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は
、
生
徒
の
社
会
的
孤
立
や
学
力
格
差
を
も

た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
未
来
へ
の「
希
望
」

を
も
生
徒
か
ら
奪
い
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
希
望
」
な
き
社
会
に
「
希
望
」
の
教
育
を

「
こ
の
国
に
は
何
で
も
あ
る
。
本
当
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
希
望

だ
け
が
な
い
」

村
上
龍
は
、
２
０
０
０
年
に
刊
行
し
た

小
説『
希
望
の
国
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
』
の
中
で
、

閉
塞
感
漂
う
日
本
社
会
へ
の
抵
抗
と
し
て

80
万
人
の
規
模
で
集
団
不
登
校
を
起
こ
す
中

学
生
の
代
表
に
こ
う
語
ら
せ
た
。
彼
は
、「
希

望
だ
け
が
な
い
、
と
い
う
国
で
、
希
望
だ
け

し
か
な
か
っ
た
頃
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い

教
育
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
を
ど
う
考

え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
」と
続
け
る
。

こ
の
台
詞
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
未
来
へ
の「
希
望
」
の
喪

切
ら
れ
、
生
徒
の
学
び
に
は
格
差
が
生
じ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
６
月

か
ら
段
階
的
に
学
校
が
再
開
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

こ
の
間
、
着
実
に
進
行
し
て
い
る
コ
ロ
ナ

シ
ョ
ッ
ク
に
伴
う
不
況
は
、
経
済
を
大
き
く

疲
弊
さ
せ
、
教
育
・
仕
事
・
家
族
と
い
う
そ

れ
ぞ
れ
の
社
会
領
域
と
そ
の
結
び
つ
き
を
よ

り
深
く
破
壊
し
て
い
る
。
失
業
や
労
働
条
件

の
悪
化
は
、
家
庭
か
ら
金
銭
的
・
時
間
的
・

精
神
的
な
余
裕
を
失
わ
せ
、
教
育
費
や
教
育

意
欲
な
ど
の
家
庭
間
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
。

こ
の
帰
結
と
し
て
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に

も
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
生
徒
に
し
わ

寄
せ
が
生
じ
て
い
る
。

冒
頭
の
生
徒
は
、
中
学
校
で
は
テ
ニ
ス
部

に
所
属
し
て
い
た
と
い
う
。
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ

ク
が
な
け
れ
ば
、
違
う
高
校
生
活
の
展
望
も

描
け
た
の
で
は
な
い
か
。
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク

コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
下
の
学
校
現
場

「
う
ち
の
親
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

関
係
で
失
業
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
高
校
で

は
放
課
後
に
部
活
動
で
は
な
く
ア
ル
バ
イ
ト

し
よ
う
と
思
う
ん
で
す
。
高
校
卒
業
後
は
、

就
職
を
考
え
て
い
ま
す
」

高
校
に
入
学
し
て
最
初
の
個
人
面
談
で
、

ク
ラ
ス
の
生
徒
が
こ
う
高
校
生
活
の
展
望
を

語
る
。
未
来
へ
の「
希
望
」
に
溢
れ
て
い
る

は
ず
の
新
入
生
が
、
で
あ
る
。

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
２
０
２
０
年
７

月
現
在
、
ぼ
く
は
高
校
で
１
学
年
の
学
年
主

任
を
務
め
て
い
る
。
入
学
式
は
、
緊
急
事
態

宣
言
が
７
都
府
県
に
発
令
さ
れ
た
４
月
７
日

に
、
マ
ス
ク
姿
の
生
徒
と
教
員
の
み
の
極
め

て
簡
素
な
形
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
約

２
カ
月
に
わ
た
り
臨
時
休
校
が
続
き
、
教
師

と
生
徒
／
生
徒
と
生
徒
の
つ
な
が
り
は
断
ち

失
は
、
生
徒
に
学
校
で
の「
学
び
の
意
味
」

を
見
失
わ
せ
、
学
び
そ
の
も
の
か
ら
エ
ク
ソ

ダ
ス（
脱
出
）
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の

一
方
で
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
生
徒
が
学

校
で
の「
学
び
の
意
味
」
を
見
失
い
、
学
び

を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
よ
り
一
層
の
未
来
へ

の「
希
望
」
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
に
お
け
る

学
校
の
責
務
は
、
学
校
で
の「
学
び
の
意
味
」

を
再
建
し
、
生
徒
に
未
来
へ
の「
希
望
」
を

取
り
戻
す
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
学
校
で
の「
学
び
の

意
味
」
は
存
立
危
機
事
態
に
あ
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
生
徒
か
ら
の「
な
ん

