
山
先
生

は

「同
じ

・
同
じ
で
は
な

い
」
に
決
着
は

つ
け
て
い
な

い
。
授
業
を
ま
と
め
る
代
わ

り
に
教
室

の
後
ろ
に
並
ん
だ
封
筒

の
束
を
指
さ
し
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
本
時

の

結
び
と
し
て
い
る
。

　

　

あ

そ

こ
に

み

ん
な

の
書

い
た

(友

だ
ち

へ
の
)

お

手
紙

が

お

い

て
あ

る

ん
だ

　

　

け

ど
、

み
ん

な

ま

だ

届

い
て
な

い
か
ら

(ど

ん
な

中

身

か

は
)

知

ら
な

い
ん

　

　

だ

よ
ね

。

ド

キ
ド

キ

す

る

?
…

…

ち

ょ

っ
と

ま
だ

、

み

な
さ

ん
迷

う
な

っ
て

　

　

と

こ
ろ
も

あ

り
ま

す

が

、
き

ょ
う

み

ん
な

が

話

し
合

い
で

あ
あ

な

る

ほ
ど

な

　

　

っ
て
思

っ
た

人

の
意

見
。

ま

た

は
変

わ

っ
ち

や

っ
た

な

っ
て

人
。

ど

こ

で
そ

　

　

う

い
う

ふ

う

に
思

っ
た

の

か
。

(
ワ

ー

ク

シ
ー

ト

の
)

「な

る

ほ

ど

」

の
欄

　

　

に
書

い

て
み

て
く

だ

さ

い
。

　

ワ

ー

ク

シ
ー

ト

の
左

側

に
は

、

「
な

る

ほ

ど
」

と

感

じ

た

友

だ

ち

の
名

前

と
、

ど

う

し

て

「な

る

ほ
ど
」
と
思

っ
た

の
か
を

書

く

た

め

の
枠

が
仕

切

ら

れ

て

い

る
。

子
ど

も

た
ち

が

そ

こ
に
書

き

込

ん

で

い
る

と
、

終

了

の
チ

ャ
イ

ム
が

鳴

る
。

三
　
学

習
者

に
お
け
る
予
測
不
可
能
事
象

　

(
一
)

予
測
不
可
能
事
象

の
措
定

　
予
測
不
可
能
事
象
と
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
　
教
育
実
践
場
面
に
お

い
て
、
教
師
や
学
習
者

の
予
期

・
予
想

・
期
待
等

の
範
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囲
を
超
え

て
生
起

し
た
事
実

の
う
ち
、
教
師
や
学
習
者
に
認
知
的
葛
藤

を
も

　
　
た
ら
し
、
教
材
解
釈
や
授
業
展
開

の
あ
り
方
等
に
対
す
る
省
察
や
見
直
し
を

　
　
促
す
事
象
。

(藤
森
、

二
〇
〇
九
、
二
〇
三
頁
)

　
教
育
学

研
究

の
世
界
で
こ
の
よ
う
な
事
象
に

つ
い
て
注
目
し
、
そ

の
効
果
や
意

義
を
議
論
し
た
歴
史

は
、

ヘ
ル
バ

ル
ト

の
い
わ

ゆ
る

「教
育
的
タ
ク
ト
」
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き

る
。

我
が
国

で
こ
の
事
象
が
も
た
ら
す
効
果
に

つ
い
て
積
極
的

に

言
及
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
上
田
薫
、
齋
藤
喜
博
、
中
田
基
昭
、
吉
崎
静
夫
、

佐

々
木
俊
介
、
稲
垣
忠
彦
、
佐
藤
学
ら
が

い
る
。
彼
ら
に
よ

っ
て
予
測
不
可
能
事

象

は

「
ず
れ
」
、

「
不
意

の
未
来

」
、

「
予
想
外

反
応

」
な
ど
と
命
名
さ

れ
、
教
育

哲
学
、
現
象
学
、
教
育

工
学
等

の
知
見
を
援
用

し
て
探
究
さ
れ
て
き
た
。
用
語
も

ア
プ

ロ
ー
チ
も
多
様

で
あ

る
が
、
次

の
点
で
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
る
。

　
①

出
来
事

へ
の
省
察
を
通
し
て
教
師

の
力
量
形
成
を
図
る

こ
と
に
ね
ら

い
が

　
　

お
か
れ
て
い
る
。

　
②

授
業
を
、
教
師
が
構
想
し
た
学
習
指
導
計
画

の
遂
行
過
程
と
見
る

の
で
は

　
　
な
く
、
教
師

・
学
習
者

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
現
前
す
る
相

互

　
　
行
為
と
認
識

し
て
い
る
。

　
③

注
目
さ
れ
る
実
践
事
実
は
、
教
師

の
予
期

・
予
想

・
期
待
等

の
範
囲
を
超

　
　
え

て
生
起

し
た
出
来
事

で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
け

る
予
測
不
可
能
事
象

は
、

こ
の
う
ち
①
、
②

に

つ
い
て
は
同
じ
で

あ
る
が
、
③

に

つ
い
て
は
注
目
す
べ
き
実
践
事
実

の
範
囲
が
拡
張
さ

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
学
習
者

が
経
験
す
る
出
来
事
に
も
予
測
不
可
能
事
象

と
同
じ
機
能
を

も

つ
も

の
が
あ

る
と
み
な

し
、

こ
れ
を
も
対
象

に
含
め
て
い
る
。

　

