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三領域の扱い方の比重を変更

「
世
界
」
を
調
べ
、
発
表
し
て
み
よ
う

―
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」に
重
点
を
置
き
、「
調
べ
る
」と

「
発
表
」
を
通
し
て
自
分
を
豊
か
に
す
る
学
習
―

教
科
書
二
年
第
二
単
元

世
界
に
目
を
向
け
る

文
章
の
展
開
を
と
ら
え
、
考
え
を
深
め
よ
う

（
読
四
）

伝
え
合
い
〈
評
論
〉

マ
ド
ゥ
ー
の
地
で
〈
説
明
文
〉

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
考
え
よ
う

（
書
三
）

集
め
た
情
報
を
も
と
に
、
意
見
文
を
書
く

立
場
を
明
確
に
し
て
、
話
し
合
い
に
参
加
し
よ
う
（
話
・
聞
三
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
く

【
十
時
間
配
当
】

一
　
基
本
的
な
考
え
方

●
学
習
の
と
ら
え
方

二
学
年
の
第
二
単
元
「
世
界
に
目
を
向
け
る
」
は
、
二
つ
の
学

習
材
を
読
み
、
自
分
の
意
見
を
書
き
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
す
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
配
当
さ
れ
て
い
る
時
間
を
有
効

に
活
用
す
る
た
め
に
、
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
こ
と
を
通
し

て
、
自
分
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に

重
点
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
全
員
が
発
表
す
る
よ
う
に
し

た
の
で
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
行
わ
な
か
っ
た
。
教
科

書
で
は
十
時
間
配
当
だ
が
、
九
時
間
で
計
画
し
て
い
る
。

「
世
界
に
目
を
向
け
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
今
日
で
は
中
学

生
に
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
地
球
の
反
対
側
の
出
来
事
が
、
直

接
に
自
分
の
生
活
に
影
響
す
る
と
い
う
体
験
を
し
た
者
も
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
習
慣
や
考
え
方
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
共
存
し
よ
う

と
す
る
人
間
の
姿
に
触
れ
る
こ
と
で
、
中
学
生
な
り
に
見
方
や
考

え
方
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

●
こ
の
学
習
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力

こ
の
単
元
の
具
体
的
な
学
習
活
動
は
、

①
学
習
材
『
伝
え
合
い
』
と
『
マ
ド
ゥ
ー
の
地
で
』
を
読
み
、
そ

の
こ
と
を
通
し
て
、世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
々
や
民
族
の
言
語
、

文
化
・
生
活
な
ど
に
興
味
・
関
心
を
も
つ
。

②
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
や
生
活
・
文
化
な
ど
を
調
べ
て
発
表
す
る

学
習
を
通
し
て
、
自
身
の
「
調
べ
る
力
」
と
「
発
表
す
る
力
」、

「
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
方
や
も
の
の
見
方
を

広
め
た
り
、
深
め
た
り
す
る
力
」
を
伸
ば
す
。

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
中
学
校
学
習
指
導
要
領
「
Ａ
　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
指
導
事
項
の
「
ア
　
広
い
範
囲
か
ら
話
題
を
求
め
、
話
し

た
り
聞
い
た
り
し
て
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
め
た

り
、
深
め
た
り
す
る
こ
と
。」
を
意
識
し
た
学
習
で
あ
る
。
こ
の

単
元
で
は
思
い
切
っ
て
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
的
を
絞
り
、

学
習
材
で
関
心
を
も
っ
た
こ
と
を
も
と
に
し
た
調
べ
学
習
と
そ
の

発
表
の
学
習
か
ら
、
学
習
前
と
学
習
後
で
の
自
分
の
思
い
や
感
想

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
深
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
生
徒

自
身
に
振
り
返
ら
せ
た
い
と
考
え
る
。

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

「
発
想
や
認
識
の
た
め
の
材
料
と
し
て
情
報
を
収
集
し
、
自
分

な
り
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
め
た
り
、
深
め
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
、

そ
の
生
徒
が
も
っ
て
い
る
も
と
も
と
の
知
識
が
少
な
く
て
も
、
そ

の
生
徒
な
り
に
興
味
を
も
っ
て
調
べ
学
習
に
取
り
組
み
、
新
し
い

知
識
を
得
た
り
、
自
分
な
り
の
意
見
が
も
て
た
り
し
た
か
ど
う
か

と
い
う
視
点
で
評
価
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

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

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
入
状
況
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
ど
の
段
階

で
つ
ま
ず
い
て
い
る
の
か
を
指
導
者
が
把
握
で
き
る
。
個
別
に
助

言
す
る
と
い
う
対
応
が
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
段
階
で
つ
ま
ず
く

