
教
科
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
ら
れ
な
い
指
導

　
教
室
に
い
な
が
ら
に
し
て
世
界
の
気
候
や

地
形
な
ど
を
把
握
で
き
る
地
理
の
面
白
さ

を
、
一
人
で
も
多
く
の
生
徒
に
伝
え
た
い
。

そ
ん
な
思
い
か
ら
教
師
に
な
り
ま
し
た
。
初

任
校
で
は
写
真
を
多
用
し
、
生
徒
が
そ
の
地

域
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
授
業

を
心
掛
け
ま
し
た
。
そ
し
て
狙
い
通
り
、
多

く
の
生
徒
が
地
理
に
興
味
を
持
ち
、私
は
「
も

っ
と
力
を
付
け
て
ほ
し
い
」
と
、
演
習
課
題

の
量
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
結
果
と
し
て
地
理
の
学
力
は
上
が
り
ま
し

た
が
、
彼
ら
の
大
半
は
、
希
望
進
路
を
実
現

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
原
因
は
、
学
習
の
教

科
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
。
地
理
の
成
績
を
上
げ

る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
自

分
の
至
ら
な
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。「
教
科

の
力
を
付
け
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
進
路
実

現
を
見
通
し
た
授
業
を
す
べ
き
だ
っ
た
」
と
、

申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

教
壇
と
生
徒
と
の
間
に
溝
を
感
じ
る

　
２
校
目
の
赴
任
校
は
県
内
屈
指
の
進
学

校
、
大
分
舞
鶴
高
校
。
私
は
前
任
校
で
の
失

敗
を
踏
ま
え
、「
課
題
や
補
習
に
頼
ら
ず
、

授
業
だ
け
で
志
望
大
に
合
格
で
き
る
学
力
を

身
に
付
け
さ
せ
よ
う
」
と
意
気
込
み
ま
し
た
。

　
と
は
い
え
、
授
業
時
間
は
50
分
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。「
時
間
内
に
少
し
で
も
多
く
の
知

識
を
伝
え
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
ば
か
り
が

空
回
り
し
、
徐
々
に
、
じ
っ
く
り
時
間
を
掛

け
て
解
説
す
る
余
裕
を
な
く
し
て
い
き
ま
し

た
。
論
理
の
飛
躍
が
あ
っ
た
り
、
自
分
が
十

分
に
理
解
し
て
い
な
い
内
容
を
話
し
て
し
ま

っ
た
り
と
、
説
得
力
の
な
い
授
業
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
生
徒
た
ち
は
私

の
授
業
を
静
か
に
聞
い
て
く
れ
て
は
い
た
も

の
の
、
発
言
や
質
問
な
ど
授
業
へ
参
加
す
る

姿
勢
は
ほ
と
ん
ど
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
私
の
立
っ
て
い
る
教
壇
と
生
徒
た
ち
と
の

間
に
、
深
い
溝
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
毎
日

で
し
た
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、
黒
板
に

向
か
っ
て
話
を
す
る
よ
う
な
授
業
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。
生
徒
と
視
線
を
合
わ
せ
る
の

を
恐
れ
て
い
る
自
分
に
気
付
き
、
情
け
な
く

な
り
ま
し
た
。

大
分
県
立
大
分
舞
鶴
高
校

　

