
大
阪
産
業
大
学
産
業
研
究
所
所
報
第
四
号

日
本
教
育
心
理
学
会
第
二
十
二
回
総
会
二
九
八
○
年
）
で
「
教
員
養
成
に
お

け
る
教
育
心
理
学
の
役
割
」
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中

で
「
教
育
心
理
学
」
が
教
育
現
場
で
ど
の
程
度
役
に
立
っ
て
い
る
か
を
、
教
育
心

理
学
会
会
員
で
あ
る
大
学
教
員
と
現
場
教
員
さ
ら
に
非
会
員
で
あ
る
現
場
教
員
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
問
う
た
調
査
結
果
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
左
記
の

表
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
よ
り
、
大
学
教
員
よ
り
現
場
教
員
の
方
が
教
育
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Ｎ
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計

教
育
心
理
学
は
心
理
学
の
一
応
用
分
野
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
は

「
教
育
事
象
を
心
理
学
的
に
研
究
し
教
育
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
ま
た
、

心
理
学
と
教
育
心
理
学
と
の
間
に
は
共
通
し
た
研
究
分
野
が
多
く
、
そ
れ
に
は
Ⅲ

学
習
、
②
幼
児
期
、
児
童
期
、
青
年
期
の
発
達
、
③
動
機
づ
け
、
Ⅲ
情
緒
、
⑤
遺

伝
と
環
境
、
⑥
個
人
差
、
㈹
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
挙
げ
ら
れ
ろ
。
た
だ
こ
れ
ら

の
研
究
領
域
は
心
理
学
の
立
場
か
ら
は
実
験
室
的
研
究
に
な
り
、
教
育
心
理
学
の

立
場
か
ら
は
教
育
の
現
場
で
の
応
用
研
究
と
い
う
違
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に

心
理
学
は
役
に
立
た
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
教
育
心
理
学
の
不
毛
性
が
訴
え
ら
れ
る
根
底
に
は
、
今
日
の
荒
廃
し
た
教

育
現
場
の
中
で
、
い
か
に
教
育
心
理
学
が
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
問
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
今
日
の
教
育
現
象
の
中
で
一
番
に
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
と
い
わ
れ
る
学
力
の
問
題
で
あ
り
、
ま

た
学
内
暴
力
に
代
表
さ
れ
る
非
行
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
対
し
て
、
心
理
学
は
万
能
で
は
な
い
し
、
ま
た
教
育
は
教
育
心
理
学
技
術

で
も
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ
に
研
究
者
の
立
場
と
、
現
場
教
師

の
意
識
の
違
い
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
不
毛
性
が
言
わ
れ
る
原
因
と
な

る
教
育
心
理
学
の
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

心
理
学
と
教
育
心
理
学

い

て

木
村
忠
雄



教
育
心
理
学
独
自
の
研
究
領
域
と
し
て
は
、
仙
各
教
科
に
お
け
る
教
授
方
法
お
よ

び
技
術
、
②
学
校
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
学
習
に
と
も
な
う
特
殊
な
困
難

③
教
師
と
生
徒
と
の
関
係
、
③
心
身
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も
つ
児
童
の
問

題
、
⑤
集
団
的
思
考
を
す
る
技
術
、
⑥
職
業
お
よ
び
進
学
の
指
導
、
⑪
適
応
問
題

に
関
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
⑧
人
格
な
ら
び
に
学
力
に
お
よ
ぼ
す
生
徒
編
成
形

式
の
効
果
、
⑨
視
聴
覚
教
育
の
問
題
等
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
教
育
心
理
学
は
幅
広
い
学
問
領
域
を
有
し
て
い
ろ
た
め
、
単
に
心

理
学
の
一
応
用
分
野
と
は
言
い
き
れ
な
い
面
も
も
っ
て
い
ろ
。

と
こ
ろ
で
、
心
理
学
は
語
源
的
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
湯
］
＆
①
（
こ
こ
ろ
）
と

］
長
８
（
学
問
）
の
結
合
し
た
も
の
で
、
「
こ
こ
ろ
」
の
学
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
概
念
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
ん
な
も
の

と
捕
え
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
が
心
理
学
の
歴
史
そ
の
も
の
で
も

あ
っ
た
。

今
日
で
は
心
理
学
は
広
義
の
「
行
動
」
の
科
学
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
科
学
と
し
て
独
立
し
て
以
来
の
心
理
学
の
主
な
歩
み
を
少
し

