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こ
こ
で
は
、
講
義
か
ら
実
験
・
実
演
ま
で
を

「
伝
統
的
学
習
法
」、
グ
ル
ー
プ
討
論
以
降
を

「
チ
ー
ム
学
習
」
と
し
て
お
り
、
伝
統
的
学
習

法
が
完
敗
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
無
論
「
平
均

記
憶
率
」
を
「
学
習
効
果
」
と
置
き
換
え
て
い

い
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、

活
動
型
の
授
業
の
ほ
う
が
「
知
識
の
記
憶
」
以

外
の
部
分
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
は
体
験
的
に

明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
「
学
習
の
総

体
で
は
な
く
、
平
均
記
憶
率
に
す
ぎ
な
い
」
と

切
っ
て
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
学
習
指
導
を
考
え
る
と

き
、
ま
ず
踏
み
込
む
べ
き
は
、
学
習
主
体
を
確

立
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
っ

た
方
向
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
し
、先
述
の
「
熟
考・

評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら

も
考
え
ら
れ
る
。
私
自
身
は
、ア
ク
テ
ィ
ブ・ラ
ー

ニ
ン
グ
と
ひ
と
く
く
り
で
言
う
よ
り
も
、「
熟

考
・
評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
と
い
っ
た
読
み

の
層
を
明
確
に
指
導
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
冒
頭
に
あ
げ
た
私
の
公
開
研
究
授
業
の
提
案

は
、「
熟
考
・
評
価
」
あ
る
い
は
「
批
評
」
に

向
か
わ
せ
る
た
め
に
「（
説
明
的
文
章
指
導
の
）

通
読
段
階
」
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
す
る
か
と
い

う
試
み
で
あ
っ
た
。
決
し
て
新
し
い
こ
と
を

提
案
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
熟
考
・
評
価
」

あ
る
い
は
「
批
評
」
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
は

「
通
読
」
段
階
を
要
約
や
語
句
の
確
認
で
終
わ
ら

せ
る
の
で
は
な
く
、
読
み
の
課
題
を
も
た
せ
る

よ
う
な
営
み
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
来
の
三
読
法
で
も
「
主
題
の
仮
説
」

の
よ
う
な
形
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
授
業
を
可
能
に
し
た
の

は
、
そ
う
い
う
展
開
が
可
能
だ
っ
た
教
材
で
あ

る
と
い
う
点
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
松
沢
哲
郎「
想
像
す
る
力
」は
、
根
本
の
と

こ
ろ
に
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題
を
置

き
、
実
験
結
果
に
基
づ
い
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

な
ど
の
特
徴
を
人
間
と
比
較
し
な
が
ら
、
人
間

と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
差
異
化
し
て
い
る
の
は

「
想
像
力
」の
有
無
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
教
材
は
、写
真
や
図
版
の
意
味
の
吟
味
、

小
見
出
し
の
吟
味
、具
体
例
の
意
味
づ
け
な
ど
、

「
生
活
能
力
と
し
て
の
読
む
力
」
を
育
て
る
の

に
格
好
の
教
材
で
あ
る
が
、「
こ
こ
に
何
が
書

か
れ
て
い
る
か
」
で
は
な
く
、「
こ
の
文
章
か

ら
あ
な
た
は
何
を
考
え
る
か
」
を
突
き
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
教
材
で
も
あ
る
。
そ
の
問
い
に

よ
っ
て
学
習
者
主
体
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
え
て
言
え
ば
、「
通
読
段
階
で
何
が
書
か

れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
文
章
」
を
教
師
が
解

説
す
る
と
い
う
授
業
で
は
な
く
、
通
読
段
階
で

「
こ
の
文
章
か
ら
あ
な
た
は
何
を
考
え
る
か
」

と
い
う
問
い
を
出
発
点
と
す
る
授
業
、
そ
し
て

そ
れ
を
可
能
に
す
る
教
材
が
、
第
一
義
に
は
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
授
業
改
善
の
一
視
点
と
し
て
、
以
上
の
よ
う

に
指
導
方
法
と
教
材
（
教
科
書
）
と
の
関
係
を

考
え
て
み
た
。
そ
れ
は
当
然
、
教
科
書
の
「
学

習
課
題
（
手
引
き
）」
に
も
及
ん
で
い
る
問
題

で
あ
る
。

松沢哲郎「想像する力」（『明解　現代文B』）

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
本
稿
で
も
ふ
れ
て
い
る

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
特
集
し
て
い
ま
す
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学
習
指
導
改
善
の
た
め
に

