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価
す
る

で

あ
ろ

う
。

そ
の

点
文
句
は

な
い

の

で

あ

・
る
が

、

こ

う
し

た

書
評
の

常
と
し

て

い

く
ら
か

注

文

を
つ

け
る

こ

と
が

行
な
わ

れ
る

わ

け
だ
か

ら、

若
干
の

感
想
を

付
記
す
る

こ

と

に

し
た

い
。

そ
の

一

つ

に

木
原
氏
の

い

わ

ゆ
る
、

　
「

ふ

だ
ん

着
の

ま

ま
」

の

二

つ

の

学
級
の

比

較
と

い

う

方
法
の

問
題

で

あ
る

。

分
校
の
一

年
と

二

年
の

複
式
二

〇
名
の

ク

ラ
ス

に
お

け
る

二

年
の
一

三

人
と、

本
校
の

四

八

人
の

普
通
学
級
の

二

年
と
で

、

ど

ち
ら
が

授
業

の

効
果
が
あ
が

る

か、

と

い

う

設
問
の

仕
方
は

大

胆
に

す
ぎ
は
し

な
い

だ
ろ

う
か

。

教
師
も

学
級
規

模
も

、

学
級
構
成
メ

ン

バ

ー

も
、

そ
の

指
導
計
画

も、

そ
し

て

彼
ら
の

生
活

環
境
も

、

み
な
ち
が
っ

て

い

る
、

両
学
級
の

授
業
効
果
の

比

較
は

如
何
な

る

意
味
で

可
能
な
の

だ
ろ

う
か

。

こ

れ
は

問
題
だ

ろ

う
。

か
り
に

標
準
学
カ
テ

ス

ト
に

よ
っ

て

両
者

の

比
較
が
な

さ
れ
た

と
し
て

も
、

そ
こ

に

見
出
さ

れ
る

効
果
の

ち
が
い

は
、

そ
も
そ

も
に

何
に

よ

っ

て

も
た
ら
さ

れ
た
ち
が
い

か

は

容
易
に
き
め

ら

れ

な
い

だ
ろ

う
。

私
は

こ

う
し

た

自
然
学
級
の

考
察

が
無
意
味
だ

と
は

考
え
な
い

し
、

む

し
ろ、

い

ず

れ
は

そ
こ

に

復
帰
し

て

ゆ

く
べ

き
だ

と
は

思
う
け

れ

ど
も、

そ

の

間
に

、

分
析
的
な

考
察
が
必

要
で

あ
ろ

う
と

思
う

。

授
業
を

構
成
す
る

基

本
的
諸
要

因
を
コ

ン

ト
ロ

ー

ル

し
て

、

あ
る
一

つ

の

要
因
に

関
し
て

比
較
検
討
を
す
る

と
い

う
方
法
を

累
積
し

て

ゆ
く
こ

と
が
心

要
で

は

な
か
ろ

う
か

。

自
然
学

級
を
そ
の

ま
ま

考
察
の

対
象
と

す
る

こ

と
の

問
題

性
は

、

百
も
承
知
の

上
で

木
原
氏
は

こ

の

研

究
を

進
め

ら
れ
た
の

か

も
し

れ
な
い

が、

私
と
し

て

は

こ

の

点
は
ど

う
も
納
得
し

か

ね
る

。

　
も
う
一

つ

は

社
会
的
背
景
や

社
会
的
意
識
の

調

片

岡、

徳

雄

著

査
と

授
業
形
態
の

分
析
と
を

、

ど

う
結
び
つ

け
る

か

と
い

う
こ

と
に

関
す
る

。

こ

れ
は

私
自
身
口

頃

な

や
ま
さ

れ
て

い

る

こ

と
が

ら
で

・

こ

の

「

警
冊

の

可
能
性
」

に

も
っ

と

も
期
待
を

寄
せ

た

問
題
で

あ
っ

た
。

授
業
研
究
の

会
合
な
ど

で
、

い

つ

も
顔

を

あ
わ
せ

る

木
原
氏
に

直
接
に

親
し

く

聞
き
た
だ

し

て

見
た
い

と

思
う
問
題
点
で

あ
る

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（

広

島
大
学
）

集

　
団
　
学
　
習
　
入

　
門

　
今
日

教
育
の

現
場
と

研

究
者
の

問
で

授
業
研
究

が
盛
ん
で

あ
る

。

そ
れ

は
、

カ

リ
キ
ュ

ラ

ム
、

綴

方、

実

践
記
録

、

仲
間
づ

く

り
な
ど

を
め

ぐ
る

戦

後
の

教
育
実
践
の

た

か

ま
り

と
並
ん

で、

一

つ

の

ピ

ー

ク
を

示
し

て

い

る

と
み

な
さ
れ
る

し
、

ま
た

そ

れ
ら
の

帰
結
と
い

う
面
を

も
も
っ

て

い

る
。

昭

和
三

八

年
か
ら

は

授
業
研
究
の

専
門
雑
誌
さ
え

刊

山

　