(
二
)
学
習
者
に
お
け

る
予
測
不
可
能
を
取

り
上
げ

る
必
然
性

　
予
測
不
可
能
事
象

を
経
験
す
る
主
体
に
学
習
者
を
含

め
る
背
景
に
は
、
前
項
②

の
授
業
認
識
が
あ
る
。

こ
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
授
業
と
は
教
師
と
学
習
者
が
協
働

し
て
産
出
す

る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
総
体

で
あ
る
と
同
時

に
、
個

々
の
参
加

者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自

に
経
験
す
る
出
来
事

で
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
授
業

に
学

習
者
同
士
が

か
か
わ
る
活
動
を
導
入
す
れ
ば
、
た
だ
ち

に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
例
え
ば
班
別

の
学
習
活
動
が
な
さ
れ
て

い
る
と
き
、
学
習
者

は
次

の
四

つ
の
局

面
か
ら
自
ら

の
学
習

に
有
用
な
資
源
、
す
な
わ
ち

「学
習
材
」
を
得

て
い
る
。

　

A
　
教
科
書

の
文
章
な
ど
、
す

べ
て
の
学
習
者
が
用

い
る
べ
き
資
源
と
し
て
教

　
　
師

か
ら
提
供
さ
れ
た
も

の
。

　

B
　
助
言
や
講
評
な
ど
、
教
師
か
ら
自
分
だ
け
も
し
く
は
自
分
と

一
部

の
級
友

　
　
だ
け
に
個
人
的

に
与
え
ら
れ
た
も

の
。

　

C
　

班
別

の
学
習
活
動
等
で
、
教
師
が
関
与
せ
ず

に
級
友
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

　
　
情
報
や
事
物
な
ど
。

　

D
　
自
分
が
既
に
有

し
て
い
て
教
師

の
知
ら
な

い
知
識

・
技
能
や
経
験
。

　

こ
れ
ら

の
う
ち
、

B
～

D
の
資
源
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど

の
よ
う
に

提
供
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
る
か
は
、
学
習
者

に
よ

っ
て
異
な
る
。
も
と
よ
り
そ
の

す

べ
て
を
教
師
が
統
括
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能

で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
見
た
目
は

同

じ
授
業
を
経
験
し
た
よ
う
に
見

て
、
教
師
が
捉
え
た
そ
れ
と
は
似

て
も
似

つ
か

な

い
意
味
や
構
造
を
も

っ
て
自
ら

の
学
び
を
記
憶
す
る
学
習
者
が
、
教
室

に
は
存

在

し
得
る
。
授
業
は
、
教
室
と

い
う
場
で
行
わ
れ
る
学
び

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ

ン
と
し
て
見
れ
ば
閉
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ど
ん
な
出
来
事
と
し
て
経
験
す

る
か

は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
作
動
さ
せ
る
個

々
の
主
体
に
ひ
ら

か
れ
て

い
る
の

で
あ
る
。

　

(三
)
取
り
上
げ
た
授
業
に
お
け
る
学
習
者

の
予
測

不
可
能
事
象

　
学
習
者

に
生
起
す

る
予
測
不
可
能
事
象

と
は
ど
う

い
う
も

の
か
、
前
項

の
授
業

記
録
か
ら
抽
出
し
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
は
先

の
定
義

を
受
け
、
予
測
不
可
能
事
象

が
生
起

し
て
い
る
と
解
釈

で
き
る
場
面
を
取
り
出
す
際

の
観
点

を
、
次

の
よ
う

に
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措
定
す
る
。

　
　
学
習
者
が
、
思

い
が
け
な

い
展
開
や
学
習
事
実
に
対
し
て
と
ま
ど
い
や
葛
藤

　
　
を
覚
え
て
い
る
こ
と
が
、
彼
ら
自
身

の
言
動
か
ら
推
測

で
き
る
か
。

　

こ
の
観
点

に
よ

っ
て
、
次

の
三

つ
の
場
面
が
抽
出
さ
れ
た
。

　
第

一
は
、
本
時

の
テ
ー

マ
で
あ
る

「『
が
ま
く
ん
』
と

『
か
え
る
く
ん
』
の

『
し

あ
わ

せ
な
気
持
ち
』
は
同
じ
か
」
に
対
す
る
当
初

の
見
解
を
も
と
に
、
学
習
者
が

本

文
か
ら
根
拠
と
な
る
表
現
や
文
脈
を
見
出
す
場
面

で
あ
る
。
テ
ー

マ
の
問

い
に

つ
い
て
、
大
半
が

「違
う
」
と
答
え
た
子
ど
も
た
ち
だ

っ
た
が
、
根
拠
に
あ
た
る
表

現
を
本
文
か
ら
抽
出
す
る
活
動
を
進
め
る
と
、
当
初

の
見
解
が
変
わ

っ
て
し
ま

っ

た
と

い
う
声
や
、
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
と

い
う
声
が
各
所
で
上
が

っ
て

い
る
。
最
初

の
判
断
を
支
持
す
る
事
実
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
逆

に
そ
れ
を
否

定
す

る
根
拠
を
自
ら
発
見
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。

予
測
不
可
能
事
象
は
、
次

の
よ
う
な
と
ま
ど

い
や
葛
藤
を
も

っ
て
学
習
者
た
ち
に
生
起

し
て

い
る
。

　
①

「
二
人

の
し
あ
わ
せ
は
同
じ
」
と

い
う
見
解
を
支
持

せ
ざ

る
を
得
な

い
表
現

　
　

