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１
．�「
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
」
を
推
進
す
る
た
め
の
副
校
長
・

教
頭
の
役
割

　
「
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
」
の
文
言
を
耳
に
す
る
た
び
に
、
あ
る

管
理
職
か
ら
の
質
問
を
思
い
出
し
ま
す
。

　
「
中
教
審
は
こ
の
た
び
『
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
』
に
つ
い
て
提

言
し
ま
し
た
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
学
校
は
こ
れ
か
ら
『
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
』
よ
り
『
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
』
に
重
点
を
移
せ
と
い
う

こ
と
で
す
ね
」

　

こ
れ
に
は
、「
い
え
違
い
ま
す
。『
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
』
を
意

識
す
る
こ
と
で
、『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
を
よ
り
推
進
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
方
針
は
揺

ら
い
で
い
ま
せ
ん
」
と
助
言
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
学
校
現
場
が
「
個
別
最
適
な

学
び
と
協
働
的
な
学
び
」
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
講
演
時
な
ど
で
そ
の
意

義
を
丁
寧
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
肝
に
銘
じ
ま
し
た
。

２
．「
個
別
最
適
化
さ
れ
た
学
び
」
と
「
個
別
最
適
な
学
び
」

　

こ
こ
か
ら
は
、
副
校
長
・
教
頭
の

皆
さ
ん
に
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
つ
も
り
で
綴
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
、「
個
別
最
適
化
さ
れ
た
学

び
」
と
「
個
別
最
適
な
学
び
」
の
違

い
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
文
部
科
学

省
の
文
書
を
見
る
と
、
以
前
は
「
個

別
最
適
化
さ
れ
た
学
び
」
と
表
現
さ

れ
て
い
た
の
が
、
あ
る
と
き
か
ら

「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
い
う
表
現

に
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
重

要
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
簡
単
に
言
え
ば
、「
個
別
最
適
化
さ
れ
た
学
び

＝
教
師
が
主
体
」「
個
別
最
適
な
学
び
＝
子
ど
も
が
主
体
」
で
す
。
こ
の
違
い
が
、

「
個
別
最
適
な
学
び
」
の
図
に
示
さ
れ
た
「
自
ら
学
習
を
調
整
」
と
い
う
文
言
と

強
く
関
係
し
ま
す
。

　

副
校
長
・
教
頭
と
し
て
、「
個
別
最
適
な
学
び
」
を
教
職
員
に
伝
え
る
際
に
は
、

「
自
ら
学
習
を
調
整
」
と
い
う
文
言
の
強
調
が
必
要
で
す
。
子
ど
も
自
身
が
自
ら

を
振
り
返
り
、
学
習
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
や
さ
ら
に
深
め
た
い
と
こ
ろ
を
子
ど
も

自
身
が
決
め
て
進
め
て
い
く
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
「
自
ら
学

習
を
調
整
」
と
い
う
文
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

私
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
、「
自
ら
学
習
を
調
整
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
〇
先
生
と
ず
っ
と
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と
い
う
子
ど
も
が
い
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
教
師
は
そ
の
子
ど
も
か
ら
い
つ
か
は
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
生
が
い

な
く
な
っ
て
も
、
自
ら
を
振
り
返
り
、
自
身
の
次
の
学
び
を
決
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
れ
が
『
自
ら
学
習
を
調

整
』
と
い
う
文
言
な
の
で
す
」

３
．
一
人
一
台
端
末
活
用
を
踏
ま
え
た
「
個
別
最
適
な
学
び
」

　

中
教
審
等
が
提
示
し
た
「
指
導
の
個
別
化
」「
学
習
の
個
性
化
」
に
関
す
る
文

言
を
よ
く
見
る
と
、
一
人
一
台
情
報
端
末
活
用
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
す
。
副
校
長
・
教
頭
は
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
を
推
進
す
る
立
場
で

す
の
で
、
こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
で
す
。

⑴
指
導
の
個
別
化

　

学
習
内
容
の
確
実
な
定
着
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ど
う
し

て
も
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
習
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理

解
度
や
ペ
ー
ス
、
学
び
や
す
い
方
法
な
ど
に
応
じ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
教

師
の
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
進
め
て
い
く
学
習
の
こ
と
。
大
切
な
こ
と
は
、

「主体的・対話的で深い学び」を
生み出すための指導・助言
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子
ど
も
自
身
が
ど
の
よ
う
に
学
び
を
進
め
て
い
く
か
を
決
め
て
い
く
こ
と
。