村

賢
　

明

行
さ

れ
、

三

十
九

年
に

は

様
々

な
立

場
の

代
表

的

研

究
者
を
ま
じ

え
て

「

授
業
研

究
の

饗
宴
」

が

も

た

れ

も
し

た
（

馬
場
四

郎
編
著
』

授

業
の

探
究
』

） 。

こ

こ

で

紹
介
す
る

『

集
団
学
習
入

門
』

の

著
者
片

岡

徳
雄
氏
も、

当

然
そ
の

饗
宴
に

参
じ

た
一

人
で

あ

る
。

周
知
の

よ

う

に

氏
は

教
育
社
会
に

お

け

る

数

少
な
い

授
業
研
究
者
の

若
手
の

第
一

人
者
で

あ

り
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〈書 評〉

す
で

に

『

授
業
の

人
間
関
係
』

（

昭
和
三

八

年
）

を

初
め

と
し

て

い

く
つ

か

の

業
績
を
世
に

問
う
て

お

ら

れ
る

。

し
か

も、

あ

と
か
ら

も
触
れ
る
よ

う
に

氏
は

非
常
に

現
揚
実
践
に

密
着
し
た

と
こ

ろ

で
一

貫
し

て

研

究
を
進
め
て

お
ら
れ
る

人
で

あ
る

。

そ

の

よ

う
な

片
岡
氏
の

新
著
を

、

多
少
の

関
心

を
も

っ

て

い

る

と
は
い

え
、

門
外
漢
の

私
が

書
評
す
る

と
い

う
こ

と
は、

僣
越
で

あ
る
ば
か

り

か
、

氏
に

と
っ

て

も
さ
ぞ

迷
惑
な
こ

と
に
ち
が
い

な
い

。

そ

の

こ

と
に

思
い

い

た
ら

ず
こ

の

仕
事
を
お

引
き
受

け
し

た

の

は
、

た

し

か
に

不
覚
で

あ
っ

た
。

し

か

し

見
当
は

ず
れ
で

は

あ
っ

て

も
、

多
少
私
な

り
の

読
後
感
も
あ
る
の

で
、

そ

れ
を

述
べ

る

と
い

う
こ

と

も
ま
っ

た

く
無
意
味
と
も
い

え
な
い

か

も
し

れ

な
い

。

そ
う
ひ

そ

か
に

思
い

な
お
し

て

筆・
を
と

る

次
第
で

あ
る

。

　
［

は
し

が

き
」

に
よ

る
と、

今
日

授
業
研
究
が

盛
ん

な
割
に

授
業
実
践
の

成
果
が

上
が

ら
な
い

の

は

少
く
と

も
二

つ

の

理
由
が
あ
る

。

　一

つ

は

授
業

に
お

け
る

集
団
的
倒
面
が
忘
れ
ら

れ
て

い

る

こ

と

で

あ

り、

ご

つ

に

は

授
業
研
究
が

各
教
科
の

教
育

と
か

け

離
れ
て
一

般
的
な

認
識
論
や
目
的
論
の

段

階
で

あ
げ
つ

ら
わ

れ
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

と

く

に

後
者
の

理

由
は

「

集
団
学
習
」

に

も
そ
の

ま
ま

あ
て

は
ま
る

弱

点
で

あ

り
、

集
団
学
習
を

各
教
科

の

実
践
に

ど
う
生
か

す
か
、

と
い

う
著
者
の

日

頃

の

反
省
と
い

ら
だ
ち
に

動
機
づ

け
ら
れ
て

こ

の

本

は

書
か

れ

た
と
い

う
。

そ
こ

で
、

第
一

章
に

お
い

て

「

集
団
学
習
と
は

何
か
」

を

閼
い
、

第
二

章
で

「

集
団
学
習
の

理

論
」

と

し
て

そ

れ
を

授
業
論
の

中
に

理
論
的
に

位
置
づ

け
、

第
三

章
「

集
団
学
習

の

授
業
」

で

は

各
主

要
教
科
に

わ

た
っ

て
、

集
団

学
習
の

授
業
形
態
を、

具
体
的
に

示
し
て

お
ら

れ

る
。

そ
し

て

最
後
の

第
四

章
で

は

集
団
学
習
に

即

し
た

小

集
団
編
成、

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

技
術

評

価
な

ど、

　
「

集
団
学
習
の

訓
育
」

が

論
じ

ら

れ

て

い

る
。

以
下

第
一

章
と

