
●
私
の
授
業
実
践
-

教
育
現
場
の
最
前
線
か
ら

双

方

向

授

業
-

何
を
聞
き
、ど
う
進
め
る
か

仲

道

祐

樹

●
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
総
合
学
術
院
准
教
授

●
講
義
の
目
標
設
定

筆
者
は

、
大
学
で
刑

法
の
講

義

を
担
当
し

て

い
る
。
刑

法
を

含

む
法
律

学
を
通
し
て

学
生
に

身

に
つ
け
て

ほ
し

い
能
力

に
は
、

次

の
二

つ
が
あ
る
。
第

一
に
、

法
的

な
概
念

を
正

確
に
理

解
す

る
こ

と
、
第
二

に
、
法

的
な
も

の
の
考
え

方
を

身
に

つ
け

る
こ

と

が
こ
れ
で

あ
る
。

こ

の
ど
ち
ら

を
重
視
す

る
か

が
問
題
と
な
る
が
、
筆
者
は
、
後
者
の
法
的
思
考
能
力
を
重
視
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
法
律
学
を
学
ぶ
学
生
の
多
く
は
、
弁
護
士
な
ど
の
法
曹

で
は
な
く
、
会
社
員
や
公
務
員
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
法
的
素
養
と

し
て
求
め
ら
れ
る
の
が
、
関
係
法
令
や
内
規
を
用
い
て
問
題
を
解
決
す

る
能
力
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
筆
者
は
、
授
業
の
目
的
や
方
法
は
、「
大
学
・
学
部
の
育
て
た

い
人
材
像
」
と
連
動
す
る
と
考
え
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
は
そ
の
教
旨

に
「
学
問
の
活
用
」
を
掲
げ
て
お
り
、
早
稲
田
の
学
問
は
、
現
実
に
応

用
さ
れ
る
こ
と
で
完
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
所
属
機
関
と
の
関
係
で
も
、

法
の
使
い
方
（
法
的
思
考
）
を
重
視
す
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

●
目
標
達
成
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
-

双
方
向
授
業

目
標
達
成
の
た
め
に
、
筆
者
が
採
用
し
た
の
が
双
方
向
授
業
で
あ
る
。

ま

ず
、
ス
ラ
イ

ド
に
簡
単

な
事

例
を
示

す
（
X

が
、
殺
意
を

も
っ

て
A

に
ピ
ス
ト
ル

を
発
射
し

た
。

弾
丸

が
命
中
し
A

は
死
亡
し

た
）
。

次

に
、
少
し
ひ

ね
っ
た
事

例
を

示
す

。
例
え

ば
、
先

ほ
ど

の
事

例

で
、
A

が
死
亡
し

た
が
、
A

も
ま

た
X

を
殺
害
し
よ
う

と
し
て

い
た

の
で

あ
り

、
X

は
図

ら
ず
も
自

分

の
身
を
守

っ
た
、
と

い
う
よ
う

な

具
合
で

あ
る
。
事

例
を
ひ
ね

る
と

、

学
生
は
「
あ
れ
？
」
と
い
う
顔
を
し
始
め
る
の
で
、
そ
こ
で
今
回
の
テ

ー
マ
と
な
る
条
文
を
指
示
す
る
（
こ
こ
で
は
、
刑
法
三
六
条
一
項
の
正

当
防
衛
が
問
題
と
な
る
）。

手
元
に
は
条
文
が
あ
り
（
学
生
は
六
法
を
持
参
し
て
い
る
）
、
目
の

前
に
は
解
決
す
べ
き
事
案
が
あ
る
。
こ
れ
で
準
備
が
整
う
。
学
生
に
は

ま
ず
、
自
分
が
賛
同
す
る
結
論
に
挙
手
し
て
も
ら
う
。
穏
当
な
理
由
づ

け
に
な
り
そ
う
な
ほ
う
か
ら
学
生
を
当
て
、
そ
の
理
由
を
聞
い
て
い
く
。

そ
の
際
、
理
由
は
直
感
で
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
。
そ
う
す

る
と
、「
人
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
正
当
防
衛
と
は
言
え
な
い
」

と
い
っ
た
理
由
が
出
て
く
る
。
数
人
の
意
見
を
ま
と
め
、
今
度
は
無
罪

側
の
意
見
を
聞
く
。
無
罪
側
か
ら
は
、「
結
果
的
に
身
を
守
っ
た
の
だ

か
ら
、
正
当
防
衛
で
よ
い
」
と
い
っ
た
理
由
が
出
て
く
る
。
す
る
と
、



今
度
は
ボ
ー
ル
が
有
罪
側
に
返
っ
て
き
て
、
理
由
の
応
酬
が
成
立
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
①
条
文
を
使
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
解
釈
が

必
要
で
あ
り
、
複
数
の
解
釈
が
成
り
立
つ
場
合
に
は
、
理
由
づ
け
の
説

得
力
が
決
め
手
と
な
る
こ
と
を
理
解
し
、
②
説
得
力
の
あ
る
理
由
づ
け

と
は
何
か
を
議
論
を
通
じ
て
考
え
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

●
双
方
向
授
業
で
「
聞
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
」

双
方
向
授
業
を
行
う
際
に
心
が
け
て
い
る
の
は
、「
正
解
／
不
正
解

の
あ
る
問
い
は
聞
か
な
い
」「
理
由
づ
け
だ
け
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
正
解
／
不
正
解
の
あ
る
問
い
」
を
発
す
る
と
き
、
教
員
側

