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ど
の
教
科
の
場
合
で
も
、
学
習
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
学
習

計
画
を
立
て
る
前
に
教
師
が
確
立
さ
せ
て
お
く
必
要
の
あ
る
も
の

が
三
つ
あ
る
。

①
そ
の
一
つ
が
「
教
材
観
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
教
材
の
内

容
や
特
性
の
十
分
な
理
解
で
あ
る
。

学
習
す
る
単
元
の
指
導
目
標
を
視
点
と
し
た
と
き
、
そ
の
教
材

に
は
、
い
く
つ
ぐ
ら
い
の
、
ど
の
よ
う
な
学
習
素
材
が
潜
ん
で
い

る
の
か
を
的
確
に
分
析
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
ま
ず
大
切
で
あ
る
。

国
語
学
習
の
場
合
は
、
普
通
、
登
場
人
物
の
様
子
や
気
持
ち
を

読
み
取
る
場
合
で
も
、
文
章
の
要
旨
を
読
み
取
る
場
合
で
も
、
次

の
、
い
く
つ
か
を
組
み
合
わ
せ
て
深
く
教
材
理
解
を
す
る
と
よ
い
。

ま
ず
は
全
文
を
視
写
。
や
っ
て
み
る
と
、
教
材
の
特
質
や
言
葉

の
配
置
の
す
ば
ら
し
さ
が
よ
く
分
か
っ
て
く
る
。
視
写
し
た
本
文

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
分
析
視
点
に
沿
っ
た
書
き
込
み
を
す
る
。
そ

れ
か
ら
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
組
み
立
て
て
全
体
構
造
図
に
す
る
。
あ

る
い
は
、
小
見
出
し
を
段
落
ご
と
に
立
て
て
内
包
円
枠
図
に
し
て

み
て
も
い
い
。

②
分
析
し
た
後
、
こ
の
教
材
を
学
習
す
る
児
童
た
ち
の
特
性

（
学
習
体
験
の
質
と
量
、
現
在
の
読
み
取
り
能
力
の
程
度
、
生

活
上
の
個
性
、
趣
味
や
興
味
の
も
ち
方
の
傾
向
な
ど
）
を
視

点
と
し
て
、
再
び
と
ら
え
直
し
て
み
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
教
材
を
学
習
す
る
に
際
し
て
の
児
童
の
特
性
分

析
で
あ
る
。「
児
童
観
」
と
い
う
。

③
三
つ
に
は
、
何
時
間
ぐ
ら
い
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で

学
び
の
場
を
構
成
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
る
。

児
童
の
興
味
・
関
心
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
目
的
の
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
た
め
の
方
法
を
分
析
し
、
明
示
す
る
。
こ
れ
を
「
指

導
観
」
と
い
う
。

先
生
に
な
っ
て
一
年
も
す
る
と
、
自
分
に
合
っ
た
学
習
展
開
法

が
自
然
と
身
に
つ
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
事
前
の
分
析

処
理
を
す
る
先
生
は
少
な
く
な
る
の
だ
が
、
最
近
は
、
初
任
の
先

生
で
も
こ
の
三
観
分
析
明
示
を
す
る
人
が
少
な
い
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
学
習
ド
リ
ル
・
学
習
プ
リ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
テ

ス
ト
と
い
っ
た
豊
富
な
学
習
材
が
市
販
さ
れ
、
校
内
設
備
と
し
て

の
機
器
が
発
達
し
、
そ
の
う
え
に
、
細
や
か
な
指
導
法
を
載
せ
た

指
導
書
が
各
先
生
個
人
に
配
布
さ
れ
て
い
る
現
代
は
、
学
習
を
成

立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
基
本
作
業
と
し
て
の
三
観
の
分
析
明
示

を
し
な
い
で
、
学
習
を
開
始
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
そ
ん
な

中
で
、
児
童
の
関
心
と
教
材
の
特
質
を
理
解
せ
ず
に
学
習
に
入
っ

て
し
ま
う
と
、
時
間
だ
け
は
流
れ
て
い
く
が
、
学
習
指
導
を
し
た

こ
と
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。
初
め
て
教
材
を
目
に
し
た
児
童
が

発
し
た
感
動
の
声
を
聞
き
漏
ら
し
た
り
、
上
手
に
分
析
で
き
な
か

っ
た
り
す
る
教
師
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
が
悲
し
い
。
児
童
に

丸
投
げ
し
、
上
が
っ
て
き
た
児
童
の
声
（
反
応
）
の
中
か
ら
適
当

に
い
く
つ
か
の
語
句
を
選
ん
で
板
書
し
さ
え
す
れ
ば
、
一
応
は
学

習
の
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
こ
と
を
何
回
か
繰
り

返
し
て
い
く
う
ち
に
、
教
師
は
自
分
の
形
の
よ
う
な
も
の
が
で
き

あ
が
っ
た
の
だ
と
思
い
込
ん
で
、
そ
の
形
な
る
も
の
に
も
事
前
分

析
を
し
な
い
、
自
分
自
身
に
も
恥
ず
か
し
い
と
は
感
じ
な
く
な
る
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
文
部
科
学
省
か
ら
示
さ
れ
、
そ
れ
に

沿
っ
て
編
集
さ
れ
た
新
し
い
教
科
書
が
平
成
十
四
年
度
か
ら
各
学

校
の
児
童
の
も
と
に
届
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
ど
こ
の
学
校
で
も
、

新
た
に
教
育
課
程
を
編
み
、
学
習
指
導
実
践
を
進
め
て
い
る
。

そ
ん
な
今
、
私
は
多
く
の
学
校
へ
出
向
き
、
毎
日
の
よ
う
に
国

語
の
授
業
を
参
観
し
て
は
、
そ
の
教
材
分
析
法
や
児
童
分
析
法
、
学

習
展
開
法
等
に
つ
い
て
助
言
を
し
て
い
る
。

国
語
学
習
の
研
究
を
全
校
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
学
校
は
実

に
多
い
の
だ
が
、
着
実
に
分
析
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
学
習
計
画

案
を
立
て
た
実
践
に
出
会
え
る
こ
と
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
検
討

す
べ
き
課
題
は
多
い
。
し
か
し
、「
教
材
観
」
の
と
こ
ろ
で
も
書
い

た
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
必
要
な
の
は
、
何
度
も
何
度
も
教
材
を
読

む
こ
と
だ
と
思
う
。

児
童
の
学
び
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
教
師

の
学
び
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
と

同
時
に
、
期
待
も
し
て
い
る
。

一
徹
国
語
人

今
こ
そ
三
観
の
確
立
を

一
寸
苦
言
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