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六 

板
書
等
の
使
用
か
ら
み
た
日
米
授
業
文
化
比
較 

 

添
田 

晴
雄 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

平
成
二
〇
年
、
二
一
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
の

充
実
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
告
示
の
直
前
に
公
表
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
の

答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習

指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
も
、「
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充

実
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教
科
等
を
貫
く
重
要
な
改

善
の
視
点
で
あ
る
」(

1)

と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
重
点
的
な
取
り
組
み
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
国
語
科
で
は
、「
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
を
通
じ
て
、

言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、

実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能

力
を
身
に
付
け
る
こ
と
」(

2)

が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
活
動
の
充
実
は

国
語
科
に
お
け
る
学
習
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
各
教
科
で
は
、
国
語
科
で
培
っ

た
能
力
を
基
本
に
、
た
と
え
ば
、
算
数
・
数
学
、
理
科
等
で
は
、「
比
較
や
分
類
、

関
連
付
け
と
い
っ
た
考
え
る
た
め
の
技
法
、
帰
納
的
な
考
え
方
や
演
繹
的
な
考

え
方
な
ど
を
活
用
し
て
説
明
す
る
」
こ
と
、
家
庭
、
技
術
・
家
庭
、
特
別
活
動
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
で
は
、「
体
験
し
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
、

発
表
し
合
う
こ
と
」、
道
徳
、
特
別
活
動
等
で
は
、「
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り

意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
、
協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見

を
ま
と
め
た
り
す
る
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る(

3)

。 

 

こ
の
よ
う
な
学
習
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
に
は
、
文
字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま

で
、(

ⅰ)

江
戸
時
代
は
、
教
育
内
容
も
教
育
方
法
も
文
字
を
書
い
て
学
ぶ
教
育

文
化
で
あ
っ
た
こ
と
、(

ⅱ)

西
洋
で
は
音
声
中
心
の
教
育
方
法
が
発
達
し
た
こ

と
、(

ⅲ)

日
本
語
が
西
洋
の
言
語
と
比
較
し
て
文
字
依
存
性
が
強
い
こ
と
か
ら

日
本
の
教
育
文
化
も
文
字
に
深
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
、(

ⅳ)

明
治
初
期
に
日

本
は
音
声
中
心
の
西
洋
生
ま
れ
の
教
育
方
法
を
導
入
し
て
、
一
時
期
、
文
字
を

多
用
す
る
学
習
文
化
が
断
絶
し
た
こ
と
、(

ⅴ)

石
盤
の
日
本
的
な
利
用
に
よ
り

文
字
に
よ
る
学
習
文
化
が
復
活
し
た
こ
と
、(

ⅵ)

明
治
三
〇
年
代
に
紙
の
価
格

が
安
く
な
り
子
ど
も
用
の
帳
面
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
字
に
よ
る
学
習

文
化
が
継
続
し
た
こ
と
、（
ⅶ
）
試
験
制
度
か
ら
見
た
比
較
考
察
で
も
筆
記
試

験
と
い
う
文
字
に
よ
る
文
化
が
根
強
い
こ
と
、に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た(

4)

。

そ
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
文
字
を
介
在
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
学

習
場
面
や
教
育
場
面
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
「
深
層
構
造
」(

5)

は
、
電
子
黒
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板
や
パ
ソ
コ
ン
等
が
教
育
現
場
に
普
及
し
た
現
在
で
も
な
お
根
強
く
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
「
深
層
構
造
」
を
踏
ま
え
た
言
語
活
動
の
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

か
つ
て
明
治
初
期
に
日
本
の
教
育
現
場
が
体
験
し
た
混
乱
な
い
し
教
育
効
果
の

低
迷
を
回
避
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、本
稿
で
は
、日
米
の
数
学
の
授
業
に
お
け
る
黒
板
等
の
使
用
頻
度
、

音
声
言
語
の
使
用
頻
度
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
で
は
今
日
に
お

い
て
も
音
声
の
み
の
授
業
が
成
立
し
に
く
い
と
い
う
「
深
層
構
造
」
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 
 二

．
分
析
の
対
象 

  

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ

授
業
研
究
」（Pursuing Excellence: Initial Findings from the Third 

International Mathematics and Science Study

）
を
利
用
し
て
、
日
本

の
中
学
校
二
年
生
の
数
学
の
授
業
ふ
た
つ
と
ア
メ
リ
カ
の
第
八
年
生
の
数
学
の

授
業
ふ
た
つ
の
合
計
四
つ
の
授
業
を
試
行
的
に
分
析
し
た(

6)

。
こ
の
試
行
的

研
究
の
主
な
目
的
は
、
次
項
で
述
べ
る
分
析
尺
度
の
開
発
で
あ
っ
た
。
開
発
さ

れ
た
尺
度
そ
の
も
の
は
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
が
、
こ
の
試
行
的
研
究

だ
け
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
日
米
の
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
の

比
較
分
析
を
結
論
付
け
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由

は
、
こ
の
ビ
デ
オ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の
全
体
で

は
な
い
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
授
業
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
分
か
ら
五
〇

分
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
実
際
に
ビ
デ
オ
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
は
そ

れ
ぞ
れ
一
〇
分
強
で
あ
っ
た
。
約
四
分
の
一
で
あ
る
。
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
研
究
チ
ー

ム
は
、
授
業
の
構
造
を
効
率
よ
く
表
現
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
構
造
的

に
繰
り
返
し
に
な
る
部
分
や
、
生
徒
が
個
々
に
練
習
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る

場
面
な
ど
は
省
略
し
て
、
ビ
デ
オ
を
編
集
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
授

業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
子
を
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
教