第
二

章
を

中
心
に

み
て

ゆ

き
た
い

と

思
う
の

で

あ

る
が、

こ

の

よ

う
な
構

成
の

中
で
、

著
者
が

最
も
カ
を

注
が

れ
た
の

は

第

三

章
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

そ
の

意
味
で

は

私
の

取
り
上
げ

方
は、

著
者
の

意
図
と

ず
れ
る
わ

け
で

あ
る

が
、

し

か

し

第
三

章
は

あ
ま

り
に

具
体
的、

個
別
的
に

あ
っ

て
、

私
と

し

て

は

細
部
に

わ

た
っ

て

取
り
上

げ
か

ね
る

と

思
っ

た
か

ら

で

あ
る

。

　
ま

ず
著
者
は

、

授
業
成
立
の

根
本
的

構
造
は

教

材
（

学
習
内
容
）

を

介
し

た

教
師
と

子
ど

も
の

関

係
に

あ
る
と
し

て
、

そ

こ

か

ら

授
業
過
程
は、

教

授
学
習
過
程
で

あ
る

と

同
時
に

相
互
作
用
の

過
程

つ

ま
り

集
団
過
程
で

あ

る
と

考
え
る

。

そ
し

て

前

者
は

そ
の

形
式
か

ら

認
識
的
学
習、

問
題
解
決
学

習
な

ど

五
つ

の

学
習
タ
イ

プ
に

分
け
ら
れ、

ま

た

後
者
は

相
互

作
用
の

形
態
か

ら
七

つ

に
、

相
互
作

用
の

特
質
か
ら

競
争
・

協
同
と
い

う
二

つ

の

関
係

に
タ

イ

プ

分
け
さ

れ
る

。

そ
し

て

こ

の

二

つ

の

系

列
が

組
合
わ
さ
れ
た

と
こ

ろ

に

授
業
形

態
が

成
立

す
る

の

で

あ
る

が、

そ
の

際
に

は

さ
ら
に

授
業
形

態
を

決
定
す
る

五

つ

の

要
因
と

し

て
、

家
庭
・

地

域
・

学
校
・

学
級
・

生

徒
の

発
達
段
階
が

考
慮
さ

れ
な

く
て

は
な

ら
な
い

と
す
る

。

従
っ

て
、

ど

ん

な

場
合
に
ど
ん

な

授
業
形
態
を
と
る

か
と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

は
、

ほ
と
ん

ど
一

般
的
な
い

い

方
は

許
さ

れ
な
い

と

い

う
こ

と
に

な
り、

第
三

章
の

よ

う
な

具
体
的
提
案
が

要
請
さ
れ
て

く
る

わ

け
で

あ

る
。

し

か
し
そ

れ

は
と

も
か

く
と
し

て
、

そ
の

よ

う
に

理
解
さ
れ

る

授
業
の

過
程
論
と

対
応
し
て、

授
業
を

目
的
論
の

面
か

ら

み
て

も、

授
業
は

学
力

づ

く
り
で

あ
る

と

と
も
に

集
団
づ

く
り
で

あ
る

こ

と
が

導
き
出
さ

れ
、

授
業
過
程
そ

の

も
の

が

学
級

集
団
づ

く
り
に

な
ら

ね
ば
な
ら

ぬ

と

結
論
づ

け
ら

れ
る

（

四

五

頁
）

。

　
何
故
そ
う
な
る

か

と
い

う
こ

と

を
著
者
は
R
・

F
・

ベ

ー
ル

ス

ら
の

小

集
団
研
究
や

、

C
・

1
・

一一一179
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バ

ー

ナ
ー
ド
の

経
営
組
織
論

、

T
・

M
・

ニ

ュ

ー

カ

ム

な
ど
の

社
会
心
理

学
を
援
用
し

て

説

明

す

る
。

す
な
わ
ち、

個
人
の

社
会
的
行
動
に

課

題
解

決
性
と

社
会
冂

情
動
性
が
あ

る
よ

う
に

、

集
団
に

も
課
題
達
成
機
能
と

集
団
維
持
機
能
が

あ
り、

集

団
の

ア

ウ
ト
．

プ
ッ

ト

も
そ

れ
に

応
じ

て

課
題

達

成
度
と
し

て

の

「

効
果
」

o
崇
oo

臨
く
 

コ
 

器

と

成
員

の

満
足
者
（

集
団
の

凝
集
性
）

と
し

て

の

「

効
率
」

Φ

犇
9
Φ
ロ

昌

と
い

う
二

面
