
定
義
さ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
授
業
は
、
教
師
に
よ
る
講

義
型
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
生
徒
は

先
生
の
話
を
聞
き
、
板
書
を
ノ
ー
ト
に
書

き
取
る
こ
と
が
中
心
で
、
テ
ス
ト
で
は
、

覚
え
た
知
識
を
い
か
に
速
く
、
正
確
に
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
出
来
る
か
が
重
視
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
し
た
知
識
・
技
能
の
習
得

だ
け
で
な
く
、
新
し
く
学
力
と
し
て
定
義

さ
れ
た
、
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
様
々

な
力
や
、
主
体
的
に
学
習
す
る
態
度
を
育

む
た
め
の
学
習
形
態
と
し
て
、
ア
ク
テ
ィ

ブ・ラ
ー
ニ
ン
グ
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
す
。

　

先
生
自
身
が
受
け
て
き
た
教
育
や
こ
れ

ま
で
行
っ
て
き
た
授
業
に
基
づ
い
た
学
力

観
か
ら
脱
却
す
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
学

習
者
が
能
動
的
に
取
り
組
む
学
習
形
態
の

こ
と
で
す
。
学
習
者
が
自
分
の
考
え
を
書

い
た
り
発
表
し
た
り
、
グ
ル
ー
プ
で
課
題

解
決
に
取
り
組
ん
だ
り
と
い
っ
た
活
動
が

主
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
活
動
が

重
視
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
に
通
用
す
る
新
し
い
学
力
の
育
成

が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
や
社
会
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報

化
が
加
速
度
的
に
進
み
、
変
化
が
激
し
く
、

予
測
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
学
力
の
定

義
は
、
時
代
や
社
会
に
応
じ
て
変
化
す
る

と
い
う
認
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
知
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
れ
ば
即
座
に
分
か
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、「
情
報
を
活
用
す
る
」
と
い
っ
た
力
が

よ
り
必
要
と
な
り
、
根
拠
に
基
づ
い
て
自

分
の
意
見
を
発
信
す
る
力
が
重
視
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
状
況
に

応
じ
て
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力

は
変
化
し
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
こ
で
誤
解
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い

の
は
、
一
斉
授
業
な
ど
に
よ
る
知
識
・
技

能
の
習
得
は
、
新
し
い
学
力
に
定
義
さ
れ

て
い
る
通
り
、
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
大

そ
う
し
た
社
会
を
生
き
て
い
く
力
を
子
ど

も
た
ち
に
育
む
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
教

育
活
動
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
が
議
論

さ
れ
、
様
々
な
実
践
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
、
２
０
０
７
年
、
学
校
教
育

法
が
一
部
改
正
さ
れ
、
学
力
の
重
要
な
要

素
と
し
て
次
の
３
つ
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

①
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能

②
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決

す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等

③
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

　

学
力
と
は
、
知
識
・
技
能
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
活
用
す
る
た
め
の
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
、
そ
し
て
学
習
を
自
ら
進

め
て
い
く
態
度
も
含
ま
れ
る
と
、
初
め
て

新
し
い
学
力
観
に
基
づ
い
た

指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る

生
徒
に
付
け
た
い
力
を
起
点
と
し
た
授
業
づ
く
り
へ
の
転
換
を
！

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
て
い
く
力
を
育
む

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
？

次
期
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
た
審
議
が
始
ま
っ
た
。
審
議
の
主
要
事
項
の
１
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
だ
。
現
行
課
程
で
も
、

知
識
・
技
能
の
活
用
を
図
る
活
動
や
言
語
活
動
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
方
向
性
が
推
し
進
め
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
何
か
。

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
の
委
員
を
務
め
る
、
横
浜
国
立
大
の
髙
木
展の

ぶ

郎お

教
授
に
話
を
聞
い
た
。
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切
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
習
得
し

た
も
の
を
自
分
で
考
え
て
捉
え
直
し
、
自

分
の
も
の
と
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
学

習
形
態
も
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
て

い
く
力
を
付
け
る
た
め
に
必
要
な
の
で
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
文
部