振
り
返
っ
て
み
ろ
と
、
心
理
学
が
科
学
と
し
て
哲
学
か
ら
独
立
し
た
の
は
一
九
世

紀
半
ば
過
ぎ
で
あ
る
。
（
三
目
且
三
・
が
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に
実
験
心
理
学
教
室

を
開
設
し
た
一
八
七
九
年
と
一
般
に
は
言
わ
れ
て
い
ろ
。
）

そ
の
背
景
と
し
て
、
生
理
学
の
進
歩
、
特
に
神
経
系
統
と
感
覚
器
官
の
研
究
、

物
理
学
に
お
け
る
光
や
音
の
研
究
、
精
神
医
学
に
お
け
る
催
眠
術
療
法
、
ま
た
、

□
日
言
宣
Ｏ
・
の
進
化
論
の
発
表
に
よ
っ
て
人
間
と
動
物
の
本
質
的
な
相
違
が
取
り

除
か
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
土
譲
の
中
で
田
①
。
言
豊
○
・
日
・
は
「
刺
激
」
と
「
感
覚
」

と
の
関
係
を
い
ろ
い
ろ
と
測
定
し
、
そ
の
業
績
を
「
精
神
物
理
学
要
論
」
に
著
わ

し
た
。
こ
の
精
神
物
理
学
と
は
、
身
体
と
精
神
と
の
関
係
に
関
す
る
精
密
理
論
で

あ
り
、
精
密
理
論
で
あ
る
か
ら
に
は
、
物
理
学
と
同
様
、
経
験
と
経
験
的
事
実
の

数
学
的
結
合
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
函
の
一
日
き
」
貫

因
・
ぐ
目
・
も
視
覚
な
ら
び
に
聴
覚
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
も
と
で
、
二
目
耳
》
三
・
が
、
一
八
七
四
年
に
「
生
理
学
的
心
理
学
」
を
箸
わ

し
、
一
八
七
九
年
に
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に
心
理
学
実
験
室
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

●
●

ヨ
「
目
鼻
の
心
理
字
は
、
⑪
わ
れ
わ
れ
に
直
接
経
験
さ
れ
る
意
識
現
象
を
諸
要

素
に
分
析
し
、
②
そ
れ
ら
の
諸
要
素
の
結
合
の
仕
方
を
見
出
し
、
③
そ
の
結
合
の

法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
「
内
観
法
」
が
用
い
ら
れ
た
。
が
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
た
「
こ
こ

ろ
」
は
も
と
の
意
識
の
生
き
生
き
し
た
面
が
欠
落
し
た
空
疎
な
姿
が
あ
ら
わ
さ
れ

る
の
み
で
あ
っ
た
。
更
に
心
理
学
の
対
象
を
意
識
の
み
に
限
っ
た
た
め
、
我
々
が

日
常
経
験
す
る
行
動
の
中
に
意
識
し
え
な
い
面
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
現
象

を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
即
ち
、
意
識
現
象
と
い
う
の
は
人
間
の
活
動
の

「
部
分
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
ヨ
「
目
号
の
構
成

主
義
心
理
学
に
対
す
る
反
対
の
学
派
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
一
つ
と
し
て
ヨ
「
里
更
〕
Ｐ
］
・
因
・
の
行
動
主
義
で
あ
る
。
彼
は
心
理
学
を
純

粋
に
自
然
科
学
の
一
部
門
と
し
て
み
な
し
、
客
観
的
に
観
察
、
測
定
さ
れ
る
も
の

を
対
象
と
し
、
そ
し
て
そ
の
対
象
を
人
や
動
物
の
「
行
動
」
と
し
た
。
そ
の
行
動

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

は
感
覚
的
刺
激
に
対
す
る
筋
肉
お
よ
び
腺
の
反
応
で
あ
る
と
い
う
一
義
的
な
関
係

に
よ
っ
て
行
動
法
則
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
二
里
更
〕
ロ
の
考
え
方
は
、
現
代
心
理
学
の
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
一
面
、
実
験
科
学
と
し
て
、
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と

そ
れ
が
即
ち
物
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
と
こ
ろ
に
一
つ
の
誤
り
を

犯
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
精
神
的
事
象
は
す
べ
排
除
さ
れ
る
結
果
に
な
り
、

刺
激
ｌ
反
応
と
い
う
簡
単
な
図
式
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
機
械
論
的
な
心
理
学
に