育
文
化
の
比
較
分
析
を
す
る
た
め
に
は
、
実
際
の
授
業
の
一
時
間
、
一
時
間
を

通
し
て
撮
影
し
た
デ
ー
タ
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。 

 

そ
こ
で
今
回
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
学
校
の
協
力
を
得
て
全
授
業
を
ビ
デ
オ
撮

影
さ
せ
て
い
た
だ
き
分
析
を
行
う
こ
と
に
し
た(

7)

。 

 

ま
ず
、
日
本
の
学
校
と
し
て
、
大
阪
市
内
公
立
Ａ
中
学
校
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
平
成
二
一
年
二
月
一
九
日
に
、
二
年
生
の
二
ク
ラ
ス
の
数
学
の
授
業
を
撮

影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
両
ク
ラ
ス
と
も
同
一
の
中
堅
教
師
に
よ
る
担
当
で
、

内
容
は
二
ク
ラ
ス
と
も
、「
組
合
せ
を
使
っ
た
確
率
の
求
め
方
」
で
あ
っ
た
。
一

方
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校
は
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
モ
ン
ペ
リ
エ
に
あ
る
公
立
Ｍ
ミ

ド
ル
ス
ク
ー
ル
に
ご
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
平
成
二
一
年
一
月
一
六
日
と
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一
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
四
つ
の
数
学
の
授
業
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
四
つ
の
授
業
は
い
ず
れ
も
同
一
の
中
堅
教
師
に
よ
る
も
の
で
、
両
日
と
も

同
一
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
で
あ
っ
た
。
一
日
目
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る

授
業
は
い
ず
れ
も
、「
距
離
・
時
間
グ
ラ
フ
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え
る
」、
二

日
目
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
は
い
ず
れ
も
、「
比
例
、
反
比
例
、
指
数
の
グ

ラ
フ
の
ま
と
め
」
で
あ
っ
た
。 

 

教
科
と
し
て
数
学
を
選
ん
だ
理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
試
行
的
研
究

で
と
り
あ
げ
た
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ
授
業
研

究
」
が
数
学
の
授
業
を
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
初
め
て
実
際
の
授

業
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
条
件
を
試
行
的
研
究
に
近
づ
け
て
お
く
の
が
適

切
で
あ
る
と
考
え
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
数
学
が
他
の
教
科
と
比
較
し

て
、
日
本
語
、
英
語
と
い
っ
た
言
語
的
文
脈
に
よ
る
影
響
が
も
っ
と
も
少
な
い

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
言
語
的
な
影
響
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る

科
目
の
授
業
に
お
い
て
す
ら
も
、
日
米
間
の
分
析
結
果
に
差
異
が
生
じ
れ
ば
、

他
の
教
科
や
も
っ
と
も
言
語
的
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
国
語
（
ア
メ
リ
カ
の

場
合
は

English

）
の
授
業
の
場
合
は
も
っ
と
顕
著
な
差
異
が
出
る
と
推
察
さ

れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
察
の
段
階
で
あ
る
の
で
、
将
来
的
に

は
国
語
な
ど
、
数
学
以
外
の
授
業
に
お
い
て
も
比
較
分
析
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

分
析
の
対
象
と
す
る
学
年
と
し
て
中
学
二
年
生
（
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
第
八

学
年
）
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
や
は
り
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し

て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ
授
業
研
究
」
が
こ
の
学
年
を
対
象
に
し
て
資
料
を
提

供
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
学
校
を
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本

の
場
合
、三
年
生
は
高
校
受
験
の
影
響
に
よ
っ
て
授
業
が
変
則
的
に
な
っ
た
り
、

生
徒
が
過
敏
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
調
査
の
協
力
が

得
に
く
く
な
る
こ
と
が
経
験
上
考
え
ら
れ
る
し
、
一
年
生
の
場
合
は
と
く
に
一

学
期
は
ま
だ
中
学
校
そ
の
も
の
に
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

今
後
、
ビ
デ
オ
撮
影
を
伴
っ
た
授
業
研
究
を
す
る
と
し
て
も
、
は
や
り
中
学
校

二
年
生
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三
．
分
析
の
方
法 

  

授
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
析
に
関
す
る
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

（Ned A. Flanders

）
ら
が
、
一
九
七
〇
年
に
提
唱
し
た
Ｆ
Ｉ
Ａ
Ｃ
（Flanders 

Interaction 
Analysis 

Categories

）

(

8

)

以
来
の
相
互
作
用

（interaction

）
分
析
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

相
互
作
用
分
析
は
、
授
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
音
声
言

語
で
と
ら
え
ら
れ
る
側
面
、つ
ま
りverbal

な
側
面
の
分
析
に
限
ら
れ
て
い
た
。
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そ
し
て
、
教
師
が
板
書
を
し
た
り
、
生
徒
の
発
表
を
教
師
が
摘
書
（
板
書
）
し

た
り
す
る
行
為
は
、
分
析
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
口
頭

の
相
互
作
用
と
同
時
に
起
こ
る
も
の
、
な
い
し
は
、
口
頭
の
相
互
作
用
が
途
切

れ
た
時
に
起
こ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
沈
黙
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
識
さ

れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
音
声
言
語
が
中
心
で
あ
っ
た
授
業
文
化
の
文
脈
に

お
い
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
書
か
れ
た
記
号

お
よ
び
発
声
さ
れ
た
記
号
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

日
本
と
西
洋
の
授
業
文
化
の
差
異
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
際
、
こ
の
よ
う
な
音

