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三領域の扱い方の比重を変更

一
　
基
本
的
な
考
え
方

●
学
習
の
と
ら
え
方

一
年
の
第
四
単
元
「
暮
ら
し
を
見
つ
め
る
」
は
、
文
章
か
ら
見

つ
け
た
課
題
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
、
意
見
文
に
ま
と
め
た
う

え
で
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
の
意
見
交
換
会
を
も

つ
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
配
当
さ
れ
て
い
る
十
三
時
間
で

ま
と
め
る
た
め
に
は
、
学
習
の
ね
ら
い
と
活
動
を
重
点
化
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
重
点
を
置
い
た
例
を
紹

介
す
る
（
配
当
時
間
は
十
三
時
間
）。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

と
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
は
、
ほ
か
で
重
点
化
さ
せ
る
こ
と
に

す
る
。

今
回
、
教
科
書
の
説
明
文
は
あ
え
て
課
題
例
の
一
つ
と
し
て
読

む
だ
け
に
す
る
。
そ
の
後
、
課
題
例
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
そ
れ

に
つ
い
て
調
べ
る
。
次
に
、
同
じ
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
も
の
ど
う
し

で
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
ど
こ
で
何
を
調
べ
た
の
か
、
何

が
わ
か
り
、
ど
う
感
じ
た
の
か
を
お
互
い
に
発
表
し
合
う
。
自
分

と
は
違
う
こ
と
に
注
目
し
た
人
や
、
別
の
方
法
で
調
べ
た
人
な
ど
、

周
り
の
人
の
気
づ
き
に
刺
激
を
受
け
、
学
ぶ
も
の
も
多
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
最
後
に
そ
れ
を
意
見
文
と
し
て
ま
と
め
る
。
本
単
元
は
、

課
題
を
見
つ
け
て
調
べ
る
力
を
活
用
し
、
材
料
を
吟
味
し
て
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
る
力
を
身
に
つ
け
る
学
習
で
あ
る
。

●
こ
の
学
習
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力

①
身
近
な
生
活
や
学
習
の
中
か
ら
課
題
を
見
つ
け
、
材
料
を
集
め

て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
。

②
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
的
確
に
表
す
た
め
に
、
適
切
な
材
料

を
選
ん
で
書
く
こ
と
。

二
　
観
点
別
評
価
の
進
め
方

●「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」
状
況
と
判
断
す
る
た
め
の
視
点

課
題
学
習

課
題
を
見
つ
け
、
資
料
を
活
用
し
て
調
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

発
　
表

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
グ
ル
ー
プ
内
で
発
表

で
き
る
。

意
見
文

的
確
に
表
す
た
め
に
材
料
を
吟
味
し
て
書
く
こ

と
が
で
き
る
。

●「
努
力
を
要
す
る
」
状
況
に
あ
る
学
習
者
へ
の
対
応

課
題
学
習

課
題
や
資
料
を
提
示
し
た
り
選
択
さ
せ
た
り

す
る
。

発
　
表

グ
ル
ー
プ
の
仲
間
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
も
ら
う
。

意
見
文

必
要
な
材
料
や
考
え
を
箇
条
書
き
に
さ
せ
る
。

調
べ
て
、
伝
え
て
、
書
い
て
み
よ
う

―
「
書
く
こ
と
」
に
重
点
を
置
い
た
学
習
―

教
科
書
一
年
第
四
単
元

暮
ら
し
を
見
つ
め
る

文
章
か
ら
課
題
を
見
つ
け
よ
う

（
読
四
）

魚
を
育
て
る
森
〈
説
明
文
〉

「
め
ぐ
る
輪
」
の
中
で
生
き
る
〈
説
明
文
〉

課
題
に
つ
い
て
調
べ
よ
う

（
書
五
）

調
べ
た
こ
と
を
意
見
文
に
ま
と
め
る

意
見
交
換
会
を
も
と
う

（
話
・
聞
四
）

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る

【
十
三
時
間
配
当
】

第一次
（第一時・二時）

第二次
（第三時～七時）

第三次
（第八時・九時）

第四次
（第十時～十三時）

①『
魚
を
育
て
る
森
』
を
読
み
、
魚
と
森
の
関
係
に
つ
い
て

知
る
。

②「『
め
ぐ
る
輪
』
の
中
で
生
き
る
」
を
読
み
、
自
分
た
ち
の

行
動
と
そ
れ
が
環
境
に
及
ぼ
す
力
に
つ
い
て
知
る
。

①
提
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
を
参
考
に
し
て
、
自
分
の
暮
ら
し
方