落
ち
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
ヨ
国
威
ｇ
の
行
動
主
義
が
発
表
さ
れ
た
同
時
期
に
ド
イ
ツ
で
は
、
や
は

り
構
成
主
義
心
理
学
に
対
す
る
批
判
が
雪
①
洋
弓
の
言
の
門
》
言
・
【
◎
巨
臼
》
ヨ
「
・
【
・
【
【
‐

富
》
【
・
の
三
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
が
起
っ
て
き
た
。
こ

の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
構
成
心
理
学
だ
け
で
な
く
、
行
動
主
義
に
対
し
て
も

批
判
の
目
を
向
け
て
い
ろ
。
こ
の
学
説
の
特
色
は
、
心
理
現
象
の
全
体
性
を
強
調

し
、
そ
の
全
体
性
は
不
可
分
の
統
一
性
あ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
を
不
用
意
に
分
割

￣



あ
る
い
は
分
析
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
色
は
破
壊
さ
れ
、
失
な
わ
れ
て
し
ま
い
、

全
く
別
の
内
容
に
転
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
構
成
主
義
に
み
ら

れ
る
要
素
の
結
合
関
係
か
ら
全
体
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
仕
方
に
反
対
し
た
の
で

あ
り
、
ま
た
行
動
主
義
に
み
ら
れ
る
末
梢
主
義
的
な
、
す
べ
て
の
行
動
を
究
極
的

に
筋
肉
の
運
動
と
腺
の
分
泌
と
し
た
こ
と
に
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
り
、
結
局
行

動
も
、
ま
と
ま
り
あ
る
統
一
的
、
全
体
的
な
反
応
で
あ
る
と
し
た
。

こ
こ
に
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
、
従
来
の
意
識
心
理
学
や
行
動
主
義
と
異
な

っ
た
型
で
、
「
意
識
」
と
「
行
動
」
を
心
理
学
の
対
象
に
入
れ
、
両
者
の
全
体
的

な
性
質
や
動
的
な
面
に
研
究
の
鉾
先
を
向
け
、
「
こ
こ
ろ
」
の
法
則
を
見
出
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
三
目
号
の
意
識
心
理
学
に
対
す
る
対
立
的
な
説
の
一
つ
と
し
て
、
今
日

の
心
理
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
甸
忌
＆
》
⑦
・
の
精
神
分
析
学
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
領
域
の
う
ち
、
意
識
は
心
の
一
部
分
の
領
域
に

す
ぎ
ず
意
識
下
の
領
域
に
は
大
部
分
の
無
意
識
の
世
界
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
心
の
動
き
を
決
定
す
る
の
は
、
無
意
識
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
忌
巨
の
説
は
方
法
論
に
お
い
て
科
学
的
で
な
く
、
彼
独
特
の
解
釈
学
的
な

面
が
強
く
、
正
統
な
心
理
学
か
ら
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
人
間
の
心
の
深
層
に
む
け
ら
れ
た
彼
の
研
究
は
、
そ
の
後
の
臨
床
心
理
学
、

人
格
心
理
学
等
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
心
理
学
の
発
展
を
簡
単
に
辿
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
取
り
も

な
お
さ
ず
、
心
理
学
の
研
究
対
象
と
し
て
の
「
こ
こ
ろ
」
の
変
遷
で
も
あ
る
。

最
後
に
現
代
心
理
学
の
「
こ
こ
ろ
」
は
、
精
神
身
体
的
活
動
の
全
体
を
対
象
と

し
、
意
識
的
活
動
ば
か
り
で
な
く
無
意
識
的
活
動
も
含
み
、
行
動
も
三
閂
９
口
の

条
件
反
射
や
反
射
運
動
の
よ
う
な
分
子
的
行
動
（
日
巳
①
２
］
日
恵
冨
ぐ
〕
・
円
）
を
取

り
扱
う
の
で
は
な
く
、
全
体
的
行
動
（
日
。
一
日
汀
冨
ぐ
言
）
を
対
象
と
し
て
い

ろ
。

教
育
心
理
学
が
一
般
に
不
毛
の
科
学
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は

ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
一
つ
と
し
て
教
育
に
お
け
る
実
験
の
困
難
さ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
言
呉
９
口
の
行
動
主
義
以
後
に
み
ら
れ
る
目
・
］
曰
目
》
因
・
○
・
用
百
一
」
）
○
・