声
言
語
に
偏
重
し
た
尺
度
を
用
い
て
も
有
効
な
結
果
が
得
ら
れ
な
い
。そ
こ
で
、

文
字
な
ど
の
書
か
れ
た
記
号
と
音
声
な
ど
の
発
声
さ
れ
た
記
号
の
両
方
を
分
析

で
き
る
よ
う
な
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
析
尺
度
の
開
発
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ

オ
授
業
研
究
」
を
利
用
し
て
、
板
書
等
の
文
字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
も
測
定
可
能
な
尺
度
を
試
行
的
に
開
発
し
た(

9)

。
本
稿
で
は
、
そ
の
尺
度

を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
録
画
さ
れ
て
い
る
授
業
映
像
を
再
生
し
、
時
間
カ
ウ
ン
タ

を
利
用
し
て
授
業
を
五
秒
ご
と
に
分
割
し
た
。
こ
の
五
秒
ご
と
の
時
間
区
分
に

行
わ
れ
て
い
る
教
師
や
生
徒
の
行
動
を
表
１
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い

て
分
析
し
た
。
な
お
、
五
秒
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
時
間
区
分 

       

の
こ
と
を
以
下
で
は
「
コ
マ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

こ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
コ
マ
に
対
し
て
、
次
の
「
視
点
」
を
用
い
て
分

析
を
行
っ
た
。 

①
教
師
が
音
声
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

②
教
師
が
文
字
な
ど
の
、
書
か
れ
た
記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

③
生
徒
が
音
声
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

④
生
徒
の
発
言
を
補
完
す
る
た
め
に
、
教
師
が
文
字
な
ど
の
書
か
れ
た

記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

⑤
生
徒
が
文
字
な
ど
の
、
書
か
れ
た
記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

 

そ
し
て
、
コ
ー
ド
化
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

字 字

分 秒 教 生

00 00
00 05
00 10
00 15
00 20
00 25
00 30
00 35
00 40
00 45
00 50
00 55
01 00
01 05
01 10
01 15
01 20

教 生

音 字 音

（以下続く） 

表１ 分析ワークシート（部分） 
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①
に
つ
い
て
は
、
教
師
が
何
か
を
話
し
て
い
れ
ば
図
１
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

「
教
・
音
」
欄
に
「
ｓ
」
と
書
き
込
ん
だ
。
そ
の
発
言
内
容
が
発
問
で
あ
れ
、

説
明
で
あ
れ
、
と
に
か
く
教
師
の
発
話
が
あ
れ
ば
、「
ｓ
」
と
み
な
し
た
。 

 

②
に
つ
い
て
は
、 
教
師
が
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
お
れ
ば
、「
教
・
字
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
ま
た
、
す
で

に
書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
、
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
、
ク
ラ
ス
全
体
に
指

し
示
し
た
場
合
は
、「
教
・
字
」
欄
に
「
ｒ
」
と
入
力
し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や

Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
用
い
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
器
具
を
使
っ
て
新
た
に
文
字
や
図

を
提
示
し
て
お
れ
ば
、「
ｗ
」、
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
、
指
さ

し
な
ど
で
参
照
し
て
い
る
場
合
は
、「
ｒ
」
と
し
た
。 

 

③
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
何
か
を
話
し
て
い
れ
ば
、「
生
・
音
」
欄
に
「
ｓ
」

と
記
述
し
た
。
①
に
準
じ
て
、
発
話
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
発
話
が
あ
れ
ば
す

べ
て
「
ｓ
」
と
し
た
。 

 

④
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
何
ら
か
の
発
話
を
し
て
い
る
際
、
そ
の
発
話
行
為

を
補
う
た
め
に
、
教
師
が
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
た
場
合
に
「
生
・
字

教
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
い
わ
ゆ
る
摘
書
と
呼
ば
れ
る
板
書
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
ま
た
、
同
じ
目
的
で
す
で
に
黒
板
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図

を
教
師
が
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
た
場
合
は
、「
ｒ
」
と
し
た
。
な
お
、
同
じ
目

的
で
教
師
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
用
い
た
場
合
は
②
に
準
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
ｗ
」「
ｒ
」
と
し
た
。 

 

⑤
に
つ
い
て
は
、
生
徒
自
身
が
、
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
た
場
合
に
、

「
生
・
字
生
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
書
か
れ
た
文
字

や
図
を
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
た
場
合
に
「
ｒ
」
と
し
た
。
な
お
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
利
用
し
た
場
合
は
②
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ｗ
」「
ｒ
」
と

し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
手
順
に
従
っ
て
、
上
記
①
～
⑤
の
「
視
点
」
を
用
い
て
、
授
業

ビ
デ
オ
を
時
間
区
分
（
五
秒
）
毎
に
分
析
し
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
間
区
分
（
五
秒
）
に
つ
い
て
、
そ
の
中
で
一
回
で
も
該
当
す
る
行
為
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
コ
ー
ド
化
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

コ
ー
ド
化
に
あ
た
っ
て
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
行
っ
た
。
ま
ず
、
①
の

「
視
点
」
で
、
五
秒
毎
に
区
切
ら
れ
た
場
面
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
コ
ー
ド

化
を
行
っ
た
。
次
に
再
び
ス
タ
ー
ト
時
点
に
戻
っ
て
、
同
じ
場
面
を
②
の
「
視

点
」
に
基
づ
い
て
コ
ー
ド
化
し
た
。
さ
ら
に
、
も
う
一
度
最
初
に
戻
っ
て
…
…

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
五
回
の
コ
ー
ド
化
を
行
っ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
り
、
た
と
え
ば
、
教
師
が
話
し
な
が
ら
板
書
を
す
る
と
い
っ
た
場
面
で
は
、

