
理
数
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

-
回
答
者
一

E
F
-

小
学
校
で
理
教
教
育
を
充

実
さ
せ
る
に
は
、
理
科
専
科

配
置
や
中
学
校
と
の
連
携
も

考
慮
す
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。
そ
の
一
方
で
、
全
教
師
の
理
科
的
視
点

の
醸
成
な
く
し
て
は
本
当
の
意
味
の
理
数
教

育
の
充
実
は
難
し
い
よ
う
な
気
も
し
て
い
ま

す
が
、
よ
い
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
(
東

北
地
方
・
山
千
校
長
ほ
か
)

小
さ
な
自
治
体
で
も
退
職
校
長
等
の

理
科
専
門
家
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
も

難
し
く
は
な
い

理
数
教
育
の
充
実
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
算
数
・

数
学
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
で
研
究
・
研
修
の
テ

ー
マ
に
取
り
上
げ
る
学
校
が
多
い
た
め
、
あ
え
て
、

こ
こ
で
は
理
科
教
育
に
絞
っ
て
話
を
進
め
ま
す
。

ま
ず
、
理
科
専
科
教
諭
の
配
置
で
す
が
、
(
白

治
体
や
学
校
規
模
等
の
事
情
に
よ
っ
て
状
況
は
異

な
る
が
)
今
後
の
理
科
教
育
の
充
実
を
考
え
る
な

ら
ば
、
検
討
の
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
理
科
で
は
実
験
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
十
分
な

予
備
実
験
を
し
な
け
れ
ば
、
授
業
で
な
か
な
か
期

待
す
る
よ
う
な
実
験
が
で
き
な
い
な
ど
、
教
材
研

究
に
多
く
の
時
間
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
す
。

た
だ
し
、
専
科
の
授
業
が
成
立
す
る
に
は
、
各

学
級
の
経
営
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
条
件

が
あ
り
、
た
だ
配
置
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
は
た
し
て
専
科
が
成

立
す
る
か
ど
っ
か
を
見
極
め
る
経
営
判
断
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
専
科
の
配
置
を
決
め

た
場
合
で
も
、
次
期
学
習
指
導
要
領
で
望
ま
れ
て

い
る
「
言
語
活
動
の
充
実
」
や
「
思
考
力
・
判
断

力
・
表
現
力
の
育
成
」
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
理
科
専
科
だ
け
に
任
せ
き
っ
て
し
ま
う
と
、

少
々
問
題
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
実
験
デ
l
タ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
る
か
を
問
う
場
合
、
言
語
的
な
視
点
か
ら
、

仮
説
や
予
想
を
前
提
に
し
て
話
す
こ
と
が
必
要
に

な
る
の
で
す
が
、
専
科
は
専
門
家
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
あ
え
て
そ
れ
ら
を
確

認
す
る
よ
う
な
間
い
方
を
し
な
い
場
合
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
他
教
科
の
関
連

に
し
て
も
、
他
の
教
科
の
学
習
内
容
や
進
度
が
分

か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
考
慮
し
た
学
習
を
進

め
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
実
際
に
専
科
の
い
る
学
校
で
長
く
過

ご
し
た
教
師
が
、
専
科
の
い
な
い
学
校
に
異
動
し

て
、
理
科
の
指
導
に
苦
慮
す
る
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
種
々
の
問
題
を
考
慮
す
る
と
、
人
的

余
裕
が
あ
り
、
理
科
専
科
を
配
置
で
き
る
と
し
て

も
、
授
業
を
完
全
に
専
科
に
任
せ
き
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
担
任
と
専
科
で
T
Tを
実
践
す
る

の
が
最
も
よ
い
方
法
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の

場
合
、
ど
ち
ら
が
T
1
、
T
2
に
な
る
か
と
い
う

の
は
決
め
込
む
必
要
は
な
く
、
学
習
内
容
に
よ
っ

て
交
代
し
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
て
、
実
験
の
準
備
等
の
時
間
的
余
裕
の

必
要
な
部
分
は
専
科
に
任
せ
な
が
ら
も
、
担
任
も

一
緒
に
教
材
研
究
を
し
な
が
ら
授
業
に
取
り
組
ん

で
い
け
ば
、
自
然
に
各
担
任
の
理
科
的
な
視
野
も

広
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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一
番
重
要
な
の
は
、
学
校
長
の

