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１
「
授
業
開
き
」で
の
診
断
的
評
価

前
号
で
は
、
四
月
入
学
時
に
行
う
「
授
業
開
き
」
の
単
元
に
つ

い
て
書
き
ま
し
た
。「
授
業
開
き
」
に
は
、
小
学
校
で
育
て
ら
れ
た

学
力
の
診
断
を
行
い
、
学
力
が
身
に
つ
い
て
い
る
か
を
確
か
め
、

学
ん
だ
は
ず
な
の
に
身
に
つ
い
て
い
な
い
言
語
活
動
力
を
再
度
訓

練
し
て
、
確
か
な
学
力
と
し
て
い
く
ね
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
力
が
つ
い
て
い
る
か
否
か
を
、
学
習

者
と
指
導
者
が
確
認
し
合
っ
て
、
中
学
校
の
学
習
（
授
業
）
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
小
学
校
で
身
に
つ
け
た

学
力
は
、
教
室
で
の
学
習
（
授
業
）
を
こ
と
な
く
進
め
る
た
め
の
、

ご
く
常
識
的
・
基
本
的
な
言
語
行
動
力
で
す
。

「
授
業
開
き
」（
約
二
十
時
間
）
で
習
慣
化
さ
れ
る
言
語
活
動
力

は
、
次
に
掲
げ
る
①
〜
⑱
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
社
会
に
出
て

も
通
用
す
る
言
語
生
活
の
常
識
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
四

月
か
ら
五
月
に
か
け
て
学
習
者
を
見
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
を
、

九
月
か
ら
の
学
習
に
備
え
て
、
学
習
者
個
々
に
つ
い
て
、
ま
た
、

学
習
者
の
学
級
集
団
と
の
関
係
に
お
い
て
、
夏
休
み
中
に
も
う
一

度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

①
だ
ま
っ
て
聞
い
て
い
る
か
、
聞
け
て
い
る
か
。

②
話
し
手
の
ほ
う
を
向
い
て
（
目
を
見
て
）
聞
い
て
い
る
か
。

③
話
は
最
後
ま
で
聞
い
て
い
る
か
（
途
中
で
し
ゃ
べ
り
出
し
た

り
、
聞
か
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
な
い
か
）。

④
一
回
で
聞
き
取
れ
て
い
る
か
（
指
導
者
の
指
示
な
ど
を
一
回

で
受
け
止
め
て
い
る
か
。
―
―
「
今
な
ん
て
言
っ
た
の
。」
と

聞
き
返
し
た
り
、
友
達
に
聞
い
た
り
し
て
い
な
い
か
）。

⑤
一
字
一
句
間
違
い
な
く
聴
写
で
き
る
か
、
視
写
で
き
る
か
。

⑥
話
を
聞
い
て
（
聞
き
な
が
ら
）
メ
モ
で
き
る
か
。

⑦
メ
モ
か
ら
言
葉
（
文
・
文
章
）
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

⑧
話
の
要
点
、
大
意
・
要
旨
、
感
想
・
意
見
、
疑
問
や
問
題

点
な
ど
を
、
メ
モ
し
た
り
文
章
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
。

⑨
返
事
が
で
き
る
か
。

⑩
声
を
聞
き
手
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
発
声
・
発
音
・

声
の
大
き
さ
・
話
す
速
さ
な
ど
）。

⑪
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
話
し
方
―
―
「
敬
体
」
で
話
す
こ
と
が
で
き

る
か
（「
私

わ
た
く
し
は
…
…
」「
…
…
で
す
。」「
…
…
ま
す
。」）。

⑫
伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
、
一
ま
と
ま
り
の
話
に
し
、

事
柄
ご
と
に
区
切
っ
て
（
短
文
に
し
て
）
話
す
こ
と
が
で
き

る
か
（
一
文
で
だ
ら
だ
ら
言
わ
な
い
）。

⑬
問
い
を
出
せ
る
か
。
問
い
に
対
し
て
正
し
く
答
え
ら
れ
る
か
。

⑭
文
章
を
一
回
で
読
め
る
か
（
読
む
習
慣
が
あ
る
か
）。

⑮
自
分
の
国
語
辞
典
を
持
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
国
語
辞
典
で

調
べ
る
習
慣
が
あ
る
か
。

⑯
文
字
を
正
し
い
字
体
で
、
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
。

筆
力
は
十
分
か
（
学
習
者
の
書
い
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
コ

ピ
ー
し
て
学
習
材
に
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
）。

⑰
一
〇
〇
〜
二
〇
〇
字
程
度
の
文
章
は
す
ぐ
に
書
け
る
か
。

⑱
正
し
い
表
記
で
書
け
る
か
。

こ
れ
ら
の
言
語
活
動
力
は
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
学
習
し
て
い