①
の
「
視
点
」
か
ら
も
②
の
「
視
点
」
か
ら
も
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
④
の
「
視
点
」
の
よ
う
に
、
そ
の
定
義
上
、
単
独
の
コ
ー
ド
化
が
あ
り

得
な
い
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
の
発
言
を
受
け
て
、
そ
れ
と
同
時
に
教
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師
が
板
書
（
摘
書
）
を
行
う
場
合
は
、
同
一
の
「
五
秒
」
間
に
対
し
て
③
の
「
視

点
」
と
④
の
「
視
点
」
の
両
方
か
ら
コ
ー
ド
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

四
．
分
析
の
結
果
と
考
察 

  

以
下
で
は
、
ふ
た
つ
の
日
本
の
授
業
を
そ
れ
ぞ
れ
、「
日
本
11
」「
日
本
12
」、

と
呼
び
、
ア
メ
リ
カ
の
一
日
目
の
授
業
を
「
米
国
11
」「
米
国
12
」、
二
日
目

の
授
業
を
「
米
国
13
」「
米
国
14
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の
総
コ
マ
数
を
分
母
に
し
、教
師
の
発
言
の
あ
っ
た
コ
マ
、

生
徒
の
発
言
の
あ
っ
た
コ
マ
の
数
を
分
子
に
し
て
、
教
師
発
話
率
と
生
徒
発
話 

率
を
計
算
し
た
結
果
が
表
２
で
あ

る
。 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の

生
徒
の
発
話
率
の
方
が
日
本
の
生

徒
の
発
話
率
よ
り
も
圧
倒
的
に
高

く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
教
師
の

発
話
率
を
比
較
す
る
と
、
日
本
の

教
師
の
方
が
ア
メ
リ
カ
の
教
師
よ

り
も
よ
く
発
言
し
て
い
る
こ
と
が 

わ
か
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、
音
声
に
よ
る
発
話
と
は

別
に
教
師
や
生
徒
が
文
字
等
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
れ
だ
け
行
っ

て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
音
声
に
よ
る
発
話
と
同
時
に
文
字
等
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
師
と
生
徒
の
相
互
作
用
分
析
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

行
わ
な
い
。 

 

図
１
は
、
全
コ
マ
の
中
で
、
す
な
わ
ち
授
業
時
間
中
で
、
教
師
が
ど
れ
だ
け

の
頻
度
で
板
書
等
を
使
っ
て
い
る
か
を
計
算
し
て
作
成
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

「
教
師
板
書
等
」
は
、
教
師
が
黒
板
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
文
字
や
記
号
や
図
を
書

い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
コ
マ
数
を
全
コ
マ
で
割
っ
た
割
合
を

示
し
て
い
る
。「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
は
、
黒
板
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
す
で
に

書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
教
師
が
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
ク
ラ
ス
全
体
に
指

し
示
し
て
い
る
コ
マ
数
を
全
コ
マ
で
割
っ
た
割
合
を
示
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
、「
教
師
板
書
等
」に
着
目
す
る
と
、日
本
の
教
師
の
率
は
、三
五
・
四
％
、

四
八
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
率
は
、
四
・
九
％
、
六
・

〇
％
、
七
・
二
％
、
一
三
・
四
％
と
、
日
本
の
教
師
の
率
の
方
が
圧
倒
的
に
高

く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
の
方
は
、
日
本
が
、
一
三
・

〇
％
、
一
二
・
六
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
米
国
12
」
が
一
四
・
三
％
と

日
本
の
数
値
よ
り
も
わ
ず
か
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
割
合
は
、 

教師
発話率

生徒
発話率

総
コマ数

日本１１ 68.0% 5.6% 537
日本１２ 71.0% 4.9% 451

米国１１ 42.5% 25.5% 652
米国１２ 51.5% 27.6% 652
米国１３ 47.1% 19.7% 711
米国１４ 57.5% 21.8% 650

表２ 教師・生徒の発話率 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 教師板書等指さし等

N=537

N=451

N=652

N=652

N=711

N=650

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 教師板書等指さし等

N=365

N=320

N=277

N=336

N=335

N=374

図１ 全コマ中に占める教師板書等の率・教師板書指さし等の率 

図２ 教師発話コマ中に占める教師板書等の率・教師板書指さし等の率 
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四
・
九
％
、
六
・
八
％
、
八
・
六
％
と
日
本
の
割
合
よ
り
も
や
や
低
く
な
っ

て
い
る
。
文
字
等
を
書
い
て
い
る
頻
度
と
文
字
等
を
指
さ
し
し
て
い
る
頻
度
を

合
計
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
の
教
師
が
お
お
よ
そ
五
〇
～
六
〇
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
割
合
一
〇
～
二
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
は

や
は
り
、
日
本
の
教
師
の
方
が
は
る
か
に
頻
繁
に
文
字
等
を
使
い
な
が
ら
授
業

を
展
開
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
教
師
が
実
際
に
声
を
出
し
て
い
る
瞬
間
に
、
同
時
に
文
字
等
が

ど
れ
ぐ
ら
い
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
グ
ラ
フ
が

図
２
で
あ
る
。
図
１
で
は
、
す
べ
て
の
コ
マ
を
対
象
と
し
て
分
析
し
た
が
、
図

２
で
は
、
ま
ず
、
教
師
が
音
声
で
な
ん
ら
か
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
コ
マ
だ
け

に
絞
り
込
み
、
そ
の
発
言
コ
マ
数
を
分
母
に
し
て
「
教
師
板
書
等
」「
教
師
板
書

等
指
さ
し
等
」
の
率
を
計
算
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
師
が
発
話
し
な
が
ら
文