Ｆ
・
ら
の
新
行
動
主
義
は
、
行
動
の
過
程
を
独
立
（
百
号
罵
呂
の
員
）
、
媒
介
（
百
’

｛
①
。
①
目
揖
）
、
従
属
（
Ｃ
の
房
己
の
旨
）
の
各
三
変
数
に
分
離
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
問

題
性
か
ら
究
明
し
て
い
ろ
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
う
ち
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数

は
外
部
か
ら
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
媒
介
変
数
は
い
わ
ば

暗
箱
（
亘
眉
穴
す
。
Ｈ
）
み
た
い
な
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数
を
つ
な
ぐ
役
目
を
し

て
い
る
観
察
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
教
育
事
象
に
当
て
は
め
た
時
、
例

え
ば
、
国
語
の
試
験
の
た
め
五
時
間
勉
強
（
独
立
変
数
）
し
た
が
五
○
点
（
従
属

変
数
）
し
か
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
媒
介
変
数
と
し
て
の
そ
の
人
の
学
習
へ

の
要
求
、
動
機
づ
け
、
価
値
意
識
、
等
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
媒
介
変
数
は
あ
ま
り
に
も
多
数
で
あ
り
、
ま
た
多
義
性

を
も
っ
て
い
る
。

第
二
番
目
に
は
、
動
物
実
験
の
方
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
違
を
求
め
る
た
め
、

実
験
群
と
統
制
群
が
設
け
ら
れ
両
群
に
統
制
が
加
え
ら
れ
る
が
、
教
育
に
お
い
て

は
、
統
制
群
イ
コ
ー
ル
在
来
の
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
こ
れ
は
実
は
実

験
の
統
制
群
と
し
て
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
に
お
け
る
実
験

群
は
倫
理
的
規
程
か
ら
し
て
、
従
前
よ
り
少
く
と
も
よ
い
効
果
を
得
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
ま
た
、
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
集
団
に
対

し
て
、
ホ
ー
ゾ
ン
効
果
を
も
た
ら
す
、
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
来
の
効
果
が

ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
の
か
見
き
わ
め
が
つ
き
に
く
い
。

第
三
番
目
に
は
、
人
間
を
対
象
と
し
た
教
育
心
理
学
研
究
に
お
い
て
倫
理
的
問

題
が
大
き
な
制
約
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
か
に
立
派
な
研
究
目
的
よ
り
も
人

道
的
、
教
育
的
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
三
年
に
「
児

教
育
に
お
け
る
実
験
の
困
難
性

一一一



童
研
究
に
対
す
る
倫
理
基
準
」
を
設
け
て
い
ろ
。
そ
の
中
で
特
に
重
要
と
思
わ
れ

る
も
の
を
挙
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ａ
い
か
に
年
少
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
権
利
は
研
究
者
の
そ
れ
に
よ
っ

て
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ｂ
子
ど
も
の
両
親
や
教
師
な
ど
に
は
、
研
究
に
つ
い
て
の
情
報
を
十
分
に
提
供

し
た
上
で
、
子
ど
も
の
参
加
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
ど
も
と
の
相
互
作
用
が
研
究
の
対
象
に
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
成
人
の
同
意

ｃ
子
ど
も
に
肉
体
的
、
精
神
的
な
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
研
究
操
作
も
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
精
神
的
な
害
の
規
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
者
の
責
任

に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
時
は
、
研
究

者
は
情
報
を
得
る
他
の
手
段
を
見
出
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
研
究
を
中
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｄ
研
究
の
全
般
的
な
結
果
は
、
参
加
者
に
分
り
や
す
く
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
科
学
的
あ
る
い
は
人
道
的
見
地
か
ら
、
結
果
を
報
告
す
べ
き
で
な
い

時
は
、
そ
の
こ
と
が
参
加
者
に
悪
影
響
を
残
さ
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
十
分
に
相
手
に
対
す
る
配
慮
を

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
実
験
の
難
し
さ
が
あ
る
。

第
四
番
目
に
教
育
実
験
に
お
け
る
測
定
困
難
な
問
題
と
し
て
、
適
性
処
遇
交
互

作
用
（
四
宮
旨
弓
‐
弓
呉
日
①
員
冒
話
Ｈ
ｇ
は
○
口
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
被
験
者

の
能
力
（
但
し
、
こ
の
能
力
は
知
能
因
子
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ろ
。
推