の
存
在

(
多
く
は

「
二
人
と
も
し
あ
わ

せ
」
)

に
気
づ
き
、

「違
う
」
と
し
た

　
　
当
初

の
見
解
を
撤

回
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
も
の
。

　
②
右

の
事
実
関
係
に
は
気
づ

い
た
も

の
の
、
依
然
と
し
て

「違
う
」
を
支
持
す

　
　

る
立
場
は
変
わ
ら
ず
、

「同
じ
」
と

い
う
立
場
を
ど

の
よ
う
な
論

理
で
納
得
す

　
　

る

(さ

せ
る
)
か
説
明
す
る
必
要

に
迫
ら
れ

て
い
る
も

の
。

　
③
双
方

の
見
解
を
支
持
す

べ
き
表
現
や
文
脈
が
存
在

す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
背

　
　
反
す
る
両
者

の
立
場
を
と
り
ま
と
め
た
り
、
止
揚

し
た
り
す
る
た
め

の
論

理

　
　
を
発
見

・
生
成
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
る
も

の
。

　

第

二
は
、

「違
う
」
と

い
う
当
初

の
見
解

が
変
わ

っ
た
学
習
者

に
手
を
挙
げ

さ

せ
、
ネ
ー
ム
プ

レ
ー
ト
を

「同
じ
」
立
場

の
側
に
移
動
す
る
場
面
で
あ
る
。
前
述

し

た
よ
う
に
、

こ
こ
で
両
見
解

の
支
持
者

は
完
全

に
逆
転
し
て
し
ま
う
。

こ
の
事
態

を
予
測
不
可
能
事
象
と
し
て
受
け
止
め
た
学
習
者

に
は
、
論
理
的
に
次

の
よ
う
な

と
ま
ど

い
や
葛
藤
が
生

じ
て
い
る
。

　
①

「
二
人

の
し
あ
わ
せ
は
同
じ
」
と

い
う
見
解

を
支
持
す
べ
き

こ
と
は
も
は
や

　
　
自

明
で
あ
る

の
に
、
依
然
と

し
て

一
部
が

「違
う
」
に
留
ま

っ
て
い
る

の
は
な

　
　
ぜ

か
、
そ

の
理
由
が
分
か
ら
な

い
も

の
。

　
②
大
半
が

「同

じ
」
立
場
に
移
行

し
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
も
自
分

は
「違
う
」
立
場

　
　
を
支
持

し
続
け
て
よ

い
の
か
不
安
に
感
じ

て
い
る
も

の
。

　
③

「
同
じ
」
か

「違
う
」
か
を

二
者
択

一
的
に
選
ぶ
こ
と
を
保
留

し
、
な
ぜ
支

　
　
持
す

る
見
解
が
こ
う
も
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た

の
か
、
テ
ー

マ
に
対
す
る
理
想

　
　
的
な
解
釈
は
何

か
と

い

っ
た
問
題
を
考
察
し
て

い
る
も

の
。

　
第
三
は
、

二

つ
の
立
場
を
支
持
す
る
意

見
が
交
換
さ
れ
る
中
で
、

一
部

の
学
習

者
か
ら
ど
ち
ら

の
立
場
を
支
持
す
れ
ば
よ

い
の
か
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た

こ
と
が
表
明
さ
れ
た
場
面

で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
お
け
る
と
ま
ど
い
や
葛
藤

は
、

実
際
に
学
習
者
が
自
ら
言
及
し
て
お
り
、

予
測
不
可
能
事
象

の
生
起

し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

高

い
蓋
然
性
を
も

っ
て
認
め
ら
れ

る
。　
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四
　
学
習
者

に
お
け
る
予
測
不
可
能
事
象

の
分
析

　

(
一
)
第
三
場
面

の
予
測
不
可
能
事
象

　
三

つ
の
場
面
を
見
る
と
、
第

一
場
面
に
お
い
て
個

々
の
学
習
者

の
内
部
で
潜
在

的

に
発
生

し
た
と
ま
ど

い
や
葛
藤
が
第
二
場
面

の
段
階

で
顕
在

化
し
、
そ
れ
が
契

機
と
な

っ
て
互

い
に
意
見
を
交
わ
す
必
然
性
が
生
ま
れ
、
第
三
場
面

へ
と
導

か
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
場
面
で
学
習
者
た
ち
が
経
験
し
た
予
測
不
可
能
事
象

は
、
最
初

の
二

つ
の
場
面

で
生
起

し
た
予
測
不
可
能
事
象
を
内
包

し
て
い
る
と
考

え

る
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ

の
第

三
場
面

で

「
わ

か
ら
な

く
な

っ
た
」
、

「
ま
よ

っ
ち

ゃ

つ
た
」
と

口
に

す

る
学
習
者
た
ち

の
内
部

で
生
じ
て

い
た
と
ま
ど

い
や
葛
藤
を
、

「美
由
」

の
発

言
か
ら
推
測

し
て
み
よ
う
。



　