科
学
省
の
定
義
で
は
「
学
修
者
の
能
動
的

な
学
修
へ
の
参
加
を
取
り
入
れ
た
教
授
・

学
習
法
」と
さ
れ
て
い
ま
す（
図
１
）。私
は
、

そ
れ
に
「
双
方
向
性
」
を
加
え
、「
主
体
的
・

能
動
的
で
双
方
向
性
の
あ
る
、
自
律
的
か

つ
協
働
的
な
学
び
」
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

メ
タ
認
知
の
意
識
を
基
盤
と
し
た
主
体
的
・

自
律
的
な
学
習
で
あ
り
、
豊
か
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
媒
介
と
し
た
協
働

的
な
学
習
を
含
む
も
の
で
す
。

　

１
つ
め
の
要
素
は
、「
主
体
的
・
能
動
的
」

で
あ
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
英
語
の
授

業
で
、
生
徒
が
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
ス

キ
ッ
ト
を
言
い
合
う
だ
け
で
は
、
活
動
に

思
考
が
伴
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
活
動
が

盛
り
上
が
っ
た
と
し
て
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ス
キ
ッ

ト
を
活
用
し
て
自
分
で
考
え
た
英
文
を
言

い
合
う
活
動
に
し
て
こ
そ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
の
で
す
。

　

２
つ
め
の
要
素
は
、「
双
方
向
性
」
で
あ

る
こ
と
で
す
。
生
徒
は
必
要
性
を
感
じ
れ

ば
自
ら
学
び
に
向
か
い
ま
す
が
、
そ
の
必

要
性
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
に
は
、
他
者
と

の
か
か
わ
り
が
有
効
で
す
。
単
純
な
例
で

い
う
と
、
み
ん
な
で
徒
競
走
を
す
れ
ば
、

自
分
は
足
が
速
い
か
遅
い
か
が
明
白
に
な

り
ま
す
。も
し
遅
い
と
気
付
い
た
時
、「
も
っ

と
速
く
走
り
た
い
」「
こ
の
ま
ま
で
よ
い
」

と
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
っ

と
速
く
走
り
た
い
と
思
え
ば
、
そ
の
た
め

に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
工
夫
し
ま
す
。

他
者
と
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
タ

認
知
が
で
き
、
自
分
で
考
え
て
行
動
す
る

態
度
、
つ
ま
り
主
体
性
や
能
動
性
が
生
み

出
さ
れ
る
の
で
す
。

　

覚
え
る
こ
と
は
１
人
で
も
出
来
ま
す
。

し
か
し
、
自
分
の
思
い
や
能
力
に
気
付
き
、

自
分
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
、
相
対
化
す

る
他
者
が
い
な
け
れ
ば
出
来
ま
せ
ん
。
他

者
を
必
要
と
す
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
は
、
集
団
で
学
ぶ
学
校
で
こ
そ
す
べ

き
学
習
な
の
で
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
ど
の
よ

う
に
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
の
か
、
い
く
つ

か
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
も
強
調
し
て
お
き
た
い
の
が
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
決
ま
っ
た
型

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
様
々
な
手
法
（
Ｐ
．48
図

２
）
が
あ
り
ま
す
が
、「
こ
の
場
面
で
は
こ

う
い
う
手
法
が
よ
い
」
と
い
っ
た
型
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
全
て
の
授
業
で

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ

る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
に
付
け
た

い
力
を
明
確
に
し
、
そ
の
た
め
に
有
効
な

指
導
法
を
選
べ
ば
よ
い
の
で
す
。
例
え
ば
、

知
識
・
技
能
の
習
得
で
は
、
従
来
の
一
斉

授
業
が
効
果
的
な
場
合
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
そ
の
習
得
し
た
知
識
を
定
着
す
る

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者
の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。
学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、
社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成
を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等
が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディ
ベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニン
グの方法である。