こ
れ
を
「
自
ら
学
習
を
調
整
」
と
表
記
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
進
度
が
異
な
る
の
で
、
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
学
習
を
先
生

一
人
で
管
理
す
る
の
は
大
変
だ
が
、（
Ａ
）
端
末
を
活
用
す
れ
ば
ク
ラ
ウ
ド

上
で
子
ど
も
た
ち
の
進
度
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。（
記
号
・
傍

線
筆
者
）

⑵
学
習
の
個
性
化

　

子
ど
も
た
ち
が
「
何
を
学
び
た
い
か
」「
何
を
深
め
た
い
か
」「
何
を
広
げ

て
い
き
た
い
か
」
な
ど
、
一
人
一
人
が
違
う
課
題
意
識
を
も
っ
て
、
多
様
な

調
べ
方
で
自
分
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
学
習
。（
Ｂ
）
違
う
課
題
意
識
を

も
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
や
学
び
方
は
一
人
一
人
違

う
。
調
べ
る
内
容
や
調
べ
方
が
違
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
し
た
い
と
思
う
子
ど
も
も
い
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
い
と
思
う
子
ど
も

が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
図
書
館
へ
行
き
た
い
と
い
う
子
ど
も
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
。

　
「
自
ら
学
習
を
調
整
」
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
課
題

に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
に
課
題
解
決
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
学
習
過
程
は
子

ど
も
た
ち
自
身
が
決
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
。（
記
号
・
傍
線
筆
者
）

　

子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
情
報
端
末
を
使
っ
て
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
ク
ラ
ウ
ド

上
の
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
で
学
習
を
進
め
て
い
る
と
し
ま
す
。
教
師
が
そ
の
状
況
を

把
握
す
る
時
に
、
一
人
一
人
の
端
末
を
見
る
こ
と
な
く
、
ク
ラ
ウ
ド
上
で
全
て
の

子
ど
も
の
状
況
が
一
覧
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
（
Ａ
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
人
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
学
び
方
の
違
い
に
対
応
す
る

た
め
に
、
一
人
一
台
情
報
端
末
を
大
い
に
活
用
し
て
い
る
姿
が
浮
か
ぶ
で
し
ょ
う

か
。

　
「
個
別
最
適
な
学
び
」
を
進
め
る
上
で
、
一
人
一
台
情
報
端
末
活
用
は
有
効
で

あ
る
こ
と
を
、
副
校
長
・
教
頭
の
立
場
で
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

４
．�「
協
働
的
な
学
び
」
を
推
進
す

る
た
め
に

　

中
教
審
等
は
、
こ
の
図
を
示
し
、

次
の
よ
う
な
文
言
（
筆
者
一
部
改

変
）
で
「
協
働
的
な
学
び
」
を
示
し

て
い
ま
す
。

・�

一
人
一
人
が
少
し
ず
つ
違
う
テ
ー

マ
で
学
ん
で
い
く
際
に
、
学
習
者

が
孤
立
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
大
切
。

・�

そ
れ
ぞ
れ
が
学
ん
で
い
る
こ
と

を
、
お
互
い
に
参
照
し
合
い
、
俯

瞰
的
に
見
て
も
ら
っ
た
り
、
助
け
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
。
求
め
ら

れ
る
の
が
「
協
働
的
な
学
び
」

・�

一
人
一
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
、
学
ん
で
い
る
こ
と
は
少
し
ず
つ
違
う
が
、
お

互
い
が
参
照
し
合
い
、
啓
発
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
学
び
を
深
め
た
い
。

・�「
あ
の
人
の
や
り
方
す
ご
い
な
、
私
も
あ
の
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
」「
あ
の
人

の
学
ん
で
い
る
通
り
に
私
も
や
っ
て
み
よ
う
か
な
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
に

啓
発
し
合
う
た
め
に
、
一
人
一
台
情
報
端
末
を
活
用
し
て
ク
ラ
ウ
ド
上
で
子
ど

も
の
学
習
状
況
を
可
視
化
し
た
い
。

　
「
協
働
的
な
学
び
」
に
お
い
て
も
、
一
人
一
台
情
報
端
末
と
ク
ラ
ウ
ド
が
登
場

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
副
校
長
・
教
頭
に
は
、

「
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
」
を
推
進
す
る
た
め
に
、「
一
人
一
台
情
報

端
末
活
用
」
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
識
し
て
、
自
校
の
授
業
改
善
の
助
言

を
し
た
り
、
環
境
整
備
を
し
た
り
す
る
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

〈連載テーマ①〉

「Society5.0時代の学校教育」