「美

由

」
は

、

「
二
人

の

し
あ

わ

せ

は

同

じ

だ

っ
た

か
」

と

い
う

問

い
に

対

す

る

答

え

に
、

次

の
二

つ
の
答

え

方

が
あ

る

こ
と

に
気

が

つ
い
て

い
る
。

①
見
解

"

　
根
拠

"

　
論
理

"

②
見
解

"

　
根
拠

"

　
論
理

"

　

②

の
論

理

に

か

か
わ

っ
て

、

ん
」

の

「
し
あ

わ

せ

」

は

「
か
え

る
く

ん

」

思

い
が

関
与

し

て

い
る
。

手
紙

を

送

っ
た
立

場

と

し

て
生

じ

て

お
り

、

紙

」

だ

と

い
う

思

い
を
抱

く

余

地

は
な

い
。

同
質

と

は

言
え

な

い
。

　

と

こ
ろ

で
、

こ

の
違

い
を

オ

ノ

マ
ト

ペ

を
用

い

て
指
摘

し

て

い
た

の
は

「茜

」

で

あ

る
。

「茜

」

は

、

手

紙

を

も

ら

う

立

場

の
心

は
ド

キ
ド

キ

で
あ

り

、

手

紙

を

送

る
立

場

の
心

は

ワ
ク

ワ

ク
だ

と

い
う

言

葉

を
用

い

て
両
者

の
違

い
を

説

明

し

て

い
る
。

感
覚

的

な

語
彙

に

よ
る

説

明

で

は
あ

る
も

の

の
、

読

者

と

し

て
自

分

が
ど

の
よ
う

に

「
し
あ

わ

せ
」

の
差

を

イ

メ
ー

ジ

し
た

の
か

が
よ

く

表
さ

れ

て

い
る
。

同
じ
で
あ
る
。

88
番

の
文
に

「
二
人
と
も

し
あ
わ

せ
な
気
持
ち
」
と
あ
る
。

「と
も
」

で
受
け
る
主
語
は
述
語
を
共
有
す
る
か
ら
。

同

じ
で
は
な

い
。

86
番

の
文
に

「
い
い
お
手
紙
だ
」
と
あ
る
。

手
紙
を
も
ら
う
側
と
手
紙
を
送
る
側
が
、
そ
れ
ぞ
れ
手
紙
を
待

つ
際

の
感
情

は

一
致
し
な

い
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　

「
亜
美
」

の
説

明
は

こ
う

で
あ

っ
た
。

「
が
ま
く

　
　
　
　
は
、
手
紙
を
も
ら
う
立
場
と
し
て
生

じ
て
い
る
。
そ
こ
に

　
　
　
か
ら
告
げ
ら
れ
た
手
紙

の
内
容
が

「
い
い
手
紙
」
だ
と

い
う

　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て

「か
え
る
く
ん
」
の

「
し
あ
わ
せ
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
紙

の
内
容
を
耳
に
し
て

「
い
い
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
え

に
、
両
者

の

「
し
あ
わ
せ
」
は

　

(
二
)
対
立
見
解

の
受
容
と
止
揚

　

