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【
指
導
案
】 　
第
37
回

　
「
し
っ
か
り
し
た
指
導
案
を
つ
く
っ
て
よ
い
授
業
を
し
た

い
」
と
い
う
願
い
は
、
ま
だ
教
員
の
多
く
が
持
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
教
育
実
習
の
訪
問
指
導
に
行
っ
て
も
、
実
習
生
の
話

す
時
間
の
長
い
授
業
は
、
子
ど
も
の
頭
が
動
い
て
い
な
か
っ

た
と
指
摘
さ
れ
る
。
発
問
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
が

考
え
工
夫
し
、
教
員
の
説
明
で
は
な
く
、
子
ど
も
た

ち
自
身
が
教
員
の
教
え
た
か
っ
た
こ
と
（
＝
授
業
目

標
）
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
し
て
指
導
案
で
の
予
想
を

超
え
て
い
く
よ
う
な
授
業
が
、
若
い
教
員
の
間
で
も

幅
広
く
〈
理
想
〉
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　
「
教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
で
「
授
業
設

計
」
が
主
軸
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
今
、
一
番

大
事
な
こ
と
は
、
授
業
後
に
、
指
導
案
の
展
開
に

即
し
て
、
一
度
授
業
目
標
や
ね
ら
い
を
括
弧
に
入
れ
て
、
ま

ず
は
子
ど
も
た
ち
の
実
際
の
様
子
を
具
体
的
に
つ
か
む
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
子
ど
も
主
体
の
授
業
づ
く
り
の
サ
イ
ク

ル
（
回
路
）
へ
の
確
か
な
入
口
に
な
る
。

　
日
生
連
で
は
、
実
践
記
録
を
検
討
し
て
学
ぶ
ス
タ
イ
ル
が

主
に
な
っ
て
い
る
が
、
経
験
の
浅
い
教
員
に
と
っ
て
は
、
指

導
案
の
検
討
の
機
会
が
な
い
と
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の

授
業
に
は
活
か
し
に
く
い
。
経
験
の
あ
る
教
員
や
研
究
者
は
、

実
践
記
録
か
ら
頭
の
中
で
「
指
導
案
」
を
「
復
元
」
し
、
ま

た
次
の
「
指
導
案
」
を
「
構
想
」
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
業

を
共
有
す
る
回
路
を
つ
く
る
こ
と
は
課
題
だ
。

　
文
献
①
は
、
生
徒
の
認
識
の
価
値
欠
落
性
と
、

文
化
財
（
教
材
）
の
所
与
性
が
、
教
師
の
教
授
を

「
適
用
の
技
術
」
に
「
形
式
化
」「
定
型
化
」
す
る

危
険
性
を
示
し
た
が
、
文
献
②
は
そ
の
中
で
、
オ

ー
フ
ェ
ル
ベ
ル
ク
、
デ
ィ
ー
ス
タ
ー
ヴ
ェ
ー
タ
、

槇
山
英
次
ら
の
「
生
徒
か
ら
問
が
発
せ
ら
れ
る
よ

う
」
な
「
発
問
」
へ
の
発
問
論
の
進
化
を
指
摘
し

て
い
る
。
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