理
能
や
記
憶
能
力
や
、
言
語
能
力
等
が
考
え
ら
れ
ろ
）
の
違
い
に
よ
っ
て
、
学
習

指
導
の
方
法
が
あ
る
種
の
能
力
を
も
っ
た
者
に
は
プ
ラ
ス
に
は
た
ら
く
し
、
他
の

能
力
を
も
っ
た
者
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

最
後
に
、
対
人
的
実
験
に
は
常
に
つ
い
て
ま
わ
る
事
で
あ
る
が
、
特
に
教
育
現

場
に
お
け
る
教
師
が
実
験
に
た
ず
さ
わ
る
場
合
、
教
師
の
態
度
、
能
力
、
技
術
等

が
実
験
効
果
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
す
。
即
ち
、
交
互
作
用
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

も
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
心
理
学
の
中
心
的
領
域
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
始
め
に
「
教
育
と

は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
言
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
は
生
ま

れ
た
瞬
間
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
外
的
環
境
刺
激
を
受
け
て
育
っ
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
人
間
形
成
の
基
本
と
な
る
の
は
乳
幼
児
期
の
親
子
関
係
の
有
り
方
で

あ
る
。
そ
の
時
、
親
は
子
供
が
成
長
発
達
し
て
い
く
に
従
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
期
待

を
か
け
た
り
、
欲
望
を
も
っ
た
り
す
る
が
、
少
な
く
と
も
基
本
と
な
る
の
は
、
子

●
●
●
●

供
が
良
い
子
に
な
る
よ
う
に
ま
た
、
良
い
人
間
に
な
る
よ
う
に
願
う
の
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
「
良
い
子
」
と
「
良
い
人
間
」
と
い
う
意
味
に
は
多
種
多
様
の
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
理
想
的
人
格
の
形
成
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち

教
育
の
目
的
は
望
ま
し
い
人
格
の
形
成
を
目
的
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
目
的
を
前
提
に
し
て
、
教
育
心
理
学
の
主
要
領
域
の
課
題
を

論
述
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
教
育
心
理
学
の
領
域
は
多
数
あ
げ
ら
れ
る
が
、

そ
の
中
で
も
中
心
的
領
域
は
、
⑪
成
長
と
発
達
、
②
学
習
、
③
人
格
と
適
応
、
側

測
定
と
評
価
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
成
長
と
発
達
の
問
題
に
お
い
て
は
、
乳
幼
児
か
ら
、
児
童
、
青
年

に
至
る
ま
で
の
成
長
発
達
の
法
則
を
理
解
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
影
響
す

る
諸
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
人
格
形
成
を
教
育
目

的
と
す
る
う
え
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
情
意
的
社
会
的
側
面
の
問
題
ま
た
、
知
能
、

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
理
由
で
、
教
育
心
理
学
の
実
験
は
、
単
に
心
理
学
が

用
い
て
い
る
よ
う
な
安
易
な
方
法
で
も
っ
て
行
わ
れ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
実
験

結
果
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
討
議
が
必
要
と
さ
れ
ろ
。
そ
の
他
教
育
心
理
学
研
究

の
困
難
さ
は
心
理
学
研
究
に
お
い
て
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
は
た
え

ず
成
長
し
発
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
の

本
質
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
は
多
面
性
を
持
っ
て
お
り
、
常
に
相
手

と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
行
動
を
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
育
心
理
学
の
領
域
と
課
題

四



教
育
心
理
学
の
基
本
的
問
題
を
、
心
理
学
と
教
育
心
理
学
の
関
係
と
、
心
理
学

の
歴
史
か
ら
、
「
こ
こ
ろ
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
間
う
て
み
た
。
こ
の
こ
と
は
人

間
研
究
を
対
象
と
す
る
心
理
学
が
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
研
究
の
困
難
さ
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
人
類
文
明
が
初
ま
っ
て
約
五
千
年
、
そ
の
間
科
学
文
明
は
急
速
な

発
展
を
と
げ
、
今
日
そ
の
加
速
は
ま
す
ま
す
早
く
な
っ
て
い
ろ
。
そ
れ
に
引
き
か

性
格
諺
気
質
の
問
題
を
個
人
差
を
考
慮
し
な
が
ら
究
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
一
に
、
学
習
の
問
題
は
、
長
い
間
教
育
心
理
学
の
中
核
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
特
に
学
習
に
お
け
る
レ
デ
ィ
ネ
ス
（
成
熟
の
問
題
で
も
あ
る
）
の
問
題