で
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
い
う

学
校
で
の「
学
び
の
意
味
」
へ
の
問
い
に
対

し
て
、
ぼ
く
た
ち
教
師
は
、「
受
験
や
進
学

に
不
利
に
な
る
」
と
い
う
脅
し
の
呪
文
を
唱

え
、
あ
る
時
は
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い
一
斉

授
業
や
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
的
な
生
活
指
導

に
よ
っ
て
、そ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ（
説

明
責
任
）
を
果
た
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
さ
ら
に
生
徒
は
学
校
で
の

「
学
び
の
意
味
」
を
見
失
い
、
学
び
か
ら
逃

げ
出
す
こ
と
に
な
る
と
も
知
れ
ず
に
、
で
あ

る
。
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
学
校

で
の「
学
び
の
意
味
」
に
追
い
打
ち
を
か
け
、

つ
い
に
は
シ
ニ
シ
ズ
ム（
冷
笑
主
義
）
と
ニ

ヒ
リ
ズ
ム（
虚
無
主
義
）
を
も
た
ら
し
て
い

る
。こ

う
し
た
事
態
に
際
し
て
、
ぼ
く
た
ち
教

師
に
は
何
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
教
師
の

レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル（
存
在
理
由
）
は
、
教
科

の
教
員
免
許
状
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
授
業

に
こ
そ
あ
る
。
生
徒
が
学
校
で
の「
学
び
の
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特集 これからのキャリア教育の課題

意
味
」
を
実
感
で
き
る
授
業
づ
く
り
を
進
め

る
こ
と
で
、
学
び
の
専
門
家
と
し
て
の
レ
ス

ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
（
応
答
責
任
）を
果
た
す
。

こ
れ
こ
そ
、
ぼ
く
た
ち
教
師
が
、
コ
ロ
ナ

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
未
来
へ
の「
希
望
」
の
喪

失
に
抗
う
唯
一
の
術
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

学
び
の
「
職
業
的
意
義
」
と

「
市
民
的
意
義
」

そ
れ
で
は
、
学
校
で
の「
学
び
の
意
味
」

を
生
徒
が
実
感
で
き
る
授
業
づ
く
り
と
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
、「
学
び
の
意
味
」
は
、
学
び
に
面

白
さ
を
感
じ
る「
即
自
的
意
義
」、
将
来
働

く
上
で
役
立
つ
と
感
じ
る「
職
業
的
意
義
」、

将
来
市
民
と
し
て
生
活
す
る
上
で
役
立
つ
と

感
じ
る「
市
民
的
意
義
」
と
い
う
３
種
類
に

分
類
で
き
る１）
。
こ
の
分
類
の
区
分
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
授
業
内
容
が
３

種
類
す
べ
て
を
備
え
て
い
る
場
合
も
あ
り
得

る
し
、
い
ず
れ
か
に
特
化
し
て
い
る
場
合
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
で
は
、

現
在
志
向
の「
即
自
的
意
義
」
を
重
視
す
る

反
面
、
未
来
志
向
の「
職
業
的
意
義
」と「
市

民
的
意
義
」
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、「
職
業
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
、

働
く
上
で
誰
も
が
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き

ワ
ー
ク
ル
ー
ル
に
関
す
る
教
育
や
個
々
の
職

業
分
野
に
即
し
た
知
識
や
技
能
を
育
む
教
育

は
、未
だ
に
十
分
と
は
言
え
な
い
。一
方
、「
市

民
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
、
主
権
者
と
し
て

求
め
ら
れ
る
政
治
的
教
養
を
育
む
教
育
は
、

２
０
１
５
年
の
選
挙
権
年
齢
引
き
下
げ
ま
で

事
実
上
の
凍
結
状
態
に
あ
っ
た
。こ
の
結
果
、

「
職
業
的
意
義
」
と「
市
民
的
意
義
」
が
実
感

で
き
な
い
学
び
の
場
に
お
い
て
、生
徒
は「
な

ん
で
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
問

う
の
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
の
学
校
で
は
、

学
校
で
の
学
び
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
よ
り
よ

い
社
会
づ
く
り
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
職

業
的
意
義
」と「
市
民
的
意
義
」を
実
感
す
る

こ
と
の
で
き
る
授
業
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
授
業
づ
く
り
の
視