＊中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～
生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」（2012年 8月）
の中の用語集より抜粋

文部科学省によるアクティブ・ラーニングの定義図１

横
浜
国
立
大
教
育
人
間
科

学
部
教
授
、
学
部
長
特
任
補

佐
（
教
職
大
学
院
担
当
）

髙
木
展
郎

た
か
ぎ
・
の
ぶ
お

兵
庫
教
育
大
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科

言
語
系
修
了
。
専
門
は
教
育
方
法
学
、

国
語
科
教
育
学
。
東
京
都
公
立
中
学
校

教
諭
、
神
奈
川
県
立
高
校
教
諭
、
筑
波

大
学
附
属
駒
場
中
学
・
高
校
教
諭
、
福

井
大
、
静
岡
大
を
経
て
現
職
。
近
著
に

『
変
わ
る
学
力
、
変
え
る
授
業
。
│
21
世

紀
を
生
き
抜
く
力
と
は
│
』（
三
省
堂
）。

他
者
が
い
る
か
ら
こ
そ
、

気
付
き
、
主
体
性
が
生
ま
れ
る

生
徒
に
付
け
た
い
力
の
た
め
に

有
効
な
指
導
法
を
選
ぶ
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た
め
に
、
１
人
で
黙
々
と
演
習
問
題
に
取

り
組
む
の
で
は
な
く
、「
ペ
ア
で
意
見
を
交

換
す
る
」「
生
徒
が
説
明
す
る
」
と
い
っ
た

活
動
が
有
効
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
普
段
の
指
導
と
何
ら
変

わ
り
が
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

確
か
に
そ
の
通
り
で
、
こ
れ
ま
で
は
無
意

識
に
行
っ
て
い
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
を
、
意
識
し
て
授
業
に
組
み
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
付
け
た
い
学
力
を
見
据
え

た
学
習
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
。
そ
れ
が
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
実
践
す
る

際
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
効
果
的

に
行
う
１
つ
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
必
然
性

の
あ
る
場
面
で
、
生
徒
が
考
え
た
く
な
る

問
い
を
設
定
す
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

２
人
で
相
談
し
な
が
ら
答
え
を
考
え
、
発

表
す
る
と
す
れ
ば
、
生
徒
は
活
動
に
参
加

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
更
に
、
答
え
が
複

数
あ
る
問
い
、
正
解
が
な
い
問
い
は
、
生

徒
か
ら
多
様
な
考
え
が
出
て
き
て
、
各
自

の
思
考
が
深
ま
り
ま
す
。

　

２
つ
め
に
、
１
人
で
考
え
る
場
を
設
け

る
こ
と
で
す
。
自
分
の
考
え
を
明
確
に
す

る
、
分
か
っ
た
こ
と
・
分
か
ら
な
い
こ
と

を
自
覚
し
た
上
で
他
者
と
交
流
す
る
こ
と

で
、
自
己
相
対
化
が
出
来
る
か
ら
で
す
。

　

そ
の
自
己
相
対
化
の
場
面
と
し
て
、
３

つ
め
に
挙
げ
た
い
の
が
振
り
返
り
で
す
。

授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
思
い
返
し
、
再
構

成
し
、
吟
味
し
、
自
分
の
中
で
意
味
付
け

を
す
る
こ
と
で
、
気
付
き
を
生
み
ま
す
。

例
え
ば
、
数
学
で
は
、
授
業
の
最
後
に
そ

の
時
間
に
学
ん
だ
公
式
な
ど
を
活
用
す
る

演
習
問
題
に
取
り
組
む
で
し
ょ
う
。
生
徒

は
授
業
を
思
い
返
し
な
が
ら
問
題
を
解
く

は
ず
で
す
。
つ
ま
ず
い
た
箇
所
が
あ
れ
ば
、

そ
こ
が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
自
覚
し
、

次
の
学
習
に
結
び
付
き
ま
す
。
同
様
に
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
も
、
他
人