字
等
を
書
い
て
い
る
率
お
よ
び
、
教
師
が
発
話
し
な
が
ら
文
字
等
を
指
さ
し
し

て
い
る
率
で
あ
る
。 

 

「
教
師
板
書
等
」
だ
け
を
見
て
み
る
と
、
日
本
の
教
師
の
率
が
三
五
・
六
％

と
四
一
・
九
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
率
が
一
一
・
二
％
、

一
一
・
三
％
、
一
一
・
六
％
、
二
二
・
五
％
と
、
日
本
の
教
師
の
割
合
が
二
倍

か
ら
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
の
率
で
は
、
日
本
が
一

九
・
二
％
、
一
七
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
一
一
・
六
％
、
二

七
・
七
％
、
一
三
・
七
％
、
一
五
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。「
米
国
12
」
の
率

が
日
米
を
通
し
て
一
番
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
で
は
日
本
の
割
合
が
少

し
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
。
文
字
等
を
書
く
率
と
文
字
等
を
指
さ
し
す
る
率
と

を
合
計
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
が
お
お
よ
そ
五
五
～
六
〇
％
で
あ
る
の

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
お
お
よ
そ
二
〇
～
四
〇
％
の
間
に
留
ま
っ
て
い
る
。
書

い
た
も
の
を
指
さ
し
す
る
率
で
は
日
米
間
で
あ
ま
り
差
が
な
い
も
の
の
、
話
し

な
が
ら
書
く
率
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
日
本
の
教
師
の
方
が
頻
度
が
か
な
り

高
い
と
言
え
る
。 

 

な
お
、
今
回
調
査
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
ア
メ
リ
カ
の
教
師
は
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
数
多
く
授
業
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ど
の
教
師
よ

り
も
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
多
用
し
、
か
つ
、
生
徒
た
ち
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
込
み
を

さ
せ
る
学
習
場
面
を
多
く
と
っ
て
い
た
。
実
は
、
同
じ
ミ
ド
ル
ス
ク
ー
ル
の
同

じ
第
八
学
年
で
は
、ふ
た
り
の
教
師
が
数
学
を
担
当
し
て
お
り
、ふ
た
り
は
別
々

の
ク
ラ
ス
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
教
え
て
い
た
。
も
う
ひ
と
り
の
教
師

が
行
う
授
業
に
つ
い
て
は
撮
影
許
可
が
取
得
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
授
業
の

見
学
だ
け
は
許
さ
れ
た
。
こ
の
教
師
は
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
授

業
中
、
教
師
も
生
徒
も
ほ
と
ん
ど
黒
板
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
。
授
業
の
多
く

の
場
面
が
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
分
析
の
対
象
と
し
た
授
業
の
方
は
ア
メ
リ
カ
の
中
で
も
比
較
的 
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文
字
を
多
用
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
授
業
で
あ
っ
て
も
、
な
お
、
日
本
の
教
師
の
授
業
と
比
べ
る
と
、
図

１
や
図
２
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
ま
だ
憶
測

の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
な
教
師
の
授
業
を
分
析
し
て
い
け
ば
、
図

１
や
図
２
で
見
ら
れ
た
差
異
は
も
っ
と
大
き
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。 

 

次
に
、
生
徒
が
何
ら
か
の
発
話
を
し
て
い
る
コ
マ
に
絞
り
込
ん
で
、
そ
の
コ

マ
の
五
秒
間
の
間
に
、
教
師
や
生
徒
が
文
字
等
を
黒
板
等
に
書
い
て
い
る
率
、

お
よ
び
、
教
師
や
生
徒
が
書
か
れ
た
文
字
等
を
指
さ
し
し
て
い
る
率
を
グ
ラ
フ

に
表
し
た
の
が
図
３
で
あ
る
。 

 

生
徒
が
発
話
し
な
が
ら
黒
板
等
に
文
字
を
書
い
て
い
る
率
は
グ
ラ
フ
で
は
横

縞
の
パ
タ
ン
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
本
11
」「
米
国
11
」「
米
国
12
」

の
三
ク
ラ
ス
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
・
三
％
、
四
・
二
％
、
一
・
七
％
と
な
っ
て

お
り
、
日
米
の
差
は
あ
る
と
は
言
い
に
く
い
。
ま
た
、「
米
国
11
」「
米
国
12
」

で
は
、
生
徒
が
発
話
し
な
が
ら
書
か
れ
た
文
字
等
を
指
し
示
し
て
い
る
率
が
そ

れ
ぞ
れ
一
九
・
九
％
、
一
五
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
米
国
13
」「
米

国
14
」
で
は
日
本
と
同
じ
く
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
日
米
で
差
が
あ
る

と
は
言
い
に
く
い
。 

 

一
方
、
生
徒
が
発
話
し
て
い
る
最
中
に
教
師
が
黒
板
等
に
書
き
込
み
を
す
る

図３ 生徒発話コマ中に占める教師・生徒板書等の率：教師・生徒指さし等の率 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 生徒板書等 教師板書等指さし等 生徒板書等指さし等

N=  30
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N=180

N=140

N=142
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率
は
、
日
米
で
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
フ
の
黒
塗
り

部
分
の
日
本
の
教
師
の
割
合
は
、
四
六
・
七
％
、
七
二
・
七
％
で
あ
る
の
に
対

し
、
ア
メ
リ
カ
の
割
合
は
、
ど
れ
も
一
〇
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
生
徒
が
発

言
す
る
内
容
を
教
師
が
拾
い
な
が
ら
黒
板
等
に
「
摘
書
」
す
る
場
面
が
非
常
に

多
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
生
徒
の
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

教
師
が
文
字
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
師
自
ら
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
ら
文
字
に
よ
っ
て
補
う
率
（
図
２
）
よ
り
も
、
高
く
な
っ
て