田
所
伸
先
生

歳
37

進
路
を
実
現
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
悔
し
さ
か
ら

「
授
業
で
勝
負
」に
挑
み
続
け
る

授
業
へ
の
自
信
を
失
い
、生
徒
の
顔
を
見
ら
れ
な
か
っ
た

代
教
師
の

失
敗
や
つ
ま
ず
き
を
転
機
に
、授
業
力
を
高
め
る
！

30
た
ど
こ
ろ
・
し
ん
　
◎
教
職
歴
９
年
。
同
校
に
赴
任
し
て

５
年
目
。
担
当
教
科
は
地
理
。
２
学
年
担
任
。

大
分
県
立
大
分
舞
鶴
高
校

　
◎
全
日
制
／
普
通
科
、
理
数

科
／
共
学
。
11
年
度
入
試
で
は
、
国
公
立
大
は
、
大
分
大
、

九
州
大
、
大
阪
大
、
名
古
屋
大
、
東
京
大
、
東
京
外
国
語

大
な
ど
に
計
２
４
３
人
が
合
格
。
私
立
大
は
、
立
命
館
大
、

慶
應
義
塾
大
、
早
稲
田
大
な
ど
に
延
べ
２
０
３
人
が
合
格
。

私
が
乗
り
越
え
て
き
た
も
の

ん
で
も

き
る
！

転
起
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生
徒
を
引
き
付
け
る
授
業
を
模
索

　「
進
学
校
の
生
徒
を
引
き
付
け
る
授
業
が

し
た
い
」。
そ
の
一
心
で
、
私
は
自
分
の
指

導
を
根
底
か
ら
見
直
し
ま
し
た
。
一
回
の
授

業
で
生
徒
の
関
心
を
高
め
ら
れ
る
、
精
選
さ

れ
た
論
理
的
な
解
説
を
目
指
し
た
の
で
す
。

授
業
内
容
を
精
査
す
る
視
点
を
得
る
た
め
、

セ
ン
タ
ー
試
験
や
難
関
大
の
過
去
問
題
を
分

析
。
20
年
分
以
上
も
の
問
題
を
解
い
た
の
は
、

教
師
に
な
っ
て
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
。
徹

夜
に
な
る
日
も
あ
り
ま
し
た
が
、
疲
れ
を
感

じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
徹
底
的
に
準

備
し
て
授
業
に
臨
ま
な
け
れ
ば
、
自
信
を
持

っ
て
授
業
が
出
来
な
い
」
と
必
死
で
し
た
。

　
や
が
て
、「
知
識
は
教
え
込
む
も
の
で
は

な
く
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
て
こ
そ
身
に
付
く

も
の
だ
」
と
実
感
し
た
私
は
、
一
方
的
な
解

説
を
減
ら
し
、
生
徒
と
対
話
す
る
時
間
を
多

く
設
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
進
学
校
の
生

徒
は
授
業
中
の
失
敗
を
恐
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
な
ら
ば
逆
に
失
敗
を
喚
起
し
よ
う
と
考

え
、
彼
ら
に
「
思
い
切
っ
て
失
敗
し
な
さ
い
」

と
伝
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
誤
答
を
恐
れ

な
い
雰
囲
気
づ
く
り
の
過
程
で
、「
ま
ず
は

私
が
間
違
い
を
演
じ
よ
う
」
と
考
え
ま
し
た
。

　
正
直
に
言
っ
て
、「
本
当
に
自
分
が
無
知

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
も
」
と
考
え
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、「
石
油
は

余
っ
て
い
る
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
使
お
う
」
と

言
う
と
、
生
徒
が
顔
を
上
げ
て
真
剣
に
考
え

た
の
で
す
。「
綿
密
な
授
業
準
備
と
生
徒
の

様
子
か
ら
学
ぶ
姿
勢
が
あ
れ
ば
、
授
業
は
改

善
で
き
る
」
と
、
手
応
え
を
感
じ
ま
し
た
。

生
徒
の
反
応
か
ら
学
ぶ

　
授
業
改
善
の
成
果
は
、
生
徒
の
表
情
や
様

子
か
ら
少
し
ず
つ
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
私
の
解
説
に
納
得
し
て
う
な
ず
く

生
徒
が
増
え
、
授
業
中
の
発
言
も
盛
ん
に
な

っ
た
の
で
す
。
初
め
は
私
の
質
問
に
対
す
る

答
え
だ
け
を
言
う
生
徒
が
目
立
ち
ま
し
た

が
、
今
で
は
多
く
の
生
徒
が
答
え
を
導
い
た

理
由
を
言
い
添
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
毎
年
３
年
生
の
最
後
の
授
業
で
、
１