が

考
え
ら

れ
る

。

そ
こ

で

学
級
集
団
に

つ

い

て

は
、

こ

の

効
果
を
「

学
力

づ

く
り

」

に
、

効
率
を
「

集
団
づ

く
り

」

に

読
み

か
え

る
こ

と
が
で

き
る

と

い

う
の

で

あ
る

。

し

か

し

学
級
で

の

授
業
が

ね
ら

う
課
題
達
成
は、

学
習

と
い

う
特
別
な

生
産
物
で

あ
り、

そ
れ
は

言
い

か

え
る
と

広
義
の

態
度
形

成
（

変
化
）

で

あ
る

。

と

こ

ろ

が
こ

の

態
度
と
い

う
も
の

は
あ
る

準
拠
枠
を

共
有
す
る

と
き

身
に
つ

く
も
の

で

あ
る

か

ら
、

学

級
は

準
拠
集
団
で

な

く
て

は
な

ら
な
い

。

学
級
集

団
で

単
な
る

所
属
集
団
か

ら

準
拠
集
団
に

変
化
す

る
か

ど
う
か

は、

生
徒
各
自
が
学
級
に

所
属
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

ど
の

程

度
の

満
足
を

う
る
か
（

「

効

率
」

）

に
か
か

っ

て

い

る
。

か

く
し

て
、

授
業
の

「

学
力
づ

く
り

」

に
よ

っ

て

生
ま
れ
た

学
力
が

子

供
に

内
面
化
さ
れ
る
た

め

に
は、

学
級
の

「

集
団

づ

く
り

」

が

な

く
て
は

な
ら

ず、

結
局
集
団
づ

く

り
と

学
力
づ

く
り

は
、

ま
っ

た
く

同
｝

の

も
の

に

な
る

ー
と

い

う
の

で

あ
る
。

　

こ

の

よ

う

な
理

論
的
考
察
に

支
え
ら

れ
て

従
来

の
一

斉
授
業
を
み
る

と
、

そ
こ

で

は

集
団
づ

く
り

の

側
面
が

忘
却
さ
れ
て

い

た
こ

と

が

明
ら
か

で

あ

り
、

集
団
学

習
は

そ

れ
を
克
服
す
る

方
法
と

し

て

要
請
さ
れ
て

く
る

。

つ

ま

り

集
団
学
習
と
は

、

授

業
の

集
団
過
程
に

着
目
し、

集
団
づ

く
り
を

重
視

す
る

教
育
方
法
で

あ

る
。

そ
の

過
程

的
特
色
は

第

｝

に

教
師
の

指
導
権
に

対
し

て

学
級
の

子
ど
も
た

ち
の

主

体
性
を
回

復
し

、

第
二

に

従
来
の

競
争
的

人

間
関
係
に

対
し

て

協
同

的
人
間
関
係
を

重
視
し

第
三

に

す
べ

て

の

子
ど

も
た
ち
の

集
団
参
加
を
図

っ

て

学
級
の

自
己

分
裂、

と
く
に

成
績
下

位
者
の

脱
落
を

防
ぎ

、

第
四

に
子

ど
も
の

学
習
態
度
の

正

し

い

社
会
化
（

道
徳
化
）

を
図
る

。

ま

た
、

そ
の

目
的
と
し
て

の

特
色
は

、

第
一

に

学
級
集
団
を
一

つ

の
「

学
習
集
団
」

と
し

て

そ
の

統
一

と

組
織
を
発

展
さ
せ

る
と
と

も
に、

第
二

に

個
々

の

子
ど

も
に

関
し

て、

道
徳
的
に

高
い

学
習
態
度
を
養
う

ー

と
い

う
こ

と

で

あ
る
（

一

七

1
一

入

頁
） 。

正

し

い

授

業
と
い

う

も
の

は劃
教

授
11
学
習
過
程
や

学
力
づ

く

り
一

辺
倒
の

従
来
の
｝

斉
授
業
を
ア

ン

チ
テ

ー

ゼ

と
し
て

の

こ

の

集
団
学
習
に

よ
っ

て
、

止

揚
し

た

と
き
に

こ

そ

生
ま

れ
て

く
る

も
の

だ
（

五

八

頁
）

。

以
上
が

私
な
り
に

理

解
し

た
こ

の

本
の

骨
子
で

あ

る
。

　

以
下
残

さ
れ
た

紙
面
で

、

教
育
社
会
学
の

立
場

か

ら

私
の

感
想

・

疑
闇
∵

希
望
な
ど
を
と

り

混
ぜ

て

述
べ

さ
せ

て

い

た
だ

く
こ

と

に

し
よ

う
。

　