の
意
見
を
聞
い
て
自
分
の
ど
こ
が
変
わ
っ

た
の
か
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
、
感
想
レ
ベ

ル
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
絶

え
ず
他
を
意
識
す
る
自
己
相
対
化
は
、
１

人
よ
が
り
に
な
ら
ず
、
社
会
性
を
身
に
付

け
る
た
め
に
も
重
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ペ
ア
・
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
で
、

成
績
下
位
層
を
ど
う
支
援
す
れ
ば
よ
い
の

か
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た

学
力
差
の
中
で
の
活
動
は
生
徒
に
と
っ
て

学
び
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
分
か
っ
て
い
る

生
徒
に
は
相
手
に
教
え
る
こ
と
で
自
分
の

理
解
を
深
め
る
機
会
と
な
り
、
分
か
ら
な

い
生
徒
に
は
教
師
と
は
違
う
視
点
で
の
説

アクティブ・ラーニングの充実に向けて図２

＊文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集【高等学校版】」のイメージ例を基
に編集部で作成

一斉授業だけでなく……

ペアで意見を交換するペアで意見を交換する

先生が説明するだけでなく……

考えを深める場面で

発表の場面で

付せんを使って話し合う付せんを使って話し合うホワイトボードを使って話し合うホワイトボードを使って話し合うホワイトボードを使って話し合う

ペアで意見を交換する

付せんを使って話し合う

製作物を使って発表する製作物を使って発表する立場を決めて討論する立場を決めて討論する立場を決めて討論する 製作物を使って発表する

生徒が説明する生徒が説明する生徒が説明する教
師
に
求
め
ら
れ
る
の
は

「
待
つ
」
姿
勢

自
己
相
対
化
に
必
要
な

１
人
で
考
え
る
場
と
振
り
返
り
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明
を
聞
く
機
会
と
な
り
ま
す
。
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
生
徒
が
自
分
で
考

え
判
断
し
た
こ
と
を
、生
徒
同
士
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
進
め
る
学

び
で
す
。
教
師
は
つ
い
口
を
出
し
た
く
な

り
ま
す
が
、そ
こ
は
我
慢
で
す
。私
も
大
学

の
授
業
で
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
を
す
る
際
、

最
後
の
ま
と
め
の
５
分
間
以
外
は
話
さ
な

い
こ
と
を
、
自
分
の
ル
ー
ル
に
し
て
い
ま

す
。教
師
は
そ
の
間
、活
動
の
様
子
を
見
取

り
、生
徒
個
々
の
定
着
度
を
つ
か
ん
で
、効

果
的
な
個
別
指
導
に
結
び
付
け
ま
し
ょ
う
。

　

も
う
１
つ
、
注
意
し
た
い
の
が
評
価
方

法
で
す
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

取
り
入
れ
た
の
に
、
評
価
は
従
来
通
り
の

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
み
で
は
、
生
徒
も
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
る
の
か

理
解
で
き
ま
せ
ん
。
新
た
に
導
入
さ
れ
た

観
点
別
評
価
の
「
意
欲
・
関
心
・
態
度
」「
思

考
・
判
断
・
表
現
」
と
い
う
項
目
を
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
し
っ
か
り

評
価
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
学
習
内
容

が
増
え
、
授
業
時
間
数
に
余
裕
が
な
い
の

が
課
題
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力

を
付
け
た
い
か
」
を
し
っ
か
り
考
え
て
単

元
計
画
を
練
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
単
元
計
画
を
生
徒
に
提
示
す

れ
ば
、
生
徒
も
見
通
し
を
持
っ
て
学
習
に
臨

め
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
そ
の
重
要
性

は
学
習
指
導
要
領
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

知
識
・
技
能
の
習
得
は
重
要
で
す
。た
だ
、

新
た
な
学
力
で
あ
る
「
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
」
を
付
け
る
こ
と
と
、「
主
体
的
に