点
こ
そ
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は「
職
業

的
意
義
」
を
も
た
ら
し
、
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ

教
育
は「
市
民
的
意
義
」
を
も
た
ら
す
。
そ

し
て
、
ワ
ー
ク
キ
ャ
リ
ア
に
傾
斜
す
る
の
で

は
な
く
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
に
も
目
配
り
す
る

た
め
に
も2）
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
シ
チ
ズ
ン

シ
ッ
プ
教
育
は
統
一
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、ス
ー
パ
ー
の「
ラ

イ
フ
キ
ャ
リ
ア
・
レ
イ
ン
ボ
ー
」
の
考
え
方

か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
と
い
う
視
点
か
ら
授
業
づ
く
り
を
見

直
す
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
は
学
校
で
の「
学

び
の
意
味
」
を
実
感
し
、
学
び
を
通
し
て
未

来
へ
の「
希
望
」
を
取
り
戻
す
。
学
校
は
、

大
人
や
社
会
へ
の
移
行
支
援
の
場
と
し
て
再

定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
希
望
」
と
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

授
業
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た

授
業
改
善
を
行
う
と
同
時
に
、
評
価
の
場
面

や
方
法
を
工
夫
し
て
、
学
び
の
過
程
や
成
果

を
評
価
す
る
、
い
わ
ゆ
る「
指
導
と
評
価
の

一
体
化
」
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

と
い
う
視
点
か
ら
授
業
づ
く
り
を
見
直
す
際

の
留
意
点
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
と
学
習
評

価
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
。

学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、授
業
内
容
を「
職

業
的
意
義
」
と「
市
民
的
意
義
」
を
実
感
す

る
こ
と
の
で
き
る
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク（
真

正
）
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
セ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
学
習
と
は
、
具
体
的
な
文
脈

や
状
況
を
豊
か
に
含
み
こ
ん
だ
本
物
の
社
会

的
実
践
へ
の
参
画
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

学
び
で
あ
り
、
具
体
的
な
文
脈
や
状
況
に
即

し
て
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
未
来
に
生
き
て
働

く
資
質
・能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す3）
。

こ
こ
で
の
教
師
の
役
割
は
、
教
科
書
を
わ
か

り
や
す
く
教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
徒
が

本
物
の
社
会
的
実
践
に
参
画
す
る
こ
と
の
で

き
る
学
び
の
舞
台
を
用
意
す
る
こ
と
に
あ

る
。
例
え
ば
、
公
民
科
に
お
い
て
、
ワ
ー
ク

ル
ー
ル
を
学
ぶ
際
に
労
働
条
件
通
知
書
を
実

際
に
作
成
す
る
授
業
や
、
選
挙
制
度
を
学
ぶ

際
に
模
擬
投
票
を
行
う
授
業
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
英
語
科
に
お
い
て
は
、
英
字

新
聞
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
英
文
法
を
学
ぶ

授
業
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

学
習
評
価
に
つ
い
て
は
、
授
業
に
対
す

る「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の

評
価
に
つ
い
て
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
ば
し
ば
、
授
業
は
生
徒
の
仕
事
に
例

え
ら
れ
る
。
イ
リ
イ
チ
が「
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー

ク
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
授
業
と
い
う
生

徒
の
仕
事
は
無
報
酬
と
い
う
特
徴
が
あ
る
に

せ
よ
、
授
業
に
お
け
る「
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
む
態
度
」は
、こ
の
先
の
ワ
ー
ク
キ
ャ

リ
ア
や
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
で
出
会
う
課
題
に

取
り
組
む
姿
勢
に
も
引
き
継
が
れ
る
だ
ろ

う
。
評
価
に
際
し
て
は
、
学
び
に
対
し
て
粘

り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら

の
学
び
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
意
思
的
な
側

面
に
注
目
し
、
将
来
質
の
高
い
課
題
解
決
を

成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
育
成
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