く
の
に
必
要
な
、
グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
る
協
同
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
共
有
の
理
解
の
た
め
に
、
必
要
最
低
限
の
学
力
で

あ
り
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
お
い
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
身

に
つ
い
て
い
な
い
と
困
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
す
。
身
に
つ
く
ま

で
に
は
、
怠
け
な
い
で
小
さ
な
努
力
を
す
る
こ
と
が
必
要
、
と
い

う
こ
と
を
体
験
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
放
置
す
る
と
「
や
ら
な

い
人
間
」
に
な
り
ま
す
。「
や
れ
な
い
」
と
「
や
ら
な
い
」
は
違
う

の
で
す
。

２
「
話
し
合
い
」
を
中
核
に
す
え
て

「
学
び
」
に
は
、
二
つ
あ
り
ま
す
。

Ａ
　
…
…
が
わ
か
る

Ｂ
　
…
…
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

Ａ
は
「
内
容
知
＝
価
値
」、
Ｂ
は
「
方
法
知
＝
技
能
」
で
す
。

方
法
知
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、「
や
る
」
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
国
語
科
で
は
、「
聞
く
、
読
む
、
見
る
、
話
す
、
書
く
」
で

す
。
さ
ら
に
、「
他
者
と
話
し
合
う
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）」

が
加
わ
り
ま
す
。

学
び
は
、
基
本
的
に
は
学
習
者
個
々
の
も
の
で
す
が
、
個
が
豊

か
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
他
者
と
話
し
合
う
こ
と
が
必

要
で
す
。「
他
者
と
話
し
合
う
」
こ
と
は
、
集
団
の
学
習
で
は
不
可

欠
で
す
。
学
習
者
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
は
い
く
つ
か
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
例
え
ば
、
分
析
型
・
行
動
型
・
感
覚
型
・
友

好
型
あ
る
い
は
対
事
型
・
対
自
型
・
対
他
型
・
対
辞
型
）
が
、
話

し
合
い
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
他
者
を
知
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
他
者
を
知
る
こ
と
が
、
個
の
思
想
を
広
げ
深
め
る
こ

と
に
役
立
つ
の
で
す
。

「
話
し
合
い
」は
、ペ
ア
に
し
て
も
グ
ル
ー
プ（
四
人
が
理
想
的
）に

二学期の本格始動に向けて

し
て
も
、
異
な
る
者
同
士
の
組
み
合
わ
せ
が
よ
い
よ
う
で
す
。
私
た

ち
教
師
は
、
座
席
に
よ
っ
て
安
易
に
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
話

し
合
い
を
さ
せ
が
ち
で
す
が
、
同
じ
考
え
の
者
同
士
よ
り
、
異
な
る

者
同
士
の
組
み
合
わ
せ
の
ほ
う
が
学
び
を
豊
か
に
さ
せ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
常
に
理
想
的
な
組
み
合
わ
せ

を
作
る
た
め
の
時
間
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
準
備
も
で
き
ま
せ
ん
。
だ

と
し
た
ら
、ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
を
、（
同
じ
こ
と
を
学

ん
で
い
る
ク
ラ
ス
）全
員
の
も
の
と
し
て
発
表
さ
せ
て
、
互
い
に
共
有

で
き
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
一
時
間
の
授
業
の
中
の

最
後
の
十
分
は
、
途
中
ま
で
の
話
し
合
い
の
経
過
報
告
で
も
よ
い
か

ら
、
発
表
さ
せ
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
学
習
者
一
人
一
人
は
、

自
分
の
思
考
の
内
容
や
向
き
、
程
度
と
比
べ
て
、
自
分
の
学
び
の
方

向
を
確
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
等
に
経
験
さ
せ
る
た
め
に
、
役
割
を
分
担
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

役
は
順
番
に
変
わ
っ
て
い
き
、
四
人
の
グ
ル
ー
プ
な
ら
四
回
で

一
巡
り
し
ま
す
。
次
の
話
し
合
い
で
は
、
グ
ル
ー
プ
の
構
成
メ
ン

バ
ー
を
変
え
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
他

者
と
の
接
触
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

話
し
合
い
の
成
立
に
は
、
Ａ
の
学
び
の
「
価
値
目
標
」
―
―

内
容
知
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
求
め
る
も
の
が
何
か
、
学
び
の

目
的
が
何
か
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
学
び
は
成
立
し
ま

す
。
あ
と
は
、
費
や
す
こ
と
の
で
き
る
時
間
で
授
業
の
進
め
方

（
ス
ト
ー
リ
ー
）
を
作
っ
て
、
学
習
者
に
示
し
ま
す
。
そ
こ
に
、

「
話
し
合
い
」
が
核
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
学
習
者
は
動
き
出
し
ま

す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
内
容
知
に
何
を
求
め
る
か
が
問
題
で
す
。

（
元
岐
阜
大
学
教
授
）
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