明
確
な
意
図
と
意
欲

「
理
数
教
育
の
充
実
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
子

ど
も
の
中
1
ギ
ャ
ッ
プ
の
解
消
と
い
う
視
点
か
ら
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考
え
て
み
て
も
、
地
元
中
学
校
と
の
連
携
を
図
る

こ
と
も
よ
い
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
当
然
、
中
1

ギ
ャ
ッ
プ
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
他
の
全
教
科

を
通
し
た
連
携
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す

が
、
特
に
理
科
の
場
合
、
先
の
実
験
等
の
問
題
も

含
め
、
技
術
的
な
課
題
も
伴
う
た
め
、
よ
り
必
要

性
が
増
し
て
く
る
の
で
す
。

ま
た
、
専
門
の
機
関
に
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と

も
ひ
と
つ
の
方
法
で
す
。
科
学
技
術
館
等
を
は
じ

め
と
す
る
専
門
機
関
は
全
国
に
あ
り
ま
す
し
、
も

し
近
く
に
な
け
れ
ば
、
近
隣
大
学
と
の
連
携
を
図

る
の
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
は
理
科
エ
キ
ス
パ
ー
ト
配
置
事
業
と
し
て
予

算
措
置
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
地
方
の

小
さ
な
自
治
体
で
も
退
職
校
長
等
の
理
科
専
門
家

の
支
援
を
受
け
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
く

な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
制
度
も
積
極

的
に
活
用
す
れ
ば
、
日
々
の
授
業
の
充
実
だ
け
で

な
く
研
修
の
充
実
も
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
一
番
重
要
な
の
は
、
学
校
長
が
明
確
な

意
図
と
意
欲
を
持
っ
て
、
そ
う
し
た
専
門
施
設
と

連
携
を
と
っ
た
り
、
専
門
人
材
を
派
遣
し
て
も
ら

っ
た
り
す
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
理
科

教
育
の
充
実
」
に
向
け
て
、
学
校
長
の
経
営
手
腕

が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
理
科
専
科
や
専
門
施
設
、
あ
る
い
は

理
科
エ
キ
ス
パ
ー
ト
等
の
支
援
人
材
に
任
せ
っ
き

り
に
し
た
の
で
は
、
本
質
的
な
意
味
で
の
「
理
数

教
育
の
充
実
」
を
図
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
自

然
に
親
し
み
」
「
自
然
の
事
物
・
現
象
に
つ
い
て
の

実
感
を
伴
っ
た
理
解
を
図
り
」
と
、
小
学
校
学
習
指

導
要
領
案
の
理
科
の
目
標
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
日
々
の
学
校
生
活
の
中
で
の
、
細
か
な
こ
と

を
き
っ
か
け
に
し
て
自
然
現
象
等
に
対
す
る
実
感

を
伴
っ
た
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

質
問
者
の
先
生
も
話
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す

が
、
例
え
ば
、
掃
除
の
時
間
に
草
取
り
を
し
て
い

る
時
、
引
き
抜
い
た
草
の
根
の
生
え
方
の
違
い
に

気
付
い
て
疑
問
を
持
つ
な
ど
、
多
様
な
機
会
を
捉

え
て
、
子
ど
も
の
問
題
意
識
を
引
き
出
し
、
学
習

の
機
会
へ
と
つ
な
げ
て
「
実
感
を
伴
っ
た
理
解
」

を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
理

科
の
得
手
不
得
手
は
関
係
な
く
、
学
校
全
体
で
理

科
の
研
修
に
取
り
組
み
、
ま
ず
教
師
が
そ
う
し
た

目
を
養
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
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理
科
・
算
数
の
時
間
数
は

増
え
ま
し
た
が
、
内
容
量
も

増
え
て
お
り
、
時
間
内
で
の

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

育
成
等
の
た
め
の
時
聞
を
と
る
の
は
難
し
く

思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
指

導
の
改
善
点
や
研
修
の
あ
り
方
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。
(
四
国
地
方
・
公
子
校
長
ほ
か
)