を
見
つ
め
直
す
課
題
を
見
つ
け
る
。

＊
最
初
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
次
々
に
発
想
を
発
展
さ
せ
る

方
法
を
示
す
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
参
照
）。

②
課
題
に
つ
い
て
調
べ
る
。

＊
図
書
館
な
ど
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
自
宅
か

ら
資
料
を
持
っ
て
き
て
も
よ
い
。

①
同
じ
テ
ー
マ
や
近
い
テ
ー
マ
ご
と
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
、
ど
こ
で
何
を
調
べ
、
何
が
わ
か
り
、
ど
う

感
じ
た
か
な
ど
を
発
表
し
合
う
。

②
発
表
し
合
っ
た
内
容
を
ク
ラ
ス
で
報
告
す
る
。

＊
学
習
者
が
発
表
や
報
告
に
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
①
用
と

②
用
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

①
適
切
な
材
料
を
選
ん
で
、
自
分
の
意
見
を
書
く
。

＊
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
違
う
グ
ル
ー
プ
の
人
と
意
見
を
交
換

し
合
っ
て
も
よ
い
。

三
　
指
導
と
評
価
の
計
画
例
（
十
三
時
間
）
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そ
の
た
め
に
、
７
ペ
ー
ジ
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
キ
ー
ワ
ー
ド
か

ら
発
想
を
発
展
さ
せ
て
い
く
方
法
を
体
験
さ
せ
た
。
こ
の
体
験
は

国
語
の
学
習
の
み
な
ら
ず
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
学
習
者

の
発
想
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

意
見
を
相
手
と
伝
え
合
う
と
い
う
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
だ

ろ
う
。
自
分
の
意
見
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
な

の
は
も
ち
ろ
ん
、
人
の
意
見
を
聞
き
、
新
た
な
視
点
に
気
づ
く
こ

と
も
大
切
で
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
も
の
は
大
き
い
と
思
う
。

自
分
と
全
く
異
な
る
発
想
で
課
題
を
見
つ
け
た
仲
間
や
、
自
分

が
考
え
つ
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
情
報
を
見
つ
け
て
き
た
仲

間
、
自
分
と
全
く
異
な
る
感
性
で
意
見
を
組
み
立
て
た
仲
間
な
ど

に
接
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
自
他
の
個
性
や

特
性
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

書
く
指
導
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
実
際
の
活
動
で
は
、

課
題
設
定
に
手
間
取
っ
た
り
、
収
集
し
た
材
料
が
不
十
分
だ
っ
た

り
と
、
回
り
道
や
失
敗
も
経
験
す
る
は
ず
で
あ
る
。
発
表
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
行
動
し
、
ど
ん

な
失
敗
を
し
て
、
そ
こ
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
を
振
り
返
っ
て
書

く
こ
と
も
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
で
あ
る
と
指
導
す
る
こ
と
が
大

切
だ
と
考
え
る
。
学
習
者
が
「
回
り
道
や
失
敗
も
学
習
の
大
き
な

成
果
だ
。」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
書
く
こ
と
に
対
す

る
心
理
的
な
壁
は
か
な
り
低
く
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＊『
魚
を
育
て
る
森
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
視
聴

覚
資
料
が
あ
る
の
で
、
単
元
の
最
後
あ
る
い
は
途
中
に
見
せ
て

も
よ
い
と
思
う
。

『
え
り
も
岬
に
春
を
呼
べ
』
〜
砂
漠
を
森
に
・
北
の
家
族
の

半
世
紀
〜
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
　
挑
戦
者
た
ち
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）

四
　
こ
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ

「
書
く
こ
と
」
に
重
点
を
置
い
た
学
習
に
ま
と
め
た
こ
と
が
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
教
科
書
を
教
え
る
」
発
想

で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
が
中
心
の
学
習
と
な
る
が
、

三
領
域
と
も
に
が
ん
ば
っ
て
し
ま
う
た
め
に
学
習
者
の
過
重
負
担

と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

今
回
は
、「
教
科
書
で
教
え
る
」
と
い
う
発
想
で
、
自
分
の
学

校
の
国
語
教
室
に
と
っ
て
今
い
ち
ば
ん
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
学
習
を
焦
点
化
し
、
そ
の
学
習
に
都
合
が
よ
い
よ
う
に
教
科
書

を
利
用
し
た
。

次
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
課
題
の
見
つ
け
方
だ
ろ
う
。
中
学

生
は
、
興
味
を
も
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
る
の
は
好
き
で
あ
る
。

興
味
を
も
ち
、
そ
れ
を
調
べ
る
方
法
が
わ
か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
自

主
的
な
学
習
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
課

題
を
見
つ
け
る
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
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