生
徒
が
多
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
全
体
に
補
足
説
明
な
ど
を
行
う
。

第一次
（第一時・二時）

第二次
（第三時）

①
学
習
材
『
伝
え
合
い
』『
マ
ド
ゥ
ー
の
地
で
』
を
読
み
、

指
導
者
の
解
説
、
お
よ
び
学
習
の
流
れ
の
説
明
を
聞
く
。

②
調
べ
学
習
の
凡
例
や
ヒ
ン
ト
の
提
示
を
受
け
、
学
習
の
方

法
を
理
解
す
る
。

①
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
学
習
材
の
初
読
の
感
想
を
記
入
す
る
。

②
自
分
が
興
味
を
も
ち
、
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
題
材
を
決

定
し
、
そ
の
題
材
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
調
べ

学
習
を
進
め
て
い
く
の
か
を
考
え
、
大
ま
か
な
予
定
を
立

て
る
。

＊
図
書
室
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
な
ど
、
い
つ
、
ど
こ

で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
資
料
を
手
に
入
れ
る
か
を
考
え
さ

せ
る
。

三
　
指
導
と
評
価
の
計
画
例
（
九
時
間
）

三
領
域
の
扱
い
方
の
比
重
を
変
更
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三領域の扱い方の比重を変更

四
　
こ
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ

第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
工
夫
で
あ
る
。
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
効
果
的
に
利
用
し
、
学
習
材
を
一
読
し
た
直
後
の
思
い

や
感
想
と
、
調
べ
て
発
表
し
合
う
学
習
を
し
た
後
の
感
想
と
を
比

べ
て
、
自
己
評
価
が
で
き
る
よ
う
な
学
習
を
考
え
て
み
た
い
。

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
課
題
の
設
定
と
資
料
収
集
で
あ
る
。
学

校
の
図
書
室
の
利
用
や
、
Ｐ
Ｃ
ル
ー
ム
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
資
料
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
参
考

と
な
る
図
書
の
目
録
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

を
例
示
し
て
お
い
て
、
生
徒
が
放
課
後
や
帰
宅
後
に
資
料
を
探
す

作
業
の
支
援
を
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
新
聞
や
雑
誌
、

テ
レ
ビ
の
よ
う
に
家
庭
に
あ
る
情
報
ソ
ー
ス
の
利
用
を
勧
め
る
こ

と
は
、
学
習
の
日
常
化
を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
課
題
の
設
定
が
難
し
い
生
徒
に
は
、
こ
ち
ら
か
ら
い
く

つ
か
の
候
補
を
提
示
し
て
、
そ
の
中
か
ら
選
択
さ
せ
る
方
法
を
と

っ
た
り
、
逆
に
関
係
資
料
に
あ
た
る
う
ち
に
課
題
の
設
定
が
で
き

る
よ
う
に
促
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

第
三
の
ポ
イ
ン
ト
は
学
習
形
態
で
あ
る
。
生
徒
個
人
単
位
で
の

学
習
が
困
難
な
場
合
は
、
グ
ル
ー
プ
を
設
定
し
て
、
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
壁
新
聞
を
作
成
さ
せ
た
り
発
表
を
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
応
用

し
て
い
け
る
学
習
形
態
で
あ
る
と
思
う
。

第三次
（第四時・五時）

第四次
（第六時・七時）

第五次
（第八時）

第六次
（第九時）

①
自
分
が
調
べ
た
資
料
を
ま
と
め
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
や
ス
ピ
ー
チ
の
準
備
を
整
え
る
。

②
発
表
時
間
は
一
人
一
分
程
度
（
原
稿
用
紙
一
枚
分
く
ら
い
）

に
設
定
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。

①
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
自
分
で
用
意
し
た
資
料
を
使
っ
て
発
表

す
る
。

＊
発
表
を
聞
い
て
の
感
想
・
評
価
を
記
入
で
き
る
名
簿
の
よ

う
な
も
の
を
配
布
し
、
発
表
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
。
漫
然
と
聞
く
の
で
は
な
く
、
視
点
・
考

え
方
・
情
報
ソ
ー
ス
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
な

ど
が
、
自
分
と
同
じ
か
違
う
か
に
注
意
さ
せ
た
い
。

①
自
分
の
発
表
を
終
え
て
、
ま
た
ほ
か
の
人
の
発
表
を
聞
い

て
、
気
づ
い
た
こ
と
や
わ
か
っ
た
こ
と
を
感
想
欄
に
記
入

す
る
。

①
初
読
の
感
想
と
学
習
後
の
感
想
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
振

り
返
ら
せ
、
何
人
か
に
発
表
さ
せ
る
。（
自
己
評
価
）

《初読の感想と発表後の感想を比べて自己評価できるワークシート例》
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