「美
由
」

の
よ
う
に
、
対
立
す
る
二

つ
の
見
解
が
同
時

に
成
立
し
て
し
ま
う
要

因
が
注
目
す
る
根
拠
と
論
理

の
違

い
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
学
習
者
は
、
複
数

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、

こ

の
う
ち

「物
語

の
読

み
は
読
者

に
よ

っ
て
さ

ま
ざ
ま
で
あ

っ
て
当
然
」
と
判
断
し
、
見
解

の
対
立
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
者
と
、

同
じ
物
語
に
排
他
的
な

二

つ
の
見
解
が
成
立
す
る

こ
と
を
た
だ
ち

に
受
容
で
き
な

い
者
と
で
は
、
経
験
さ
れ
る
予
測
不
可
能
事
象
が
質
的

に
異
な

っ
て
い
る
。

　
前
者

の
立
場
を
と
る
者
に
と

っ
て
、
対
立
見
解
が
共

に
成
立
し
得

る
こ
と
は
、

思

い
が
け
な

い
事
態

で
は
あ

っ
て
も
深

い
省
察

を
も
た
ら

す
契

機
に

は
な
ら
な

い
。

「
み
ん
な
違

っ
て
み
ん
な

い
い
」
な
ど

の
合

い
言
葉

で
、
そ
れ
以
上

は
考
察

を
深
め
る
こ
と
な
く
授
業
を
閉
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対

し
て
、
後
者

の
立
場
を
と
る
者

は
、　
一
方
を
受
け
容
れ
れ
ば
他
方
が

成
立
し
な

い
は
ず

の
二

つ
の
見
解
が
、
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
説
得
力

の
あ

る
根
拠
と
論

理
を
持
ち
得

て
い
る

の
か
解
明
す

る
必
要
に
か
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述

し
た

二

つ
の
立
場
が
、
実
は
次

の
二
種
類

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
立
証
さ
れ
て

い
る
こ

と

に
気
づ
く

こ
と
に
な

る
。

　
①

本
文

の
表
現
形
式
を
構
造
的

・
文
法
的
に
解
読
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ

　
②

本
文

の
表
現
内
容
を
機
能
的

・
経
験
的
に
解
釈
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ

　
論
理

の
強
度
か
ら
見
た
場
合
、
①
は
基
本
的
に
無

矛
盾

で
あ
り
、
根
本
的
な

ル

ー

ル
を
破
棄

し
な

い
限
り
、
立
証
さ
れ
た
命
題
は
真

で
あ
る
。

ゆ
え

に
、
二
人
が

「
し
あ
わ

せ
な
気
持
ち
」
と
表
さ
れ
る
心

の
状
態
を

「と
も
」
に
保
持
し
て
い
た

こ
と
は
、
反
論
を
侯
た
な

い
。

　

こ
れ
に
対

し
て
②

は
、
本
文
に
明
示
さ

れ
て
い
な

い
文
脈
や
歴
史
的

・
文
化
的

・
社
会
的

に
合
意
さ
れ

て
い
る
意
味
内
容
を
補

い
な
が
ら
、
共
感
を
求
め
た
立
証

と
な
る
。

こ
の
場
合
、
手
紙
を
も
ら
う
者

に
し
か

「
い
い
お
手
紙
だ
」
と
は
言
え

な

い
と
か
、
ド
キ
ド
キ
と

ワ
ク
ワ
ク
は
違
う
と

い

っ
た
論
理
は
、
手
紙

の
贈
答
と

い
う
経
験
を
持
た
な

い
者
に
は
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
得
な

い
だ
ろ
う
。

ま
た
、

経
験
的

に
②

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
論
理
を
受
け
容
れ
る
者
が

い
た
と
し
て
も
、

①

に
よ

っ
て
立
証
さ
れ
た
命
題
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
以
上

の
こ
と
か
ら
、
本
実
践
に
お
け
る
課
題

の
答
え

は
、
次

の
よ
う
に
結
論
さ
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れ
る
は
ず
で
あ

る
。

　
　
手
紙
を
待

つ
二
人
に
、

「
し
あ
わ

せ
」

と
表
す

べ
き
感
覚
が
同
時
に
存

す
る

　
　

こ
と
は
、
疑

い
の
な

い
真
で
あ

る
。
た
だ

し
そ

の
中
身

に
は
、

手
紙

の
送

り

　
　
手
と
も
ら

い
手
と

い
う
立
場

の
違

い
に
よ
る
質
的
な
差
が
あ
り
得
る
。

　
こ
の
結
論
を
裏
返
す
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
解
釈
も
成
立
す
る
は
ず

で
あ
る
。

　
　

手
紙
を
待

つ
二
人
が
抱
く
感
覚

に
は
、
手
紙

の
送
り
手
と
も
ら

い
手
と

い
う

　
　
立
場

の
違

い
に
よ
る
質
的
な
差
が
あ
り
得

る
。
た
だ

し
そ

の
差
異
を
超
え

て
、

　
　
両
者
に
は

「
し
あ
わ

せ
」
と
表
す

べ
き
感
覚
が
同
時

に
存
す
る
。

　
か
く
し
て
、
本
実
践

の
問

い
は

「同
じ
か
違
う
か
」
と
い
う

レ
ベ
ル
を
越
え
、

「
し
あ
わ
せ
」
と

い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
感
覚

の
共
通
性

・
差
異
性

の
理
解

へ

と
、
学
習
者
を
導
く

こ
と
に
な
る
。

　