は
非
常
に
簡
単
な
問
題
を
出
す
（
例
：
日
本
の
中
央
銀
行
は
？
）。
多

く
の
場
合
、
そ
れ
は
授
業
の
マ
ク
ラ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
学
生
が
答
え

て
く
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
次
の
話
題
に
進
も
う
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
学
生
側
か
ら
見
た
ら
、
相
当
に
分
の
悪
い
ゲ
ー
ム

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
問
題
は
正
解
で
き
て
当
然
、
間
違
え
た
ら

恥
ず
か
し
い
と
い
う
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン
の
代
物
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
挙
手
を
し
て
積
極
的
に
答
え
る
学
生
は
普
通
は
い
な
い

し
、
発
言
し
た
の
に
間
違
え
た
学
生
は
自
信
を
な
く
し
て
し
ま
う
。

逆
に
、
理
由
づ
け
に
は
「
正
解
／
不
正
解
」
は
な
い
。
理
由
づ
け
の

善
し
悪
し
は
あ
る
が
、
法
律
学
は
通
常
、
大
学
に
入
っ
て
初
め
て
学
ぶ

分
野
で
あ
る
か
ら
、
最
初
は
全
員
、
法
的
な
理
由
づ
け
が
下
手
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
理
由
づ
け
は
直
感
で
も
い
い
と
担
保
で
き
る
し
、
巧
拙

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
づ
け
が
飛
び
か
う
中
で
、
い
い
理
由
づ
け
の
方
法
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

●
こ
の
ス

タ
イ
ル
の
課
題

も

っ
と

も
、
こ

の
方
法

に
も
課
題

が
あ
る
。
そ

れ
は
、
発
言
し

た
こ

と
に
よ

っ
て
満
足
し

、
自
説

に
固
執
す

る
学
生
の
存

在
で
あ

る
。
こ

の

種

の
学
生
は
、
発
言

回
数
は
多

い
も
の

の
、
試
験

の
点

数
は
芳
し

く
な

い
。
法

的
思
考

の
形

式

が
身

に
つ

い
て

お
ら
ず
、
異

な
る
解
釈

の
可

能

性
を
考

慮
し
な

い
、
独
り
よ

が
り
の
答
案

に
な

っ
て

い
る

の
で

あ
る
。

筆
者

は
学
生
間

の
議
論
を
重

視
し
て
き

た
が
、
そ

の
中
で
、
反

対
側

の
意
見

に
納
得
せ

ず
、
自
説

が
正

し

い
と

確
信

（
強
く

誤
解
）
し

て
し

ま
う
学

生
を
生
ん
で

い

る
の
だ

と
思
わ

れ
る
。
さ
ら

に
勉
強
す

れ
ば
自

説
の
欠
点

に
も
気

づ
く
の
だ

が
、
す
で

に
当

該
学
生

に
は
そ

の
イ

ン
セ

ン
テ
ィ

ブ
が
失
わ

れ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
自

分
は
正
し

い
の
だ

か
ら
。

ど
う
し

た
も

の
か
と
考
え
て

い
た
と
こ

ろ
、
あ

る
刑

事
法
学
者

が
書

か
れ

た
次

の
文
章

が
目

に
留
ま

っ
た

。
「
私

の
理

解
す

る
ソ

ク
ラ

テ
ィ

ッ
ク
・

メ
ソ
ッ
ド
と

は
…
…

『
受

講
生
を

説
得

す

る
』

教
授
手
法

と

い

う
も

の
で

あ
る
。

…
…
こ
の
理

解
は
、
直
接

、
ソ

ク
ラ
テ
ス

の
対

話
手

法

か
ら

来
て

い
る
。

…
…
疑
問
を

提
起
し

た
弟
子
を

説
得
し
、
最

後
に

『
師

の
言

わ
れ

る
通
り

で
す
』
と

言
わ
せ

る
の
で
あ

る
」（
田

口
守

一
『
刑

事
法
学
点

描
』
2
2
ペ
ー
ジ
）
と

い
う
の

が
こ

れ
で
あ

る
。

こ
れ
ま

で
筆
者
は

、
可

能
な

か
ぎ
り
、

学
生

に
達
成

感
を
与
え

よ
う

と
し
て
き

た
。
し

か
し

、
そ
れ

が
前
述
の
学
生

を
生
み
出

す
原
因
と

な

っ
て

い
る
の
も
事
実

で
あ

る
。

学
生
に
イ
ン

セ
ン
テ
ィ

ブ
を
与
え

る
た

め
に
は

、
学
生

の
「
自

説
」
を

論
破
し
、

適
度
な
不
足

感
を
与
え

る
こ

と
が
必
要

と
な

る
。

今
後
は
、

そ
の
方
法
を
探

る
こ
と

が
課
題
で

あ
る
。




