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特集 「生徒の実態に即した授業」の作り方

１

生
徒
の
「
実
態
」
の
と
ら
え
に
は
「
層
」
が
あ
る

生
徒
の「
実
態
」を
生
か
そ
う
と
す
る
場
合
、
と
ら
え
方
や
目
的
に
よ
り
五
つ
の
「
層
」
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
層
は
、
例
え
ば
、「
本
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、
教
師
か
ら
課
題
を
提
示
す
れ
ば
集
中
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。」

と
い
っ
た
も
の
で
、い
わ
ば
一
般
的
な
と
ら
え
を
い
う
。
こ
の
と
ら
え
は
、
学
校
の
研
究
で「
目
ざ
す
生
徒
像
」な
ど
を
考
え
て
い
く
際

に
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
十
分
な
リ
サ
ー
チ
の
う
え
で
の
と
ら
え
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
層
は
、
学
級
の
「
実
態
」
の
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
こ
の
学
級
の
生
徒
は
、
落
ち
着
き
が
あ
り
黙
々
と
課
題
に
取
り
組

む
が
、
反
面
、
二
、
三
の
生
徒
を
除
い
て
は
表
現
力
に
乏
し
い
傾
向
が
あ
る
。」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
実
態
」
は
、

学
級
担
任
と
し
て
学
級
経
営
の
目
標
設
定
な
ど
の
際
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
き
ど
き
国
語
科
の
指
導
案
で
お
目
に
か
か
る
こ

と
が
あ
る
。

第
三
層
は
、
同
じ
く
学
級
の
「
実
態
」
で
は
あ
る
が
、
国
語
科
の
視
点
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
読
書
傾
向
は
、

学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
て
読
書
量
が
減
り
、
全
く
読
ま
な
い
者
が
増
加
す
る
。」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
実
態
」
は
、
国

語
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
基
底
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
国
語
科
の
指
導
案
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。

第
四
層
は
、
同
じ
く
学
級
の
「
実
態
」
で
あ
り
、
国
語
科
の
視
点
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
焦
点
を
も
っ
と
狭
め
て
、
本
単

元
や
本
題
材
の
目
標
か
ら
見
て
の
「
実
態
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
文
章
の
展
開
に
即
し
て
内
容
を
と
ら
え
る
力
は
、
ほ
ぼ
八
割
方

の
生
徒
が
身
に
つ
け
て
い
る
。」「
作
者
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
は
半
数
の
者
が
知
っ
て
お
り
作
品
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
国
語
科
の
指
導
案
に
と
き
ど
き
登
場
す
る
。

２
「
実
態
に
即
し
た
授
業
」
に
必
要
な
「
実
態
」
は
ど
れ
か

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
実
態
に
即
し
た
授
業
」
に
必
要
な
「
実
態
」
は
右
に
挙
げ
た
四
層
の
う
ち
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
多
く

の
実
践
者
は
「
第
四
層
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
四
層
す
べ
て
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
層
は
第
一
層
の
一
部
で
あ
り
、
第
四

層
と
第
三
層
も
同
根
で
あ
る
。
倍
率
を
変
え
る
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
切
り
取
り
方
の
違
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
ら
四
つ
の

「
実
態
」
が
常
に
連
続
的
に
意
識
さ
れ
、
目
的
に
よ
っ
て
遠
景
・
中
景
・
近
景
が
入
れ
替
わ
る
と
考
え
て
も
い
い
。「
授
業
の
た
め
の
」

と
な
れ
ば
第
四
層
が
「
近
景
」
に
な
り
、
第
三
層
が
中
景
に
な
り
、
他
が
遠
景
に
な
る
の
で
あ
る
。

３

再
び
、「
実
態
に
即
し
た
授
業
」
に
必
要
な
「
実
態
」
は
ど
れ
か
　

わ
た
し
は
、
第
四
層
を
「
近
景
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
方
法
は
単
元
の
枠
組
み
や
重
点
目
標
の
設
定
に
は
確
か
に
役

立
つ
。
い
わ
ば
登
山
の
際
、
そ
の
登
山
ル
ー
ト
の
選
択
や
最
終
目
的
（
頂
上
ま
で
行
く
か
途
中
の
峰
で
終
え
る
か
）
を
決
定
す
る
た

め
の
情
報
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
ー
ト
や
最
終
目
的
だ
け
で
登
山
が
楽
し
く
充
実
し
成
就
感
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
保
証
は
な
い
。

授
業
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
り
、
混こ

ん

沌と
ん

に
満
ち
て
い
る
。

で
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。「
読
む
こ
と
」
で
い
え
ば
、
適
宜
に
生
徒
の
「
反
応
」
を
と
ら
え
、「
分
析
」
し
、
次
の
「
手
」
を

編
み
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
通
読
後
の
第
一
次
感
想
（
感
想
は
生
徒
の
「
反
応
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
実
態
」
の

一
つ
で
あ
る
）
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
る
、「
実
態
」
に
即
し
た
授
業
の
作
り
方
を
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。

第
一
次
感
想
は
多
く
の
学
級
で
書
か
せ
る
が
、
そ
の
感
想
文
を
読
み
な
が
ら
、「
全
体
的
反
応
」（
主
題
に
か
か
わ
る
記
述
が
あ
る

も
の
）
か
「
部
分
的
反
応
」（
主
題
に
か
か
わ
ら
な
い
些さ

末ま
つ

な
こ
と
を
中
心
に
記
述
し
て
い
る
も
の
）
か
の
二
つ
に
分
け
る
。
さ
ら

に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
同
化
反
応
」（
作
品
や
主
人
公
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
）
と
「
異
化
反
応
」（
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
）