禍
福
は
糾
え
る
縄
の
ご
と
し

糾
え
る
縄
の
ご
と
く
、
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク

と
い
う「
禍
」
は
、
学
校
で
の「
学
び
の
意

味
」
を
再
建
し
、
生
徒
の
未
来
へ
の「
希
望
」

を
取
り
戻
す
と
い
う「
福
」
へ
と
転
じ
る
契

機
に
も
な
る
。
カ
ミ
ュ
は
、
小
説『
ペ
ス
ト
』

の
中
で
、「
絶
望
に
慣
れ
る
こ
と
は
絶
望
そ

の
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
」
と
述
べ
る
。

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
の
学
校
に
お
い

て
、
ぼ
く
た
ち
教
師
が
で
き
る
こ
と
は
、
授

業
を
通
し
て
絶
望
に
抗
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
際
、
キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

と
い
う
授
業
づ
く
り
の
視
点
は
、
未
来
へ
の

「
希
望
」
へ
と
至
る
水
先
案
内
を
果
た
す
だ

ろ
う
。
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献
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特集 これからのキャリア教育の課題

意
味
」
を
実
感
で
き
る
授
業
づ
く
り
を
進
め

る
こ
と
で
、
学
び
の
専
門
家
と
し
て
の
レ
ス

ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
（
応
答
責
任
）を
果
た
す
。

こ
れ
こ
そ
、
ぼ
く
た
ち
教
師
が
、
コ
ロ
ナ

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
未
来
へ
の「
希
望
」
の
喪

失
に
抗
う
唯
一
の
術
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

学
び
の
「
職
業
的
意
義
」
と

「
市
民
的
意
義
」

そ
れ
で
は
、
学
校
で
の「
学
び
の
意
味
」

を
生
徒
が
実
感
で
き
る
授
業
づ
く
り
と
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
、「
学
び
の
意
味
」
は
、
学
び
に
面

白
さ
を
感
じ
る「
即
自
的
意
義
」、
将
来
働

く
上
で
役
立
つ
と
感
じ
る「
職
業
的
意
義
」、

将
来
市
民
と
し
て
生
活
す
る
上
で
役
立
つ
と

感
じ
る「
市
民
的
意
義
」
と
い
う
３
種
類
に

分
類
で
き
る１）
。
こ
の
分
類
の
区
分
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
授
業
内
容
が
３

種
類
す
べ
て
を
備
え
て
い
る
場
合
も
あ
り
得

る
し
、
い
ず
れ
か
に
特
化
し
て
い
る
場
合
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
で
は
、

現
在
志
向
の「
即
自
的
意
義
」
を
重
視
す
る

反
面
、
未
来
志
向
の「
職
業
的
意
義
」と「
市

民
的
意
義
」
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
、「
職
業
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
、

働
く
上
で
誰
も
が
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き

ワ
ー
ク
ル
ー
ル
に
関
す
る
教
育
や
個
々
の
職

業
分
野
に
即
し
た
知
識
や
技
能
を
育
む
教
育

は
、未
だ
に
十
分
と
は
言
え
な
い
。一
方
、「
市

民
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
、
主
権
者
と
し
て

求
め
ら
れ
る
政
治
的
教
養
を
育
む
教
育
は
、

２
０
１
５
年
の
選
挙
権
年
齢
引
き
下
げ
ま
で

事
実
上
の
凍
結
状
態
に
あ
っ
た
。こ
の
結
果
、

「
職
業
的
意
義
」
と「
市
民
的
意
義
」
が
実
感

で
き
な
い
学
び
の
場
に
お
い
て
、生
徒
は「
な

ん
で
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
問

う
の
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
の
学
校
で
は
、

学
校
で
の
学
び
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
よ
り
よ

い
社
会
づ
く
り
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
を
明
示
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
職

業
的
意
義
」と「
市
民
的
意
義
」を
実
感
す
る

こ
と
の
で
き
る
授
業
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
授
業
づ
く
り
の
視

点
こ
そ
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は「
職
業

的
意
義
」
を
も
た
ら
し
、
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ

教
育
は「
市
民
的
意
義
」
を
も
た
ら
す
。
そ

し
て
、
ワ
ー
ク
キ
ャ
リ
ア
に
傾
斜
す
る
の
で

は
な
く
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
に
も
目
配
り
す
る

た
め
に
も2）
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
シ
チ
ズ
ン

シ
ッ
プ
教
育
は
統
一
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、ス
ー
パ
ー
の「
ラ

イ
フ
キ
ャ
リ
ア
・
レ
イ
ン
ボ
ー
」
の
考
え
方

か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
と
い
う
視
点
か
ら
授
業
づ
く
り
を
見