(三
)
予
測
不
可
能
事
象
が
も
た
ら
す
学

び

　
本
実
践

の
問

い
が
前
記

の
よ
う
な
結
論
を
導
く
な
ら
ば
、
予
測
不
可
能
事
象
が

も
た
ら
す
学

び
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
第

一
は
、
相
反
す
る
命
題
が
両
立
す
る
仕
組

み
の
理
解

で
あ
る
。
如
上

の
二

つ

の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
論
理
構
築

の
方
法
に
気
づ
く

こ
と
が
、

こ
れ
に
あ
た
る
。

物
語

・
小
説

の
読
み
で
、
解
釈
に
多
様
性
が
あ

る
話
題
を
も

っ
て
言
語
活
動
に
取

り
組
む
場
合
、
学
習
者
が
獲
得
す
べ
き
言
語
能
力
は
、
理
想
的
な
解
釈
内
容
を
知

識
と

し
て
記
憶
す
る

こ
と
で
は
な

い
。
彼
ら
に
必
要
な

の
は
、
当
該

の
文
章

を
適

切
に
解
釈
す
る
に
は
ど

の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
方
法
が
あ

っ
て
、
実
際
に
ど
う

適
用
す
れ
ば

よ
い
の
か
と

い
う

ス
キ
ー

マ
を
得

る
こ
と
で
あ
る
。
本
実
践
で
設
定

し
た
問

い
は
、

こ
こ
に
明
確
な
見
通
し
を
示
唆

し
て
い
る
。

　
第

二
は
、
語
彙
意
味
論
的
な
知
識
体
系

の
拡
充

で
あ
る
。
本
実
践

で
取
り
上
げ

た

「
し
あ
わ

せ
」
は
、

こ
れ
を
大
く
く
り
す
る
と

「
が
ま
く
ん
」

の
そ
れ
も

「
か

え

る
く
ん
」

の
そ
れ
も
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す

る
。

し
か
し
、
そ

の
内
実
を
詳

細
に
検
討
す
る
と
、
細
部

で
は
異
な
る
意
味
を
認
め
得

る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な

わ
ち
、

「
し
あ
わ
せ
」
を
構
成
す

る
下
位
語
と

し
て
の
語
彙
意
味
体

系
が
あ

り
得

る
こ
と
に
気
づ
く

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
び
に
よ

っ
て
、
学
習
者
は
自
ら

の

情
意
を
よ
り
き
め
細

か
く
認
識
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
第
三

は
、

「
手
紙
」
な

ど
に
よ

っ
て
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
贈
答
す
る
と

い
う
社
会
的

行
為

の
意
義
や
機
能

の
発
見
で
あ

る
。
授
業
記
録

の
終
末
部
を
見
る
と
、
教
師

は

子
ど
も
た
ち

の

「迷

い
」
に
関
連

し
て
、
彼
ら
が
前

に
書

い
て
お
い
た
友
人

へ
の

手
紙
に

つ
い
て
話
題

に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
実
践
に
お
け
る
学
び
の
最
終

段
階

で
、
学
習
者

は
、
友
人
に
手
紙
を
送

っ
た
立
場
と
し
て

「
か
え
る
く
ん
」

の

心
情
に
寄

り
添

い
、
同
時

に
友
人
か
ら
手
紙
を
も
ら
う
立
場
と
し
て

「
が
ま
く
ん
」

の
心
情

に
寄
り
添
う

よ
う
に
促
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ら
が
共

に

友
好

の
感
情
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る

こ
と
を
自
覚

し

つ
つ
、

一
方

で
送

り
手
と

も
ら

い
手
と

で
は

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
じ
る
こ
と
を
、
学
習
者
自
身

の
言
語
生
活
に

即

し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
実

の
と
こ
ろ
、
こ
の
第
三

の
学
び
に
対
す

る
入
念
な
配
慮
が
あ

っ
て
こ
そ
、
物

語
を
読

む
と

い
う
行
為

は
言
葉

の
学
び
と
し
て
の
真
価
を
発
揮
す

る
こ
と
に
な

る

と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前

二
者

の
学

び
が
あ
く
ま
で
も
文
学

の
読
み
と

い
う
枠

組
み

の
中

で
働
く
言
語
知
識
、
言
語
技
能

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
三

の
学
び

は
、

言
葉
が
本
来
そ

の
機
能
を
発
揮
す

べ
き
社
会
的
行
為
を
対
象
に
し
て
い
る
か
ら

で

あ
る
。
物
語
人
物

の
言
動
や
関
係
を
読
み
な
が
ら
、
学
習
者
は
自
ら

の
言
語
生
活

で
味
わ
う

べ
き
言
葉

の
意
義
や
機
能
を
虚
構
世
界
で
経
験
す
る
。
本
実
践

に
お
け

る
学
習
者

の
予
測
不
可
能
事
象

は
、

こ
の
虚
構
性
に

「
手
紙

の
送

り
手
と
も
ら

い

手
」
と

い
う
社
会
的
行
為
を
接
続
さ
せ
、
日
常
生
活
で
意
識
し
身

に

つ
け
る
べ
き

言
葉

の
力
を
獲
得
す

る
よ
う
に
促

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
言
え
ば
、
本
実
践

で
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
行
為
に
お
け
る

「し
あ
わ
せ
」

の
本
質

を
も
探
究
さ
れ

て
い
る
。
手
紙
と

い
う
媒
体

を
介
し
て
個
と
個
が
寄

り
添
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う
場
面
に
お

い
て
、

「
し
あ
わ
せ
」
と
は
両
者

が
個

別
に
感
受
す

る
思

い
で
あ
る

と
同
時
に
、
両
者
を

つ
な
ぐ
感
覚
と

し
て
も
存

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
覚

は
、
鯨
岡

(
一
九
九
七
)
の
言
う
母
子

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
同
じ
感
覚

で
あ
り
、
主
体
と
主
体
と

の

「あ

い
だ
」
(
木

村
、

二
〇
〇
五
)
に
生
ま
れ

る
感
覚
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
う

し
た
哲
学
的
反
省
を
小
学
二
年
生
と

い
う
学
齢

の
子
ど

も
に
求
め
る
由
も
な

い
が
、
原
初
的
な

コ
ミ

ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
実
相
を
経
験
す
る

上
で
、
決
し
て
時
期
尚

早
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。

五
　

学
習
者

の
予
測
不
可
能
事
象

に
対
す
る
教
師

の
働
き
か
け

　

(
一
)
教
師

の
恣
意
性

　