『

授
業
の

探
究
』

の

中
で

馬
場
四
郎
氏
は、

立

場
や

系
譜
を
異
に

す
る

九
人
の

代
表
的
授
業
研
究

者
に

つ

い

て
、

上

田

薫
氏
に

よ

る

子
供
の

思

考
体

制
を
追
求
す
る

研
究
と、

沼
野
一

男
氏
に

代
表
さ

れ
る

学
習
の

能
率
化
を
め
ざ
す
研

究
と

を
二

つ

の

極
に

と
っ

て、

他
の

研
究
者
の

手
に

な
る

も
の

を

そ
の

中
間
に

そ
れ
ぞ
れ

位
置
づ

け
る

と
い

う
巧
み

な
「

交
通
整
理
」

を
ほ

ど
こ

し

て

お
ら
れ
る

。

当

然
片
岡
氏
の

立

場
は
「

方
法
型
」

と
し

て

そ
の

中

間
に

置
か

れ
た
わ

け
で

あ
る

が
、

学
級
集
団
と
い

う
も
の

を
あ

く
ま
で

基
本
に

す
え
た

授
業
改
醤
と

い

う
と

こ

ろ

に
、

氏
の

研

究
の

大
き
な

特
色
が

あ

る
。

そ

の

意
味
で

も、

第
二

章
末
尾
の
、

　
「

学
力

づ

く
り

」

と

「

集
団
づ

く
り

」

は

ま
っ

た

く
同
一

の

も
の

で

あ
る

と
い

う

部
分
は、

お

そ
ら
く

本
書

の

中
で

最
も

重
要
な
提

言
で

あ
る

。

そ
れ
だ
け
に

興
味
深
く

読
ま
せ

て

い

た

だ
い

た

の

で

あ
る

が
、

18e
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〈書 評〉

私
に
は

十

分
理

解
で

き
た
わ

け
で

は

な
か
っ

た
。

単
に

教
授
11
学
習
過
程
だ
け
で

な
く

集
団
過
程
も

大
切
だ、

と
い

う
だ

け
な
ら

教
育
社
会
学
の

立

場

と

し

て

は

常
識
的
か
つ

正

統
的
な

指
摘
に

す
ぎ
な

い
。

し

か

る

に

著
者
は
一

歩
も
二

歩
も
進
め

て
、

二

つ

が
結
局
同
一

の

も
の

で

あ
る

と

大
胆
に

断
定

さ

れ
た
の

で

あ

る
。

そ
の

論
証
の

過

程
で

い

か
に

も
教
育
社
会
学
徒
ら
し

く
。

学
習
を

態
度
の

形
成

変
化
と
し

て

お
さ
え、

準
拠
集
団
論
を

援
用
し
て

お

ら
れ
る

。

し

か

し

本
来
個
々

の

成
員
の

動
機
の

満
足

を
意
味
し
て

い

た
バ

ー

ナ
ー
ド
の

「

効
率
」

を
拡
大
解
釈
し

た

こ

と
、

さ
ら
に

そ
れ
を

「

集
団

づ

く

り
」

に

読
み
か

え
た

こ

と
に

も
問
題
が

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ
る

の

で

あ
る

が、

効
率
と

効
果
と

い

う
緊
張
関
係
に
あ
る

は

ず
の

両

概
念
が

ま
っ

た

く

同
一

に

な
る
と
い

う
こ

と

の

説
明
が

十
分
説
得

的
で

な
い

の

で

あ
る

。

ま
た

、

五
つ

に

類
別
さ

れ

た

教
授
”

学
習
過
程
に
よ

っ

て

も
た

ら

さ
れ
る

も

の

を、

す
べ

て

の

態
度
の

形
成、

変
化
と
い

わ

な

く
て

は
な

ら

な
い

か

ど

う
か

も
問
題
で

あ
ろ

う
。

と

く
に、

抽
象
的
知
識
に

か

か

わ
る

「

認
識
的
学

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
ヘ
　
　

ヘ
　

　

ヘ
　

　