学
習
内
容
量
が
増
え
た
と
言
っ
て
も
、
時
間
数

と
内
容
量
の
比
較
で
言
え
ば
、
内
容
の
増
加
が
時

数
の
増
加
の

8
1
9割
程
度
に
な
り
、
授
業
は
や

り
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
余
裕

が
生
じ
た
時
間
を
使
っ
て
、
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
育
成
や
言
語
活
動
の
充
実
、
他
教
科
と
の

関
連
的
な
学
習
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。

私
が
こ
れ
か
ら
の
理
科
教
育
を
進
め
る
上
で
、

考
え
て
お
い
て
ほ
し
い
と
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
は
3

点
あ
り
ま
す
。

ま
ず
第
1
点
に
、
目
標
に
定
め
ら
れ
た
「
問
題

解
決
の
能
力
」
の
育
成
を
考
え
た
場
合
に
は
、
誰

が
問
題
を
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

子
ど
も
た
ち
自
身
が
問
題
を
発
見
で

き
る
よ
う
な
技
法
を
考
え
る
必
要
が
あ

る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
ほ
と
ん
ど
の
授
業
で
は
、
教
師
が
発
問

を
し
て
、
そ
の
答
え
を
子
ど
も
た
ち
が
探
す
と
い

う
形
式
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
本

当
の
意
昧
で
の
問
題
解
決
能
力
を
考
え
て
い
く
に

は
、
自
ら
が
問
題
を
発
見
で
き
る
よ
う
な
技
法
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も

た
ち
が
問
題
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
遠
い
に
気
付
く
力
」
を
育
む
こ

と
、
こ
れ
で
す
。

例
え
ば
、

(
Q
U
の
雑
草
の
根
の
違
い
の
話
も

そ
う
で
す
が
)
咲
い
て
い
る
ア
サ
ガ
オ
と
枯
れ
た

ア
サ
ガ
オ
と
を
同
時
に
出
し
て
見
せ
て
、
「
何
が

違
う
」
と
聞
い
て
み
る
の
で
す
。
す
る
と
「
枯
れ

て
い
る
の
と
枯
れ
て
い
な
い
の
」
と
い
う
答
え
が

返
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
そ
こ
か
ら
「
な

ぜ
こ
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て

く
る
は
ず
で
す
。

あ
る
い
は
、
情
報
の
選
択
や
分
析
と
い
う
視
点

で
言
え
ば
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
の
年
間
降
雨

量
の
グ
ラ
フ
を
示
し
て
み
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
「
ど
こ
が
遣
う
」
と
聞
き
、

そ
の
遣
い
か
ら
「
な
ぜ
こ
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と

疑
問
が
生
じ
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
問
題
提
起
の
仕
方
を
工
夫
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

第
2
点
に
、
発
問
や
指
示
の
言
葉
を
吟
味
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
理
科
の
授
業
の
時
に
「
よ
く
考
え
て

ご
ら
ん
」
と
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
う
教
師
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
漠
然
と
考
え
て
み
て

と
言
わ
れ
で
も
子
ど
も
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
時
に
、
「
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
、
似
た

よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
な
」
と
聞
い
て
み
る
の
で

す
。
そ
う
す
れ
ば
、
過
去
の
経
験
か
ら
記
憶
を
引

き
出
し
て
気
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
、
「
実
感
を

伴
っ
た
理
解
」
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
吟
昧
を
し
直
す
べ
き
発
問
の
言

葉
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
3
点
に
、
考
察
を
進
め
る
と
き
、
は
た
し
て

仮
説
を
前
提
に
考
察
す
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
の
実
験
を
す
る
に
し
て
も
、
あ
る
疑
問

か
ら
出
発
し
、
ひ
と
つ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
推
論

し
、
予
測
し
た
も
の
を
実
証
す
る
た
め
に
実
験
を

す
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、
植
物
の
茎
や
葉
と
、
根
の
関
係
は
こ

う
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
実

例
に
基
づ
い
て
仮
説
を
立
て
る
。
そ
れ
が
は
た
し



特集「新学習指導要領J~~1J{聞きたい⑧

て
正
し
い
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
他
の
種
類
の

草
を
採
取
し
て
検
証
し
て
い
く
。

そ
の
結
果
と
し
て
複
数
の
例
が
、
そ
の
仮
説
に

合
致
し
て
い
れ
ば
、
「
A
草
と
B
草
の
遠
い
か
ら
、

根
が
こ
う
い
う
草
は
こ
う
だ
と
考
え
・
・
・
実
際
に
調

べ
て
み
る
と
C
草
は
こ
う
で

D
草
は
・
:
だ
か
ら

・
:
」
と
い
う
よ
う
に
仮
説
に
基
づ
き
な
が
ら
考
察

し
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
は
、
中
学
校
で
化
学
実
験
を
す
る
場
合
で