が
論
ぜ
ら
れ
だ
が
、
囚
剖
巨
星
］
・
の
・
に
よ
っ
て
新
し
い
考
え
方
が
提
案
さ
れ
て
い

ろ
。
即
ち
「
ど
の
教
科
で
も
、
知
的
性
格
を
そ
の
ま
ま
に
た
も
っ
て
発
達
の
ど
の

段
階
の
子
供
に
も
効
果
的
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
ろ
。
こ
の
こ
と

は
教
育
課
程
を
考
え
る
う
え
で
本
質
的
な
問
題
を
含
ん
で
い
ろ
。

そ
の
他
、
児
童
生
徒
中
心
教
育
の
中
に
お
い
て
、
学
習
に
お
け
る
動
機
づ
け
、

要
求
、
興
味
な
ど
の
問
題
が
教
師
指
導
と
の
関
連
に
お
い
て
、
い
か
に
学
習
効
果

を
あ
げ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

第
三
に
人
格
と
適
応
の
問
題
に
お
い
て
は
、
今
日
自
閉
症
、
登
校
拒
否
症
、
家

庭
内
暴
力
、
非
行
が
学
校
教
育
、
家
庭
教
育
の
問
題
と
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
人
格
に
お
け
る
不
適
応
症
例
で
あ
る
。
少
く
と
も
教
育
の
目
的
と
す
る

望
ま
し
い
人
格
の
形
成
を
願
う
な
ら
、
精
神
衛
生
の
問
題
が
十
分
に
論
ぜ
ら
れ
、

ま
た
、
今
日
の
知
的
教
育
一
辺
倒
も
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
測
定
と
評
価
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
述
べ
た
三
つ
の

主
要
領
域
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
ろ
。
我
々
が
教
育
効
果
を
論
ず
ろ
時
は

常
に
測
定
評
価
さ
れ
、
そ
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
反
省
と
次
の
対
策
が
立
て
ら
れ
、

方
法
が
論
ぜ
ら
れ
ろ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
か
に
正
し
く
測
定
す
る
か
と
い

う
こ
と
が
常
に
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

え
人
間
の
精
神
の
発
達
は
少
し
も
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
文
明
が
進
ん
だ
だ
け
、

精
神
が
荒
廃
し
た
現
象
さ
え
見
う
け
ら
れ
ろ
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
教

育
の
目
的
た
る
望
ま
し
い
人
格
形
成
に
い
か
ほ
ど
教
育
心
理
学
が
役
に
立
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
教
育
心
理
学
研
究
の
困
難
さ
は
第
一
に
媒
介
変
数

の
多
様
さ
で
あ
り
、
実
験
研
究
上
十
分
な
統
制
が
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
今
後
の
研
究
の
有
り
方
と
し
て
、
現
場
教
師
か
ら
の
教
育
心
理
学
の
不
毛
性

の
指
摘
を
少
し
で
も
少
な
く
す
る
た
め
に
は
、
教
育
心
理
学
者
の
現
場
で
の
教
育

実
践
の
経
験
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
ろ
。
そ
こ
に
、
は
じ
め
て
研
究
者
と
学
校

教
師
の
共
通
の
知
識
と
基
盤
が
確
立
さ
れ
、
そ
し
て
新
し
い
理
論
の
構
築
と
展
開

が
可
能
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
ろ
。

五四三二

章軍人耒岑文
木永田

六
、
小
嶋
秀
夫

七
、
岡
部
弥
太
郎 俊

洋洋晃郎恵
献心

理
学
史
岩
波
書
店

講
座
「
心
理
学
」
Ｉ
、
歴
史
と
動
向
東
京
大
学
出
版
会

心
理
学
Ｉ
培
風
館

学
習
指
導
の
最
適
化
学
習
心
理
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
金
子
書
房

教
育
に
お
け
る
実
験
の
問
題
高
木
貞
二
編
現
代
心
理
学
の
課
題

東
京
大
学
出
版
会

児
童
研
究
の
倫
理
的
問
題
児
童
心
理
学
の
進
歩
一
九
七
五

金
子
書
房

教
育
と
心
理
学
心
理
学
講
座
第
５
巻
中
山
書
店

ｌ
昭
和
五
十
六
年
二
月
十
七
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