ヘ

　
　へ

習
」

と
い

わ
れ
る

も
の

に

つ

い

て
、

態
度
の

次
元

に

ま
で

お

よ

ば
な
け
れ

ば、

学
習
は

成
立
し

た
と

い

え

な
い

の

で

あ
ろ

う
か
。

学
問
的
知
識
は

準
拠

集
団
と

し

て

の

学
級
を

越
え
て

妥
当
し

機
能
す
る

「

普
遍
主

義
」

的
性
格
を

も
っ

て

い

る
。

学
習
者

に

と
っ

て、

そ
の

よ

う
な

知
識
の

学
習
は

、

学
級

集
団
に

準
拠
し

な

く
て

も、

知
識
の

体
系
そ
れ

自

体、

な
い

し

は

そ
れ

を
具
現
し

開
示

す
る

教
師
個

人

に

準
拠
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

も
十

分
可
能
で

は

な

い

だ
ろ

う
か

。

学
習
を
「

学
級
集
団
全
体
の

価

値
体
系
と

し

て

内
在
化
さ
れ

た
も
の

と
し
て、

い

わ

ば

学
級
集
団
の

学
級
集
団
に
よ
る

評
価
で

あ
ろ

う
と

す
る
」

（

一

九
二

頁
）

指
向
は

大
切
で

あ

る
。

社
会
科
や
理

科
や

国
語
の

あ

る

側
面
の

よ

う
に、

た
し

か

に

そ

う
で

な

く
て

は

意
味
の

な
い

学
習
も

あ
る

。

し

か
し

そ
れ
が

無
理
な

学
習
も
あ
る

。

と

い

う
こ

と
は、

教
授
学
習
過
程
の

形
式
に

よ

る

分

類
と
は

違
っ

た
、

例
え
ば
相
互
作
用
の

タ

イ
プ
の

場
合
の

競
争
・

協
同
の

よ

う
に

、

価
値
内
容
に

即

し

た

分
類
が

必

要
に

な
る

と
い

う
こ

と
か

も
し

れ

な
い

。

　

こ

の

こ

と

と

関
連
し

て

次
に

授
業
研
究
と
カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

と

の

関
係
を
ど

う
考
え
て

お

ら
れ
る

の

か

説

明
し

て

ほ
し

か

っ

た
。

そ
の

た
め

に
、

授
業

（

改
善
）

研
究
が
ま

す
ま

す
画
一

化
し

固

定
化
し

て

く
る

教
科
書
や
教
科
の

枠
を
前
提
に

し

て

論
じ

ら

れ
て

い

る

と

い

う

印
象
を

う
け

る

の

で

あ

る
。

今
目
の

状
況
の

中
で

は、

も
は

や
そ
ん

な

面
か

ら

授
業
を

問
題
に

す
る
の

は
ナ

ン

セ

ン

ス

だ
と
い

う

わ

け
で

は

な
い

で

あ
ろ
う

。

例
え

ば

問
題
解
決

学

習
に

つ

い

て、

そ

れ
が

本
来
ね

ら

っ

て

い

た

学
習

　
　

　
ヘ
　
　ヘ
　

　
へ

方
法
（

認
識
方
法
）

と
し

て

の

特
質
が

無
視
さ
れ

　
ヘ
　
　

ヘ
　
　　
ヘ
　　　
ヘ
　
　　
ヘ
　　
へ

問
題
解
決
の

方
法
の

習
得
に

力
点
を

お
い

た、

社

　
　

　
　

　
　

　
　

　
へ

　
　も
　
　へ

会
的
で

な
く
あ

く
ま
で

心
理

点
な

解
決
で

あ
る

l

l
と

裁
断
し
て

位
置
づ

け
て

お
ら

れ
る

点
な

ど

が

気
に

な
る

の

で

あ

る
。

少
な

く
と

も
授
業
研
究
と

し

て

は
、

カ

リ
キ
ュ

ラ

ム

改
造
へ

の

視
野
は

開
か

れ
て

い

る

の

が
望
ま
し

い

と

思
う
の

だ
が

ど

う
で

あ
ろ

う
か

。

　

第
三

に

集
団
研
究
そ
の

も
の

か

ら
み
た

場
合、

集隠
団
の

モ

ラ

ー
ル

、

凝
焦｛
性
よ
り
深
い

層…
の

問
題

と
し

て

の

学
級
集
団
の

情
動
的
側

面
や
そ
れ
と
の

関

連
で

の

教
師
の

リ
ー

ダ
ー
、

リ
ー

ダ
ー

シ

ッ

プ

論
に

も
っ

と

比

重
を
か

け
る

必

要
が

あ
る
よ
う
に

思
わ

れ
た

。

こ

れ
は

む
ず
か

し

い

問
題
で

は

あ
る

が、

教
育
に

お
い

て

は

と

く
に

非
合
理

性
を

軽
視

す
る

と
き
れ
い

ご

と
に

終
わ
る

お
そ

れ
が

あ

る

か

ら
で

あ

る
。

　