〜
教
材（
教
科
書
）と
指
導
方
法
と
〜

三
浦
和
尚
　
　
愛
媛
大
学
教
育
学
部

　
私
は
近
年
、
愛
媛
大
学
附
属
高
等
学
校
で
公

開
研
究
授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ

の
授
業
で
、
松
沢
哲
郎
「
想
像
す
る
力
」（『
明

解
　
現
代
文
Ｂ
』）
を
学
習
材
と
し
た
。

　
提
案
は
、「
三
読
法
の
見
直
し
」で
あ
る
。「
三

読
法
」
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
簡
略
に
言
え
ば
、

・
通
読
―
―
文
章
内
容
を
概
括
す
る
。

・
精
読
―
―
内
容
を
精
査
す
る
。

・
味
読
―
―
内
容
を
味
わ
い
ま
と
め
る
。

の
読
み
の
層
を
経
る
読
み
方
で
あ
り
、
意
識
的
に

も
無
意
識
的
に
も
、
多
く
の
高
校
国
語
科
学
習
の

「
読
み
」の
形
態
は「
三
読
法
」を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
国
語
科
学
習
指

導
法
開
発
は
、課
題
解
決
型
、国
語
単
元
学
習
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
等
々
、
理
念
と
し

て
は
少
な
く
と
も
三
読
法
を
超
え
て
い
る
。
し

か
し
翻
っ
て
、
現
実
の
高
校
現
場
で
は
三
読
法

を
超
え
る
実
践
が
ど
の
程
度
定
着
し
て
い
る

か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
精
読
の
み
で
終
わ
っ
て

い
な
い
か
。
通
読
・
味
読
が
ど
の
程
度
意
識
的

に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
古
文
の
学
習
な
ど
、
精

読
・
味
読
ど
こ
ろ
か
、
通
釈
に
終
わ
る
通
読
に

と
ど
ま
っ
て
い
な
い
か
。

　
三
読
法
を
新
し
い
と
は
言
わ
な
い
し
、
一
定

の
批
判
も
あ
る
が
、
そ
の
三
読
法
さ
え
消
化
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
は
な
い
か
。

　
三
読
法
を
提
唱
し
た
石
山
脩
平
は
、
当
初
は

「
通
読
・
精
読
・
味
読
」
の
後
に
「
批
評
」
を

入
れ
て
い
た
が
、
批
評
は
解
釈
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
か
ら
外
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
で
「
情
報
の

取
り
出
し
」「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う

過
程
が
示
さ
れ
、「
熟
考
・
評
価
」
の
と
こ
ろ

が
日
本
の
学
習
者
は
弱
い
と
い
う
指
摘
を
受
け

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
三
読
法
を
発
展
さ

せ
て「
批
評
」（
あ
る
い
は「
評
価
」）ま
で
を「
読

み
」
と
考
え
る
こ
と
も
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
。
批

評
あ
る
い
は
評
価
と
い
う
、
読
み
手
の
主
体
が

表
出
さ
れ
る
読
み
が
標
榜
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
私
は
何
も
三
読
法
に
戻
れ
と
か
、
三
読
法
を

徹
底
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か

し
今
日
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が

提
唱
さ
れ
る
理
由
に
は
、
読
み
手
主
体
を
保
障

す
る
と
い
う
理
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
慣
れ

親
し
ん
だ
三
読
法
を
見
直
す
と
い
う
視
点
は
、

決
し
て
無
効
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
、
三
読
法

を
捨
て
て
国
語
単
元
学
習
や
課
題
解
決
学
習
の

よ
う
な
活
動
型
の
学
習
に
変
え
て
い
く
の
か
、

三
読
法
の
有
効
性
を
生
か
し
つ
つ
今
日
的
な
改

変
を
進
め
る
の
か
は
、
教
師
の
問
題
で
あ
る
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
考
え
方

を
支
え
る
根
拠
の
一
つ
に
「
ラ
ー
ニ
ン
グ
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
学
習

効
果
（
平
均
記
憶
率
）
が
、
次
の
よ
う
な
順
に

高
く
な
る
と
い
う
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
。

講義を聞く（5％）

文献・資料を読む（10％）

視聴覚機材を見る・聞く（20％）

実験・実演を見る（30％）

グループ討議をする（50％）

実践的な練習・活動を体験する（75％）

人に教える（90％）


