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「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
授

業
改
善
の
視
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
ま
す
。

次
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

単
元
全
体
を
見
通
し
て
、
一
単
位
時

間
の
中
で
つ
け
た
い
力
を
明
確
に

し
、
評
価
と
指
導
を
繰
り
返
す
こ
と

が
引
き
続
き
重
要
で
す
。

評
価
の
考
え
方
や
方
法
は
ど
う
変
わ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
向
け
て
関
心
が
高
ま
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
。

現
場
の
先
生
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
悩
み
に
、

冨
山
哲
也
先
生
が
ご
回
答
く
だ
さ
い
ま
す
。

第
五
回

　　　　　　　冨
とみ

山
やま

哲
てつ

也
や
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ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
言
語
活
動
の
改

善
・
充
実
を
図
る
た
め
の
視
点
で
あ
る
こ
と
、
学

び
へ
の
関
与
や
深
い
理
解
を
促
す
こ
と
が
趣
旨
で

あ
る
こ
と
、
単
元
全
体
の
中
で
多
様
な
学
習
を
組

み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で

こ
の
〝
Ｑ
＆
Ａ
〟
で
も
触
れ
て
き
た
ポ
イ
ン
ト
が
、

改
め
て
確
認
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、「
審

議
の
ま
と
め
」
の
本
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
八
月
に
公
表
さ
れ
た
「
審
議
の
ま
と
め
」

（
※
）
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
授

業
改
善
の
視
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、多
く
の
メ
デ
ィ

ア
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
、
国

語
科
に
と
っ
て
特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
部
分
を

抜
粋
し
て
み
ま
す
（
以
下
、
傍
線
は
冨
山
）。　

　

右
ペ
ー
ジ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
は
一
単
位
時
間
で
全
て
が
実
現
さ
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
を
単
元
全
体
で
構
想
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
各
時
間
の
ね
ら
い
に
即

し
て
適
切
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

例
え
ば
、「
俳
句
の
可
能
性
」「
俳
句
を
味
わ
う
」

（
三
年
）
を
教
材
と
し
、「
俳
句
の
ベ
ス
ト
３
を
決

め
て
選
評
を
書
こ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定

し
た
単
元
を
構
想
す
る
と
し
ま
す
。
全
四
時
間
で
、

次
の
よ
う
な
展
開
を
考
え
ま
し
た
。

　

こ
の
授
業
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
評
価
を
進
め

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

第
一
時
で
は
、
学
習
内
容
へ
の
興
味
と
、
学
習

活
動
へ
の
意
欲
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ

で
、「
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
の
観
点

か
ら
、
生
徒
が
単
元
の
見
通
し
を
も
っ
て
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
か
を
評
価
す
る
こ
と
が
大
事
に

な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
俳
句
の
可
能
性
」
を

適
切
に
読
み
取
っ
て
観
点
を
見
い
だ
せ
て
い
る
か

を
、「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
イ
に
基
づ
い
て

評
価
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
二
時
で
は
、「
ベ
ス
ト
３
」
を
決
め
る
た
め
に
、

九
つ
の
俳
句
を
解
釈
し
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ

と
に
な
り
ま
す
。
句
の
解
釈
は
指
導
事
項
ア
、
自

分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
は
指
導
事
項
ウ
や
エ
に
基

づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
読
む
能
力
」
で
評
価
す
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、直
前
の
教
材「
和

語
・
漢
語
・
外
来
語
」
で
学
習
し
た
知
識
の
活
用

を
促
し
、「
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
」

で
評
価
す
る
こ
と
も
想
定
で
き
ま
す
。

　

第
三
・
四
時
で
は
、
交
流
に
よ
る
考
え
の
広
が

り
や
深
ま
り
が
目
標
に
な
り
ま
す
。
引
き
続
き
、

指
導
事
項
ウ
や
エ
に
基
づ
い
た
評
価
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
第
二
時
か
ら
の
変
化
を
見
る
よ

う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
授
業
で
は
、
単
元
全

体
を
通
し
て
、
俳
句
と
い
う
文
化
に
親
し
み
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
こ
と
を
単
元

末
に
振
り
返
り
、
改
め
て
「
国
語
へ
の
関
心
・
意

欲
・
態
度
」
で
評
価
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
の
主
体
性
や
対
話
的
な
学

び
を
重
視
し
な
が
ら
、
国
語
の
力
が
確
実
に
身
に

つ
い
て
い
る
か
を
計
画
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
引

き
続
き
必
要
で
す
。

　

な
お
、「
審
議
の
ま
と
め
」
で
は
、
次
期
学
習

指
導
要
領
か
ら
、
評
価
の
観
点
を
、「
知
識
・
技
能
」

「
思
考
・
判
断
・
表
現
」「
主
体
的
に
学
習
に
取
り

組
む
態
度
」
の
三
つ
に
統
一
す
る
方
向
性
が
示
さ

れ
ま
し
た
が
、
今
回
例
示
し
た
よ
う
な
実
践
を
進

め
る
こ
と
で
十
分
対
応
で
き
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

※　「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」
　（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
充
実
が
図
ら
れ
て

き
た
こ
う
し
た
学
習
を
、
更
に
改
善
・
充
実
さ

せ
て
い
く
た
め
の
視
点
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が

必
要
で
あ
る
。

〇 

次
期
学
習
指
導
要
領
等
が
学
習
・
指
導
方
法
に

つ
い
て
目
指
す
の
は
、
特
定
の
型
を
普
及
さ
せ

る
こ
と
で
は
な
く
、（
略
）
学
び
全
体
を
改
善
し
、

子
供
の
学
び
へ
の
積
極
的
関
与
と
深
い
理
解
を

促
す
よ
う
な
指
導
や
学
習
環
境
を
設
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
子
供
た
ち
が
こ
う
し
た
学
び
を
経

験
し
な
が
ら
、
自
信
を
育
み
必
要
な
資
質
・
能

力
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。

〇 

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
、
１
単

位
時
間
の
授
業
の
中
で
全
て
が
実
現
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
の
中

で
、
例
え
ば
主
体
的
に
学
習
を
見
通
し
振
り
返

る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
グ
ル
ー
プ
な

ど
で
対
話
す
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、

学
び
の
深
ま
り
を
作
り
出
す
た
め
に
、
子
供
が

考
え
る
場
面
と
教
員
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ

う
に
組
み
立
て
る
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
実
現

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
ベ
ス
ト
３
」
を
決
め
る
。

第	

三
時　
「
ベ
ス
ト
３
」
に
選
ん
だ
俳
句
に
つ
い
て

選
評
を
書
く
。
同
じ
句
を
選
ん
だ
人
ど
う
し
で

考
え
を
交
流
し
、
選
評
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
。

第	

四
時　

グ
ル
ー
プ
で
「
ベ
ス
ト
３
」
と
選
評
を

発
表
し
合
う
。
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
学
級
全

体
に
発
表
し
、
教
師
の
発
問
で
深
め
る
。

〇 

（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
）
例
え
ば
国

語
や
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
や
、（
略
）

全
て
の
教
科
等
に
お
け
る
学
習
活
動
に
関
わ
る

第	

一
時　

言
語
活
動
を
理
解
し
、
学
習
の
見
通
し

を
も
つ
。「
俳
句
の
可
能
性
」
を
読
み
、
俳
句

を
味
わ
う
た
め
の
観
点
を
見
つ
け
る
。

第	

二
時　
「
俳
句
を
味
わ
う
」
の
九
つ
の
俳
句
の

概
要
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
第
一
時
で
設
定

し
た
観
点
に
基
づ
い
て
味
わ
い
、
自
分
な
り
の
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