学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
を
涵か
ん

養よ
う

す
る
こ

と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
科
書
の
順

番
ど
お
り
に
並
べ
た
教
育
課
程
で
は
な
く
、

自
校
の
生
徒
に
付
け
た
い
力
か
ら
考
え
た

教
育
課
程
を
立
て
、一
斉
学
習
と
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を

生
か
し
て
両
立
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
に
留
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い

の
は
、
教
育
課
程
の
立
案
に
学
校
全
体
で

取
り
組
む
こ
と
で
す
。
学
校
で
提
供
さ
れ

る
教
育
活
動
が
教
員
個
々
で
異
な
っ
て
し

ま
っ
て
は
、
生
徒
は
困
惑
し
て
し
ま
い
ま

す
。
次
期
学
習
指
導
要
領
の
検
討
事
項
に

は
、「
チ
ー
ム
学
校
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
学
校
が
組
織
全
体
と
し
て
学
校
力
を

高
め
て
い
く
た
め
の
学
校
運
営
の
あ
り
方
、

教
員
と
事
務
職
員
、
学
校
外
の
専
門
家
や

地
域
と
の
連
携
な
ど
が
検
討
課
題
で
す
。

つ
ま
り
、
学
校
全
体
と
し
て
の
教
育
活
動

が
ま
す
ま
す
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
高
校
の
学
習
内
容
は
専
門
性
が
高

く
、
授
業
は
個
々
の
先
生
に
任
せ
ら
れ
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
体
制
も

見
直
す
時
が
来
て
い
る
の
で
す
。

　

大
学
で
は
、
２
０
１
２
年
８
月
、
中
央

教
育
審
議
会
の
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た

め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て（
答

申
）」
に
お
い
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
既
に
国
公
私

立
を
問
わ
ず
、
授
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

き
て
い
ま
す
。
大
学
で
の
学
び
に
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、

大
学
入
試
も
そ
れ
ら
を
測
る
問
題
に
転
換

さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
学

の
動
き
を
受
け
て
、
高
校
で
も
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
徐
々
に
取
り
入
れ
ら

れ
始
め
て
い
ま
す
。
元
々
、
高
校
で
も
そ

の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す

か
ら
、
取
り
入
れ
る
き
っ
か
け
が
大
学
入

試
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
だ
け
を
意
識
し
た
活
動
で
は
、
い
ず

れ
形
骸
化
す
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ

ま
す
。
大
学
入
試
に
合
格
す
る
こ
と
や
就

職
す
る
こ
と
が
、
教
育
の
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
生
徒
が
そ
の
先
に
あ
る
人
生
を

た
く
ま
し
く
歩
ん
で
い
く
力
を
育
む
こ
と

が
教
育
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
、
今
一
度

思
い
返
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

学
校
の
主
語
は
「
生
徒
」
で
す
。
教
師

が
教
え
た
い
こ
と
を
伝
え
る
ば
か
り
で
は
、

生
徒
は
授
業
へ
の
意
欲
を
持
て
な
い
で

し
ょ
う
。「
生
徒
に
ど
ん
な
力
を
付
け
た
い

の
か
」
を
起
点
に
指
導
を
組
み
立
て
れ
ば
、

生
徒
が
必
然
性
を
持
っ
て
学
ぶ
空
間
が
出

来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

１
８
７
２
年
に
学
制
が
公
布
さ
れ
、
子

ど
も
が
学
校
で
学
ぶ
と
い
う
近
代
的
学
校

制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
約
70
年
後
、

１
９
４
５
年
に
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
り
、

現
代
に
至
る
ま
で
の
教
育
制
度
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
更
に
70
年
が
経
ち
、
学
校
教

育
は
再
び
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
科

学
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
文
明
は
転
換
期

を
迎
え
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
学

力
が
今
ま
で
と
異
な
る
の
は
自
然
な
流
れ

で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
教
育
も
変
わ
っ
て

い
く
べ
き
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

学
校
と
し
て
単
元
計
画
を
練
り

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
組
み
込
む

「
生
徒
」を
主
語
に

教
育
活
動
を
組
み
立
て
て
い
く
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