い
る
点
も
興
味
深
い
。
生
徒
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
心
も
と
な
い
と

思
っ
て
文
字
に
よ
っ
て
補
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
教
師
の
心
づ
か
い
が
感
じ
ら

れ
る
。 

 

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
子
ど
も
た
ち
は
文
字
そ
の

も
の
を
何
度
も
何
度
も
書
き
な
が
ら
覚
え
、
ま
た
、
農
業
や
商
業
で
必
要
な
知

識
や
人
名
や
地
名
な
ど
の
学
習
も
文
字
を
書
き
な
が
ら
覚
え
た
。
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
、
文
字
を
書
く
こ
と
は
学
習
内
容
の
中
心
で
も
あ
り
、
学
習
方
法
の

中
心
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
日
本
語
の
も
つ
文
字
依
存
性
の
強
さ
が
あ

る
。
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
文
字
を
介
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
教
育
文

化
の
深
層
構
造
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
深
層
構
造
は
、
江
戸
時

代
は
手
習
い
と
し
て
表
層
構
造
と
し
て
現
れ
た
。
ま
た
、
石
盤
が
西
洋
と
は
違 

っ
て
筆
算
の
道
具
と
し
て

よ
り
も
主
に
文
字
を
書
く

道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
こ

と
も
表
層
構
造
の
例
と
言

え
る
。
そ
し
て
教
育
・
学

習
場
面
で
文
字
を
介
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

必
要
と
さ
せ
る
深
層
構
造

は
、
現
在
に
お
い
て
も
存

在
し
、
そ
れ
が
数
学
の
授

業
に
お
け
る
黒
板
等
の
使

い
方
と
い
う
表
層
構
造
と

し
て
顕
在
化
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

五
．
お
わ
り
に 

  

図
４
は
、
イ
リ
ノ
イ
州

ア
ー
バ
ナ
市
で
発
行
さ
れ 

図４ 掲示板のように使われるアメリカの教室の黒板 

（出典：1997年9月2日付The Newsgazette 紙 ） 



―103― 

て
い
る
地
方
紙
に
記
載
さ
れ
た
一
コ
マ
漫
画
で
あ
る
。
ベ
テ
ラ
ン
と
称
さ
れ
て

い
る
教
師
が
、
黒
板
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
、「
九
月
～
一
〇
月
：
昨
年
学

習
し
た
が
夏
休
み
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
学
び
直
す 

 

一
一
月
～
四

月
：
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ 

 
 

五
月
：
学
年
末
試
験 

 

六
月
～
八
月
：
上

記
の
内
容
を
す
べ
て
忘
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
。「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
内
容
が
実
に
言
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

こ
の
教
師
の
黒
板
の
使
い
方
で
あ
る
。 

 

日
本
の
学
校
で
は
多
く
の
場
合
、
生
徒
は
自
分
の
所
属
す
る
学
級
専
用
の
教

室
で
ほ
と
ん
ど
の
教
科
を
学
習
す
る
。
そ
し
て
教
師
の
方
が
時
間
割
に
合
わ
せ

て
自
分
の
教
え
る
学
級
の
教
室
に
移
動
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
そ
れ
が

逆
で
、
教
師
の
教
え
る
教
室
が
固
定
さ
れ
て
い
て
、
教
師
は
、
毎
時
間
、
時
間

割
に
合
わ
せ
て
移
動
し
て
く
る
生
徒
を
待
ち
受
け
て
授
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
授
業
を
定
期
試
験
一
週
間
前

に
見
学
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ひ
と
り
の
教
師
は
、
一
時
間
目
の
最
初
に
黒
板

に
試
験
日
程
と
試
験
範
囲
の
板
書
を
書
い
た
が
、
授
業
中
、
そ
れ
を
消
す
こ
と

は
な
く
、
新
た
に
板
書
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
一
時
間
の
授
業
を
終
え
た
。
授
業

中
は
も
っ
ぱ
ら
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
数
時
間
後
に
そ
の
教
室
を
再
び
訪
れ
て
み
た
と
こ
ろ
、
文
字
は
ま
っ
た
く

一
時
間
目
の
ま
ま
に
残
っ
て
お
り
、
板
書
が
書
き
か
え
ら
れ
た
形
跡
は
い
っ
さ

い
な
か
っ
た
。
筆
者
が
二
度
目
に
訪
れ
る
ま
で
の
間
に
数
ク
ラ
ス
の
生
徒
を
相

手
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
教
師
は
一
日
中
、
板
書
の

内
容
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
声
言
語
を
使
い
な
が
ら
授
業
を
展
開

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
教
師
が
せ
わ
し
く
黒
板
に
文
字
を
書
い
て
は

黒
板
消
し
で
拭
い
、
そ
し
て
ま
た
文
字
を
書
き
続
け
な
が
ら
説
明
を
し
て
い
る

光
景
と
対
照
的
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
の
よ
う
に
、
黒
板
を
授
業
の
道
具

と
し
て
で
は
な
く
、
掲
示
板
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
教
師
が
い
る
の
で

あ
る
。 

 

図
４
の
一
コ
マ
漫
画
は
、
黒
板
を
掲
示
板
代
わ
り
に
使
っ
て
い
る
教
室
風
景

を
奇
し
く
も
活
写
し
て
い
る
と
言
え
る
。
優
秀
な
漫
画
家
、
そ
し
て
そ
れ
を
採

用
す
る
優
秀
な
編
集
者
な
ら
、
漫
画
の
一
番
お
か
し
い
と
こ
ろ
以
外
は
、
限
り

な
く
自
然
に
近
い
形
で
描
写
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
読
者
が
そ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
黒
板
の
使
い
方
に
違
和
感
を
覚
え
る
な
ら
、
黒
板
に
書
か