こ
れ
ま
で
述

べ
た
学

び
が
本
実
践

に
お
け
る
学
習
者

の
予
測
不
可
能
事
象
と
し

て
認
め
ら
れ
た
場
合
、

一
つ
の
疑
義
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
学
習
者

に

経
験
さ
れ
た
予
測
不
可
能
事
象
が
、
教
師
に
よ

っ
て
事
前

に
仕
組
ま
れ
て
い
た

の

で
は
な

い
か
と
い
う

「胡
散
臭
さ
」

で
あ
る
。

二
律
背
反
の
テ
ー

マ
が
出
さ
れ
て

い
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
決
す
る

こ
と
な
く
、
と
ま
ど

い
と
葛

藤

に
追

い
込
ま
れ

る
展
開
が
予
定

調
和
的
に
仕
組
ま
れ
て

い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

学
習
者
は
教
師

の
掌
に
躍
ら
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
そ
う
し
た

方
略
が
不
適
切
だ
と

い
う
わ
け
で
は
決

し
て
な

い
が
、
問
題
と
な
る

の
は
右

の
よ

う
な
疑
義
を
抱
く
余
地
が
学
習
者

に
あ

っ
た
場
合

で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
が
本
実
践

に
あ
り
得

る
と
仮
定

し
た
場
合
、

そ
の
大
前
提
と
し
て
、

学
習
者
に
生
起
す
る
予
測

不
可
能
事
象
が
、
教
師

の
指
導
計
画
段
階

で
明
確
に
構

成
さ
れ

て
い
た
と

い
う
事
実
を
指
摘
す

る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
予
測

不
可
能
事
象
が
発
生
し
た
場
面
に
お
け
る
学

び
の
プ

ロ
セ

ス
は
、

　
①
論
題
提
示
　
②
初
発

の
見
解
表
明
　
③
本
文
か
ら

の
根
拠
と
理
由

の
抽

出

　
④
初
発

の
見
解

の
修

正
　

⑤
根
拠
と
な
る
描
写

の
指
摘
　
⑥
理
由
の
説
明

と

い
う
構
成

で
あ
り
、
予
測
不
可
能
事
象

を
誘
発
す
る
よ
う
な
教
師

の
仕
掛
け

は

見
当
た
ら
な

い
。
唯

一
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
論
題
そ

の
も

の
と

い
う

こ
と
に
な

る

が
、
学
習
者

は
②

で
明
示
し
た
自
分

の
見
解
が
③
を
経

て
転
換

し
て
し
ま

っ
た

こ

と
を
機
に
予
測
不
可
能
事
象
を
経
験
し
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、

予
期
も
予
想
も

し

な
か

っ
た

「問

い
」
が
論
題
と
し
て
示
さ

れ
た

こ
と
に
と
ま
ど

い
や
葛
藤

を
抱

い

た
わ
け
で
は
な

い
。

　
冒
頭

の
疑
義
が
成
立
す
る

の
は
、
例
え
ば
、
②

の
段
階

で

「『
二
人
と
も
』

と

あ

る
か
ら
二
人

の
し
あ
わ
せ
は
同

じ
」
だ
と
い
う
答

え
で
学
級
全
体
が
同
意

し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
師
が

「
先
生
は
反
対
で
す
」
な
ど
と
ゆ
さ
ぶ
り
を
か

け

る
場
面
が
観
察
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
本
実
践
に
お
い
て
、
教
師

の
意
思
決
定

は
き
わ
め
て
状
況
的

で
あ
り
、
内
容
的
な
主
導
権
は
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
学
習
者

に
託
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
習
者
は
、
自
ら

の
学
び
合

い
を
進
め
る
中

で
、

自
ら
予
測

不
可
能
事
象
を
立
ち
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

(
二
)

予
測
不
可
能
事
象
を
誘
発
す
る
装
置
と
し
て
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　

し
か
し
な
が
ら
、
と
な
る
と
、
教
師

の
状
況
依
存
性
が
次

の
疑
義
を
誘
発
す

る
。

つ
ま
り
、

予
測
不
可
能
事
象
を
契
機
に
、
前
項

で
示
し
た
よ
う
な
学
び
が
実
現
す

る
か
ど
う

か
は
成
り
行
き
次
第

で
あ

っ
て
、
事
前

に
教
師
は
何
も
担
保
で
き
な

い

こ
と
に
な

る
と

い
う
問
題

で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
、
高
山
先
生
は
ど
う
対
処

し
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
か
か
る
第

二
の
疑
義

に

つ
い
て
、
本
実
践

の
中
で
着

目
さ
れ
る
の
は
ワ
ー
ク
シ

ー
ト

の
存
在

で
あ
る
。

　
本
実
践

で
用

い
ら
れ
た

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
藤
森

(
二
〇
〇
七
)
を
加

工
し
た

も

の
で
、
B

マ
ッ
プ
と
呼
ば

れ
て
い
る

(図

3
)
。

マ
ッ
プ

に
は
四

つ
の
枠

(
羽
)

が
描
か
れ
、
次

の
事
柄
が
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

頭
部

H
論
題

(予
め
印
刷
さ
れ
て
い
る
)

(59)



ワー ク シー トの構 造図3

 