直
す
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
は
学
校
で
の「
学

び
の
意
味
」
を
実
感
し
、
学
び
を
通
し
て
未

来
へ
の「
希
望
」
を
取
り
戻
す
。
学
校
は
、

大
人
や
社
会
へ
の
移
行
支
援
の
場
と
し
て
再

定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
希
望
」
と
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

授
業
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た

授
業
改
善
を
行
う
と
同
時
に
、
評
価
の
場
面

や
方
法
を
工
夫
し
て
、
学
び
の
過
程
や
成
果

を
評
価
す
る
、
い
わ
ゆ
る「
指
導
と
評
価
の

一
体
化
」
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

と
い
う
視
点
か
ら
授
業
づ
く
り
を
見
直
す
際

の
留
意
点
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
と
学
習
評

価
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
。

学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、授
業
内
容
を「
職

業
的
意
義
」
と「
市
民
的
意
義
」
を
実
感
す

る
こ
と
の
で
き
る
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク（
真

正
）
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
セ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
学
習
と
は
、
具
体
的
な
文
脈

や
状
況
を
豊
か
に
含
み
こ
ん
だ
本
物
の
社
会

的
実
践
へ
の
参
画
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

学
び
で
あ
り
、
具
体
的
な
文
脈
や
状
況
に
即

し
て
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
未
来
に
生
き
て
働

く
資
質
・能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す3）
。

こ
こ
で
の
教
師
の
役
割
は
、
教
科
書
を
わ
か

り
や
す
く
教
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
徒
が

本
物
の
社
会
的
実
践
に
参
画
す
る
こ
と
の
で

き
る
学
び
の
舞
台
を
用
意
す
る
こ
と
に
あ

る
。
例
え
ば
、
公
民
科
に
お
い
て
、
ワ
ー
ク

ル
ー
ル
を
学
ぶ
際
に
労
働
条
件
通
知
書
を
実

際
に
作
成
す
る
授
業
や
、
選
挙
制
度
を
学
ぶ

際
に
模
擬
投
票
を
行
う
授
業
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
英
語
科
に
お
い
て
は
、
英
字

新
聞
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
英
文
法
を
学
ぶ

授
業
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

学
習
評
価
に
つ
い
て
は
、
授
業
に
対
す

る「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の

評
価
に
つ
い
て
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
ば
し
ば
、
授
業
は
生
徒
の
仕
事
に
例

え
ら
れ
る
。
イ
リ
イ
チ
が「
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー

ク
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
授
業
と
い
う
生

徒
の
仕
事
は
無
報
酬
と
い
う
特
徴
が
あ
る
に

せ
よ
、
授
業
に
お
け
る「
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
む
態
度
」は
、こ
の
先
の
ワ
ー
ク
キ
ャ

リ
ア
や
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
で
出
会
う
課
題
に

取
り
組
む
姿
勢
に
も
引
き
継
が
れ
る
だ
ろ

う
。
評
価
に
際
し
て
は
、
学
び
に
対
し
て
粘

り
強
い
取
り
組
み
を
行
う
と
と
も
に
、
自
ら

の
学
び
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
意
思
的
な
側

面
に
注
目
し
、
将
来
質
の
高
い
課
題
解
決
を

成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
育
成
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

禍
福
は
糾
え
る
縄
の
ご
と
し

糾
え
る
縄
の
ご
と
く
、
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク

と
い
う「
禍
」
は
、
学
校
で
の「
学
び
の
意

味
」
を
再
建
し
、
生
徒
の
未
来
へ
の「
希
望
」

を
取
り
戻
す
と
い
う「
福
」
へ
と
転
じ
る
契

機
に
も
な
る
。
カ
ミ
ュ
は
、
小
説『
ペ
ス
ト
』

の
中
で
、「
絶
望
に
慣
れ
る
こ
と
は
絶
望
そ

の
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
」
と
述
べ
る
。

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
シ
ョ
ッ
ク
の
学
校
に
お
い

て
、
ぼ
く
た
ち
教
師
が
で
き
る
こ
と
は
、
授

業
を
通
し
て
絶
望
に
抗
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
際
、
キ
ャ
リ
ア
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

と
い
う
授
業
づ
く
り
の
視
点
は
、
未
来
へ
の

「
希
望
」
へ
と
至
る
水
先
案
内
を
果
た
す
だ

ろ
う
。
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