れ
て
い
る
内
容
の
お
か
し
さ
に
注
意
が
向
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
漫
画
が
漫
画
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
漫
画
に
描

か
れ
て
い
る
黒
板
の
使
い
方
は
、
一
般
の
読
者
が
学
校
時
代
に
よ
く
目
に
し
た

光
景
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
分
析
し
た
ア
メ
リ
カ
の
数
学
の
授
業
で
は
、
教
師
が
黒
板
等
を
使
う

頻
度
が
日
本
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
や
、
図
４
の
よ
う
な
黒
板
の
使
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い
方
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
音
声
言
語
だ
け
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立

し
や
す
く
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
音
声
言
語
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
深
層
構
造
が
反
映
さ
れ
た
表
層
構
造
で
あ
る
と
言
え
る
。 

   
 
 

注 

（
1
）
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特

別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」平
成
二
〇
年
一

月
一
七
日
、
五
三
頁
。 

（
2
）
同
右
書
、
七
四
頁
。 

（
3
）
同
右
書
、
五
三
～
五
四
頁
。 

（
4
）「
文
字
か
ら
見
た
学
習
文
化
の
比
較
」
お
よ
び
「
筆
記
具
の
変
遷
と
学

習
」（
石
附
実
編
著
『
近
代
日
本
の
学
校
文
化
誌
』
思
文
閣
出
版
、
一

一
五
～
一
四
七
頁
、
一
四
八
～
一
九
五
頁
、
一
九
九
二 

年
）、「
言
語

か
ら
見
た
中
国
・
日
本
・
西
欧
の
試
験
の
比
較
文
化
史
―
筆
記
試
験
と

口
述
試
験
」（
山
口
久
和
・
添
田
晴
雄
編
『
試
験
制
度
か
ら
見
た
教
育

文
化
と
知
識
人
社
会
』大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
、
四
九
～
六
二 

頁
、
二
〇
〇
七
年
）、
い
ず
れ
も
拙
稿
。 

（
5
）「
深
層
構
造
」
は
、
言
語
学
者
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
（Noam Chomsky, 

1928- )

がAspects of the theory of syntax,  M.I.T. Press, 

1965

（
安
井
稔
訳
『
文
法
理
論
の
諸
相
』
研
究
社
、
一
九
七
〇
年
）
の

中
で
変
形
生
成
文
法
の
説
明
を
す
る
際
に
用
い
た
概
念
で
あ
る
。当
時
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
意
味
解
釈
を
決
定
す
る
「
深
層
構
造
」（deep 

structure

）
と
音
声
解
釈
を
決
定
す
る
「
表
層
構
造
」
（surface 

structure

）
と
を
設
定
し
、
深
層
構
造
に
受
動
化
変
形
な
ど
の
変
形

規
則
に
基
づ
い
て
形
式
的
操
作
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
表
層
構
造
が
生
成
さ
れ
、そ
れ
が
音
声
へ
の
出
力
と
な
る
と
説
明
し
、

そ
の
論
証
を
試
み
た
。
そ
の
後
、
言
語
学
者
の
間
で
は
、
生
成
過
程
で

適
用
さ
れ
る
変
形
規
則
の
特
定
に
関
す
る
議
論
や
深
層
構
造
の
み
が

意
味
解
釈
を
決
定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
が
、

筆
者
は
、「
深
層
構
造
」「
表
層
構
造
」
と
い
う
概
念
の
み
を
教
育
文
化

研
究（
比
較
教
育
文
化
研
究
と
比
較
教
育
風
俗
研
究
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、「『
比
較
教
育
風
俗
』
再
考
」、
比
較
教
育
風
俗
研
究
会
『
研
究

談
叢
比
較
教
育
風
俗
』
第
一
〇
号
、
一
～
一
七
頁
、
平
成
一
九
（
二
〇

〇
七
）
年
五
月
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。）
に
借
用
し
て
い
る
。
な
お
、

教
育
文
化
の
解
明
に
お
い
て
「
深
層
構
造
」「
表
層
構
造
」
と
い
う
概

念
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
、次
の
よ
う
な
補
足
説
明
が
必
要
で
あ
ろ

う
。 
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ま
ず
「
深
層
」「
表
層
」
と
い
う
対
立
項
で
あ
る
が
、
よ
り
深
い
と
こ

ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
教
育
文
化
と
よ
り
表
面
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る

教
育
文
化
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
「
深
層
」
と
「
表

層
」
の
境
界
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る
の
は
よ

り
深
部
に
あ
る
も
の
を
「
深
層
」、
よ
り
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
「
表

層
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
深
層
」
の
教
育
文
化
は
普
遍
的
で
あ
り
、

時
代
の
変
化
の
影
響
を
受
け
に
く
い
。
言
語
に
お
い
て
、「
深
層
構
造
」

が
変
形
規
則
の
適
用
を
受
け
て
様
々
な
「
表
層
構
造
」
が
生
成
さ
れ
る

の
と
同
様
に
、「
深
層
」
に
あ
る
教
育
文
化
は
、
地
域
や
時
代
に
固
有

な
文
脈
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
「
表
層
」
の
教
育
文
化
と
し
て
顕
在
化

す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
表
層
」
の
教
育
文
化
は
地
域
に
よ
っ
て
多
種

多
様
と
な
る
。
ま
た
、
同
じ
地
域
の
教
育
文
化
で
あ
っ
て
も
時
代
の
変

遷
に
影
響
を
受
け
「
表
層
」
の
教
育
文
化
は
著
し
く
変
化
し
て
い
く
。 

 
 