通
読
し
て

こ

の

書
に

は

高
踏
的
主

論
を
排
し

て

現
実
の

教
育
実
践
の

改
善
を
め

ざ

す
著
者
の

な
み

な
み

な

ら
ぬ

情
熱
が
あ
ふ

れ
て

い

る
。

ま
っ

た
く

｝1（雫1
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敬
服
の

ほ

か

は

な
い

。

す
で

に

お
わ
か

り

の

よ

う

に
、

著
者
は

経
験
科
学
と
し

て

の

教
育
社
会

学
が

と
か

く

避
け
て

通
ろ

う
と

す
る
、

ま
た

そ
う
で

な

く
て

も
研
究
の

背
後
に

ひ

そ
め

て

お
こ

う

と

す
る

価
値
判
断
の

問
題
を
臆
す
る

と
こ

ろ

な
く

前
面
に

お
し
だ

し

て

お
ら

れ
る

。

前
述
の

集
団
学
習
の

規

定
に

続
い

て
、

集
団
学
習
が

も
と

も
と
授
業
方
法

の

問
題
レ一
し

て

発
想
さ
れ

た
も
の

で

ぱ

あ

る。
が

、

そ
れ

を
「

価
値
観
と

無
関
係
な

も
の

と

考
え
る

考

え

方
は

誤
解
も
は

な
は
だ
し

い

の

で

あ
る
」

と

言

い

切
っ

て

お
ら
れ
る
。

第
囚

章
に

お
い

て

は
、

学

習
評
価
の

結
果
主

義
を

否
定
し
、

学
力
の

到
達
度

に

加
え
る

に、

学
力
の

内
容
が

民
主

主
義
枝
会
に

ふ

さ
わ

し

い

か

ど

う
か
、

個
人
の

学
習
態
度
ば

学

級
集
団
全
体
の

発

展
に

ど

れ
だ
け

奉
仕
し

貢
献
し

た

も
の

で

あ
る

か

と
い

う

視
点
を
も
っ

て

な
さ

れ

る
べ

き
で

あ

る

と

す
る

。

こ

れ
ら
の

価
値
観
が
い

け
な
い

と

い

う
の

で

は

な
い

が
、

そ
の

具
体
的
内

容
に

つ

い

て

は

議
論
が

わ
か

れ
て

く
る

こ

と
は
た

し

か

で

あ
る

。

と

す
る

と
こ

の

集
阻
学
習
に

お

け

る

主
張
と

授
業
研
究
と
は

ど

ん

版
関

係
に

ち
る
の

で

あ
ろ

う
か
。

教
育
実
践
に

役
立
つ

研
究
と
い

う

も
の

は

価
値
観
を
ぬ

き
に
し

て

は

考
え

ら

れ
な
い

の

か

も
し

れ
な
い

が、

そ
れ

な

ら
、

事
実
と
理

論

と

主
張
（

価
値
観
）

と

を

区
別
し

て

お

く
必

要
が

あ
る

は

ず
で

あ

る
。

例
え
ば、

学
級
集
団
は

準
拠

集
団
で

あ
る
べ

き
だ

（

あ
る

の

が

望
ま
し

い
）

と

い

う
表
現
と

、

　
「

学
級
集
団
は・
…・・
準
拠
集
団
で

ヘ　
　　
へ

あ
る
」

と
い

う
定
義
が

混
在
し

て

い

る

と
こ

ろ

な

ど

も
気
に
な
る

。

し

か

し
こ

の

研
究
方
法
論
上
の

問
題
に

つ

い

て

は、

私
が

読
ん

で

い

な
い

だ

け
で

片
岡
氏
は

多
分
池
の

場
所
で

解
男
し
て

お

ら
れ

る

の

か

も
し
れ
な

い
。

　

著
者
の

実
践
へ

の

意
欲
と

確
信
は

第
三

章
が

全

体
（

 