年
間
の
授
業
の
感
想
を
生
徒
に
書
い
て
も
ら

っ
て
い
る
の
で
す
が
、
赴
任
４
年
目
の
２
０

１
０
年
度
は
、「
先
生
の
熱
意
が
伝
わ
っ
て

く
る
授
業
だ
っ
た
」「
毎
回
、
緊
張
感
を
持

っ
て
出
席
で
き
た
」
と
い
っ
た
声
を
た
く
さ

ん
も
ら
い
ま
し
た
。
学
力
の
向
上
も
見
ら
れ
、

最
近
よ
う
や
く
、「
課
題
や
補
習
に
頼
ら
な

く
て
も
生
徒
を
伸
ば
す
こ
と
が
出
来
る
」
と

思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現

状
に
満
足
し
て
い
て
は
教
師
と
し
て
成
長
で

き
ま
せ
ん
。
生
徒
の
た
め
に
何
が
出
来
る
か

を
考
え
よ
う
と
、
若
手
教
師
中
心
の
勉
強
会

「
M
E
S
（
＊
）」
を
作
り
、
授
業
ス
キ
ル
な

ど
の
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　
地
理
は
、
選
択
し
て
受
講
し
て
も
ら
う
科

目
で
す
。
地
理
を
選
ん
で
く
れ
た
生
徒
た
ち

に
、
地
理
と
い
う
科
目
な
ら
で
は
の
魅
力
を

も
っ
と
伝
え
た
い
。
受
験
に
対
応
で
き
る
学

力
を
確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
な
が
ら
、
地
理

を
得
意
と
す
る
生
徒
の
知
的
好
奇
心
に
も
応

え
ら
れ
る
授
業
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

＊「Maizuru Education Seminar」の略称

バックナンバーはBenesse 教育研究開発センターのウェブサイトでご覧いただけます。http://benesse.jp/berd/→HOME＞情報誌ライブラリ（高校向け）

地
理
の
魅
力
と
受
験
指
導
を
も
っ
と
融
合
さ
せ
た
い

そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
挑
み
続
け
る
目
標

地理では、データを読み取って論理
的に結論を導く力も求められます。

生徒の論理的思考力を育むために、授業で
どのような工夫をしていますか？

定期考査や実力考査では、必ず論述
問題を出しています。グラフや表か

ら気候や地形の特徴を読み取る問題や、指
定した言葉を使って解答する問題など、字
数や傾向を変えて１回の試験に複数出題し
ています。そのうち１題は難関国公立大個
別学力試験レベルで作問。地理が得意な生
徒の意欲を刺激しようという狙いです。
　また、アウトプットの練習として、授業
で生徒同士の討論の時間を設けることもあ
ります。「なぜモーリタニアでタコがたく
さん取れるのか」など、既習知識を組み合
わせることで結論を導けるようなテーマを
出題し、生徒は５人１組で話し合います。

知識を定着させるために、どのよう
な工夫をしていますか？

定期考査や実力考査では、答案返却
後１週間以内に、不正解だった問題は

もちろん、正解した問題も全て解き直しをさせて
います。機械的に解答欄を埋めるのではなく、
出題者の意図やメッセージも読み取れるように
なってほしいためです。
　解き直しの際は、正解が導かれる理由を考
えてノートにまとめ、提出させます。理由が分か
らない場合は、どこがどう分からないかを書くよう
指導しています。他の生徒の参考になりそうな
まとめや疑問点は、授業で紹介しています。

Q

Q&A

A

Q

A

◎更なる授業力の向上を目指す田所伸先生へ
メッセージをお願いします。同じ課題を抱えて
いる同世代の先生の共感の言葉、独自の授業
スタイルを確立された先輩からの応援やアドバ
イスなどを自由にお寄せください。編集部より、
田所先生へお届けします。

下記のe-mailアドレスに
メッセージを送信ください

view21_since-1975@mail.benesse.co.jp

メッセージを
お寄せください

　　　　　の

授業実践
田所先生
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