 
 

次
に
、「
構
造
」
と
い
う
単
語
を
含
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
補
足
説

明
を
す
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
深
層
「
構
造
」
と
し
た
の
は
、
言
語
の

構
文
を
想
定
し
た
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
教
育
文
化
の
分
析

に
「
構
造
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
の
は
、
言
語
の
「
構
文
」
の
よ
う

な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、も
う
少
し
抽
象
的
な
概
念
を

想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
構
造
主
義
の
「
構
造
」
に
近
い
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（Claude Lévi-Strauss, 1908-2009

）
は

婚
姻
体
系
の
中
に
「
交
換
」
の
構
造
を
見
出
し
、
文
化
の
中
に
潜
在
し

て
い
る
既
定
条
件
を
明
ら
か
に
し
た
。こ
の
構
造
は
、当
事
者
で
さ
え
、

否
、当
事
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、そ
の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
が
、

現
実
と
し
て
、人
々
の
思
考
や
行
動
様
式
は
こ
の
構
造
の
支
配
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
に
見
え
な
い
、
隠
れ
た
論
理
を
発
見
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
よ
り
普
遍
的
な
事
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
構
造

主
義
で
あ
る
。 

 
 
 
 

一
方
、
筆
者
は
、「
モ
ノ
」
や
「
コ
ト
」
に
着
目
す
る
こ
と
と
、
比
較

の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
習
慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
に

よ
っ
て
隠
ぺ
い
さ
れ
た
教
育
文
化
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
習

慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
や
研
究
手
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
モ
ノ
』

『
コ
ト
』に
よ
る
比
較
教
育
史
の
可
能
性
―
学
習
具
の
歴
史
を
事
例
に

―
」、
教
育
史
学
会
五
〇
周
年
記
念
出
版
編
集
委
員
会
編
『
教
育
史
研

究
の
最
前
線
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
七
六
～
二
八
三
頁
、
平
成
一

九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
に
譲
る
が
、
重
要
な
影
響
力
を
持
ち
な
が
ら
も

当
事
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
日
常
化
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
教
育
文
化
が
「
構
造
」
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。 
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比
較
教
育
文
化
研
究
に
お
け
る
「
深
層
構
造
」
は
な
お
概
念
整
理
が

必
要
で
あ
る
が
、
現
在
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

１
．「
深
層
構
造
」
と
「
表
層
構
造
」
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。 

   
「
深
層
構
造
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
よ
り
範
囲
の

広
い
視
野
か
ら
捉
え
な
お
せ
ば
、
そ
れ
が
相
対
的
に
「
表
層

構
造
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
り
え
る
。 

２
．「
深
層
構
造
」
を
、
人
類
普
遍
な
い
し
は
複
数
文
化
共
通
の
構

造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
類
普
遍
な
い
し
は
複

数
文
化
共
通
の
深
層
構
造
が
存
在
し
、
そ
れ
が
具
体
的
な

個
々
の
文
化
の
文
脈
に
応
じ
て
固
有
の
表
層
構
造
と
し
て
現

れ
る
。 

３
．「
深
層
構
造
」
を
、
あ
る
国
の
教
育
文
化
固
有
の
不
変
の
構
造

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
独
自
の

深
層
構
造
や
ド
イ
ツ
独
自
の
深
層
構
造
が
あ
る
と
し
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
中
で
不
変
の
深
層
構
造
が
あ
る
と
想
定

で
き
る
。
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
、
あ
る
国
に
あ
る
教
育

文
化
の
深
層
構
造
は
不
変
で
あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
の
文
脈

に
よ
っ
て
そ
の
表
層
構
造
が
変
化
を
遂
げ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
本
科
研
の
計
画
調
書
で
使
っ
て
い
る
「
深
層
構
造
」

の
意
味
は
こ
れ
に
近
い
。 

４
．
右
記
で
は
、「
深
層
構
造
」
を
不
変
な
も
の
と
し
て
論
じ
て
い

る
が
、「
深
層
構
造
」
を
静
的
・
固
定
的
に
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
深
層
構
造
も
ゆ
る
や
か
に
変
化
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
表
層
構
造
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
時

代
の
変
化
に
つ
れ
て
、
深
層
構
造
も
ゆ
る
や
か
に
変
化
す
る
。

表
層
構
造
の
変
化
は
、
深
層
構
造
の
変
化
の
様
子
を
捕
捉
し

つ
つ
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

（
6
）
拙
稿
「
教
授
・
学
習
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
板
書
等
と
音
声
言
語
使
用
か

ら
み
た
授
業
文
化
比
較
の
試
み
―
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
日
米
数
学
授
業
ビ
デ

オ
を
手
が
か
り
に
―
」、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
人
文

研
究
』
第
五
五
巻
第
三
分
冊
、
八
九
～
一
一
一
頁
、
平
成
一
六(

二
〇

〇
四)

年
三
月
。  

（
7
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ビ
デ
オ
撮
影
に
つ
い
て
は
、
予
め
校
長
と
担
当
教

員
に
研
究
の
趣
旨
と
個
人
情
報
保
護
の
方
針
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

い
、
全
生
徒
の
保
護
者
の
了
承
を
得
た
。
日
本
の
学
校
に
つ
い
て
は
、

予
め
校
長
と
担
当
教
員
に
研
究
の
趣
旨
と
個
人
情
報
保
護
の
方
針
に

つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
。 

（
8
）Flanders, Ned A., Analyzing Teaching Behavior, 
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       Addison-Wesley Publishing Company, 1970. 
（
9
）
拙
稿
、
前
掲
書
。 
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