九

九

頁
）

の

約

半
分

を
占
め
て

い

る

こ

と

か

ら

も
う
か

が

え
る

。

こ

こ

で

は
、

小

学
校
を
中

心
と
し

た

各
教
科
に

わ

た
っ

て
、

集
団
学
習
と
し

て

は
一

定
の

教
材
を
ど

の

段
階
で

ど
う

教
え
る
べ

き
か

が
、

主
と

し
て

著
者
の

実
践
・

実
験
に

即
し

て

具
体
的
個
別
的
に

提
示
さ
れ
て

い

る
。

そ
れ
は

こ

の

全
体
が
研
究
者
の

手
に
な
る
一

種
の

実
践
記

録
だ

と

い

う

印
象
さ
え

与
え
る

ほ

ど
で

あ
る
。

も

し
か

し

た
ら．

そ
れ
こ

そ
著
者
の

望
む
と
こ

ろ

だ

っ

た

の

か

も
し

れ
な
い

が
、

正

直
の

と

こ

ろ

私
に

は
こ

の

部
分
は

あ
ま
り

面
白
く
な
か

っ

た
。

そ
れ

は
必

ず
し
も

教
育
現

場
と

直
接
接
触
の

な
い

位
置

に

い

る

私
の

好
み
の

問
題
か

も
し

れ
な
い

。

し

か

し
、

も
し
そ

う
で

あ
っ

た
に
し

て

も
な
お

、

教
育

社
会
学
に
お

け
る

授
業
研
究
は

こ

の

限
り
な
い

具

体
化
の

方
向
に

進
む
べ

き
で

あ

ろ

う
か

、

と

い

う

か

す
か
な

疑
問
が

残
る

の

で

あ
る

。

確
か
に

授
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ
　
　

へ

研
究
の

よ

う
な

領
域
は

現
場
の

実
践
改
善
に

何
ら

か

の

寄
与
を
し

な

く
て

は

な
ら
な
い

で

あ

ろ

う

が、

し
か
し

そ
れ
は

直
接
的
に

末
端
の

教
育
技
術

に

ま

で

わ
た

っ

て

要
求
さ
れ
る

こ

と

で

は

な
か

ろ

う
。

例
え
ば

著
者
と

ぱ

虫
っ

た

く
違
っ

た
方
向
で

の

子
供
の

認
識
に
お

け
る

歴
史
ロ

社
会
的
規
定
性

の

知
識
社
会
学
的
研

究
は

直
接
に
は

実
践
に

役
立

た
な
い

よ
う
に

み
え
る

。

し

か

し、

そ

れ

は

東
井

義
雄
氏
の

「

生

活
の

論
理
」

の

追
求
の

よ

う
に

実

践
に

と
っ

て

重
要
な

意
味
を
も
っ

て

い

る
。

研

究

者
に

要
求
さ
れ

た
の

は

教
育
方
法
論
的
レ

ベ

ル

ぐ

ら
い

ま
で

に
お

け
る

理

論
的
実
証
的
研

究
の

深
化

で

は
な
か

ろ

う
か

、

現

揚
の

教
師
が

研
究

的
に

期

待
す
る

の

も
そ
う
い

う
こ

と
で

あ

る

と
思
う
し、

ま
た

そ
の

点
に

関
し

て

は、

彼
等
の

方
が

優
れ
て

も
い

よ

う
。

も
し

現
場
が

そ
う
い

う

具

体
化
ま
で

研
究
者
に

要
求

す
る

と
す
る

な
ら、

そ
れ
は

彼

等

自
身
の

怠
慢
と
い

う

も
の

で

あ
ろ

う
。

　
い

ろ
い

ろ

勝
手
な

御
託
を
並
べ

て

き
た

が
、

最

初
に

断
っ

て

お
い

た

よ

う
に、

私
は

本
書
を
教
育

社
会
学
の

成
果
と

し

て
．

教
育
社
会
学
の

立
場
か
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ら

み
て

き
た
。

お
そ
ら

く
編
集
部
の

意
向
も
そ

う

で

あ
っ

た
に

ち

が
い

な

か

ろ

う
と
思

う
。

し
か
し

著
者
に
と
っ

て

は
そ
の

よ

う
な

取
り

上
げ
方
を

さ

れ
る

こ

と

は
大
変
心

外
な
こ

と
か

も
し

れ
な
い
、

と

い

う

疑
問
が
終
始
つ

き
ま
と
（、

て

い

た。

こ

の

労
作
に

つ

い

て

現
揚
教
師
や
［

教
育
学
」

の

立

場

か

ら
は

、

ま
っ

た

く
別
な

読
み

方
と

別
な

部
分
に

つ

い

て

の

評
価
が
な

さ
れ
る

に

違
い

な
い

の

で

あ

る

か

ら
な
お
さ
ら
で

あ
る

。

　
「

誤
解
も
は
な

は

だ

し

い

」

と

著
者
か

ら
叱
ら

れ
そ

う
で

あ
る

。

し

か

し

現
場
の

事
情
に

明
る

く
、

　
「

学
習
摺
導
の

社
会

学
」

の

確
立

を
め

ざ
さ
れ
る

片
岡
氏
に

寄
せ

る

我

々

の

期
待
が

大
き
い

だ

け
に

、

敢
え
て

盲
蛇
の

言

を

弄
さ
せ

て

い

た
だ
い

た

次
第
で

あ
る

。

多
謝

。

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
（

東
京
教
育
大
学
）
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