　
学
習
指
導

は
、
右
に
示
し
た
手
順

で
進
み
、

造
を
な
し
て

い
る
。
学
習
者
は
、
右
側

の
羽
と
胴
体
部
分
と
を
自

分
で
埋
め
な
が

ら
、
ま
ず
は
自

己
の
見
解
を
立
証
す

る
。
し
か
る
後
に
教
室

の
黒
板
を

「
広
場
」

と
し
て
各
自

の
発
言
が
交
わ
さ
れ
、
論
点
や
争
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
、

口
頭

で
の
意

見
交
換

を
経
た
後
に
左
側

の
羽
と
胴
体
部
分
と
が
視
覚
的
に
参
照
さ

れ
、
級
友

の
誰

か
ら
何
を
学
ん
だ

の
か
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
物
語

・
小
説

の
読

み
で
、

一
つ
の
答
え
に
定
ま
ら
な

い
テ
ー

マ
が
選
ば
れ
た
と

き
、
右

の
よ
う

に
機
能
す

る
学
び

の
プ

ロ
セ

ス
は
、
級
友
問
に
異
質
な
見
解
や
解

釈

の
あ
る

こ
と
を
視
覚
的

に
顕
在

化
さ
せ
る
可
能
性
を
高

い
も

の
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
本
実
践
に
お

い
て
、
学
習
者
が
自
ら

予
測
不
可
能
事
象

を
経
験
し
、
と

ま
ど

い
や
葛
藤

に
耐
え
な
が
ら
自
ら

の
言
語
能
力
を
高

め
て
い
く
た
め
の

「仕
掛

け
」

は
、
高

山
先
生
が
開
発
し
た
ワ
ー
ク

シ
ー
ト

の
存
在

に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な

く
な

い
と
言
え
よ
う
。
長

田
(
二
〇
〇
八
)
は
、

こ
の
よ
う
な
視
覚
的

ツ
ー

ル
が
学

習
者

の
学

び
を

ア
フ
オ
ー
ド

し
、
話

し
合

い
な
ど

の
流
動
的

・
状
況
依
存
的
な
言

語
活
動
に
お
け

る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
育
成
す
る
上

で
効
果
的

で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し

て

い
る
。

胴
体

"
自
分

の
立
場
を
書
く
。

右
上

"
本
文
か
ら

の
根
拠
を
文

の
通
し
番
号

　
　
　

で
抜
き
出
す
。

右
下

H
根
拠
と
し

て
引
用
し
た
本
文

の
記
述

　
　
　

か
ら
自
分

の
立
場
が
導

か
れ
る
理
由

　
　
　
を
説
明
す

る
。

左
上

"
発
表
を
聞

い
て
参
考

に
な

っ
た
友
だ

　
　
　
ち

の
名
前
を
書
く
。

左
下

"
ど
ん
な

こ
と
が
参
考

に
な

っ
た
か
を

　
　
　
書
く
。

　
　
　
　

板
書
も
こ
の

マ
ッ
プ
と
同
様

の
構

六
　
お
わ
り

に

　
高
山
先
生

の
所
属
す

る
地
区

の
教
育

研
究
会

で
は
、
本
実
践
と
同
じ
テ
ー

マ
と

プ

ロ
セ

ス
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
る
授
業

を
、
小
学
校
高
学
年
、
中
学

一
、

三
年

の
学
級
で
実
験
的
に
行

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
基
本
的

に
ど

の
学
級

で
も

本
実
践
で
見
た
よ
う
な
見
解
と
解
釈

の
違

い
が
生
ま
れ
、
学
習
者

に
と
ま
ど
い
や

葛
藤
が
経
験
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
に
鑑

み
る
と
、
本
実
践

で
観
察
さ
れ
た
予

測
不
可
能
事
象
は
、
作
品

の
中
に
仕
掛
け
ら

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

今
後
は
そ
う

し
た
視
座
か
ら

の
テ
ク

ス
ト
研
究
が
な
さ
れ

て
よ

い
。

注
　
本
稿

は
、
平
成

二
五
年
十
二
月

二
十

一
日
に
広
島
大
学
で
開
催
さ
れ
た

「国

　
語
教
育

カ
フ

ェ
」

で
の
講
演
に
基
づ

い
て
い
る
。
な

お
、
用

い
た
写
真

に

つ
い

　

て
は
当
事
者
よ
り
掲
載
許
可
を
得
て

い
る
。

　
文
献

長

田
友
紀

(
二
〇
〇
八
)
話
し
合

い
指
導

に
お
け
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能
力

　
　
観

の
拡
張
、
新

し
い
時
代

の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
、

一
九
六
～
二
〇
七
頁
、
東

　
　
洋
館
出
版
社

木
村
敏

(
二
〇
〇
五
)
あ

い
だ
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫

鯨
岡
峻

(
一
九
九
七
)
原
初
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
諸
相
、

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書

　
　
房

藤
森
裕
治

(
二
〇
〇
七
)
バ
タ
フ
ラ
イ

・
マ
ッ
プ
法

"
文
学
で
育

て
る

〈美
〉

の

　
　
論
理
力
、
東
洋
館
出
版
社

藤
森
裕
治

(
二
〇
〇
九
)
国
語
科
授
業
研
究

の
深
層

"
予
測
不
可
能
事
象

と
授
業

　
　

シ
ス
テ
ム
、
東
洋
館
出
版
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(信
州
大
学
研
究
学
術
院
教
授
)
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