も
同
様
で
す
。
あ
る
仮
説
に
基
づ
い
て
銅
の
酸
化

実
験
を
し
た
と
し
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
当
初
推
論

し
た
通
り
に
な
っ
た
。
そ
の
仮
説
が
正
し
い
と
言

う
た
め
に
は
、
は
た
し
て
そ
の
銅
の
実
験
だ
け
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
金
属
で
は
ど
う
だ
ろ
う

か
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
仮
説
を
も
と
に
考
察
、
整
理
さ

せ
て
い
く
よ
う
な
教
育
技
術
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
あ
る
場
面
で
の
モ
デ
ル
パ
タ
ー
ン

が
あ
る
と
、
そ
れ
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

「
問
題
解
決
の
能
力
を
支
え
る
話
型
」

こ
れ
ま
で
に
示
し
た
、
こ
れ
か
ら
の
理
科
教
育

の
課
題
や
、
言
語
活
動
と
の
連
携
と
い
う
視
点
か

ら
見
て
、
非
常
に
よ
い
例
と
な
る
の
が
、
私
も
研

究
に
関
わ
っ
て
き
た
、
東
京
都
千
代
田
区
立
九
段

小
学
校
の
実
践
で
す
。

同
校
で
は
、
地
域
の
専
門
機
関
多
数
と
の
連
携

や
専
科
教
員
と
担
任
と
の

T
T
を
進
め
な
が
ら
、

「
問
題
解
決
の
能
力
を
支
え
る
話
型
」
の
実
践
研

究
を
進
め
て
い
ま
す
(
資
料
参
照
)
。

同
校
で
は
、
問
題
を
つ
く
る
場
面
、
予
想
を
立

て
る
場
面
、
解
決
の
方
法
を
計

画
す
る
場
面
等
、
各
過
程
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た
話

型
に
沿
っ
て
発
問
・
指
示
を
し

て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
進
め

る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
次

第
に
根
拠
を
明
確
に
示
し
な
が

ら
話
す
こ
と
に
も
慣
れ
て
い
く

た
め
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」

と
い
う
点
か
ら
も
、
「
尽
主
勺
力
・

判
断
力
・
表
現
力
」
の
育
成
と

い
う
点
か
ら
も
、
非
常
に
効
果

の
あ
る
学
習
活
動
に
な
っ
て
お

り
、
結
果
と
し
て
問
題
解
決
能

力
が
育
成
さ
れ
て
い
る
の
で

す。
こ
う
し
た
定
型
の
話
型
を
使

っ
た
学
習
は
、
今
後
、
増
加
し

資料

問題解決の能力を支える話型

児3量が問題解決のi畠緩に沿って学習を進めていくためには‘教師が適切な発問・指示などをして

いくことが有効な手だてであるe 問題解決の過程!こ沿コた教簡の発問を定型化し{教邸の~i5ll:1)、

児童がその発問を足場として問怒解決をしていく学習を繰り返してい〈ことで、問題解決の能力を

湾てていく。

て
い
く
若
手
の
授
業
の
質
を
高
め
る
意
昧
で
も
効

果
が
あ
る
の
で
す
が
、
指
導
法
が
固
ま
っ
て
い
る

ベ
テ
ラ
ン
に
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
は
実
践
研
究
を

伴
っ
た
研
修
を
し
な
が
ら
、
成
果
を
示
し
て
い
け

ば
広
く
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

|(2つの轍を縫示して)Aと61立、何が違いますか.

lそのような違いが出た原因は何だと患いますか.

問題をつくる場面

予想を立てる場iiii

その予想を確かめるためには、

{可がどのようになることを調べればいいのですか.

|そのような実験をするとどんな結果になるはずですか.1

|予怨した実験絵果と実際の実験結果の違いは何ですか.1
lそのような違いが出た原因は何だと思いますか

1このことから、自分の仮説通りだったといえますか. l' 
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