に
分
け
る
。
そ
の
感
想
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
原
点
か
ら
遠
く
の
位
置
に
記
入
す
る
。
も
ち
ろ
ん
お
お
よ
そ
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
群

生
徒
の
「
実
態
」
に
即
す
と
は

前
富
山
大
学
教
授

安あ
ん

藤ど
う

修
し
ゅ
う

平へ
い
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れ
を
座
標
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
。
左
の
模
式
図
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

こ
の
図
を
見
た
だ
け
で
、
Ａ
組
と
Ｂ
組
で
は
学
習
の
方
法
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
理
解
で
き
よ
う
。

Ｂ
組
は
、「
部
分
的
反
応
」
×
「
異
化
反
応
」
の
生
徒
が
半
数
も
い
る
。
だ
か
ら
、
す
ぐ
課
題
作
り
に
入
っ
た
の
で
は
そ
の
時
点
で
こ

れ
ら
の
生
徒
は
脱
落
し
て
し
ま
う
。
や
は
り
言
葉
の
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
事
柄
の
説
明
な
ど
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
こ
と
に
時
間

を
か
け
、
部
分
音
読
を
繰
り
返
し
、
あ
ら
ま
し
を
と
ら
え
た
う
え
で
な
け
れ
ば
課
題
作
り
や
課
題
追
求
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
Ｂ
組
は
、
課
題
を
追
求
す
る
た
び
に
、
生
徒
の
反
応
を
と
ら
え
、
十
分
で
な
い
場
合
は
そ
の
原
因
を
考
え
、
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
や
新
た
な
「
手
」
を
編
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
実
態
」
に
即
し
た
授
業
作
り
と
は
、
授
業
の
進
行
に
伴
っ
て
変
化
し
て
い
く
「
実
態
」（
反
応
）
に
即
し
て
授
業
を
組
み
直
し
て

い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
実
態
」（
反
応
）
を
第
五
層
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
「
近
景
」
に
据す

え
る
こ
と
で
あ
る
。

一
　
は
じ
め
に
　

国
語
科
年
間
計
画
で
は
、
年
度
初
め
の
導
入
単
元
に
ス
ピ
ー
チ

な
ど
の「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
学
習
を
設
定
し
て
い
る
場
合

が
多
い
。
な
か
で
も
一
年
の
導
入
単
元
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
は
、
こ

れ
か
ら
始
ま
る
中
学
校
生
活
で
の「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
活

動
の
出
発
点
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
一
年
の
導
入
単
元
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
の
実
践
を

も
と
に
、
二
学
期
以
降
「
生
徒
の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
つ
か
む
か
」

に
つ
い
て
の
実
践
例
を
紹
介
し
た
い
。

二
　
一
年
導
入
単
元
の
「
ス
ピ
ー
チ
学
習
」
活
用
の
意
義
　

新
入
生
に
関
し
て
小
学
校
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
指
導
要
録
の
抄

本
等
で
は
、
お
お
ま
か
な
学
力
に
つ
い
て
は
情
報
が
得
ら
れ
る
。

し
か
し
、
個
々
の
生
徒
の
国
語
学
力
に
関
す
る
詳
細
な
デ
ー
タ
に

関
し
て
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
特
に
、
ス
ピ
ー
チ
の
よ
う
な

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
に
関
し
て
は
、
た
い
へ
ん
得

意
と
し
て
い
る
生
徒
や
、
特
に
苦
手
と
し
て
い
る
生
徒
に
関
し
て

の
特
記
事
項
の
み
が
見
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

ま
た
、
中
学
校
で
は
、
学
級
担
任
を
し
て
い
る
ク
ラ
ス
の
生
徒
は

別
と
し
て
、
教
科
担
当
者
が
学
年
全
員
の
生
徒
の
顔
と
名
前
を
覚
え

る
ま
で
に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」の
力
に
関
す
る
生
徒
の
実
態
把は

握あ
く

は
難
し
い
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
中
学
校
で
の
最
初
の
ス
ピ
ー
チ
学
習
の
結
果
を
次
回
に

活
用
し
、
個
々
の
生
徒
へ
の
支
援
の
し
か
た
を
工
夫
す
る
方
法
が
有

効
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
導
入
単
元
で
行
っ
た
ス

ピ
ー
チ
学
習
に
つ
い
て
、
生
徒
に
よ
る「
自
己
評
価
」や「
相
互
評
価
」、

「
教
師
に
よ
る
評
価
」の
結
果
を
分
析
す
る
こ
と
で
生
徒
の
実
態
を
つ

か
み
、
個
々
の
特
性
に
合
っ
た
授
業
実
施
の
た
め
の
手
が
か
り
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

三

指
導
の
流
れ

単
元
名
　
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
「
思
い
出
の
ひ
と
品
」

（
１
）
実
践
時
期

一
年
四
月

（
四
ク
ラ
ス
　
計
　
百
二
十
三
名
）

（
２
）
指
導
計
画

（
四
時
間
）

【
め
あ
て
】「
思
い
出
の
ひ
と
品
」
を
示
し
な
が
ら
、
自
分
と
の
か

か
わ
り
を
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
で
発
表
し
よ
う
。

①
第
一
時

構
想
を
練
る

ア
　
示
す
も
の
を
決
め
る
。

イ
　
い
つ
示
す
か
考
え
る
。

ウ
　
ど
の
よ
う
に
示
す
か
考
え
る
。

「
ス
ピ
ー
チ
学
習
」の
評
価
を
活
用
し
て

―
一
年
導
入
単
元
か
ら
―

新
し
い
授
業
を
考
え
る
会

※番号は生徒

（Ａ組）

（Ｂ組）
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