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れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本
実
践
に
先
立
っ
て
、「
防
災
の
日
」
に
関
す
る

新
聞
記
事
を
引
用
し
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
に
「
歴
史
の
授
業
で
過
去
の
災

害
を
学
習
す
る
意
義
は
何
か
」
を
問
い
か
け
て
み
た
。
答
え
は
、「（
プ
レ

ー
ト
の
動
き
な
ど
か
ら
）
地
震
の
周
期
を
一
般
化
で
き
る
」「
起
こ
り
う

る
リ
ス
ク
を
予
想
し
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
に
役
立
て
る
」

「
過
去
の
文
献
な
ど
か
ら
地
震
の
前
兆
を
探
る
」「
津
波
な
ど
に
関
す
る
口

碑
伝
承
を
継
承
す
る
」
な
ど
で
あ
っ
た
。

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
ど
れ
も
重
要
な
視
点
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
気

に
な
る
の
は
、「
誰
が
そ
れ
を
行
う
の
か
」
と
い
う
そ
の
主
体
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
彼
ら
の
回
答
は
、
最
後
の
事
例
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
専
門
的

な
知
識
を
要
し
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
解
析
な
ど
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、
国
や
自
治
体
に
任
せ
き
る
の
で
は
な

く
一
人
一
人
が
防
災
の
担
い
手
だ
と
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
回

答
か
ら
、
生
徒
た
ち
が
捉
え
た
災
害
学
習
の
意
義
と
、
彼
ら
自
身
が
で
き

る
こ
と
、
す
べ
き
こ
と
の
間
に
存
在
す
る
距
離
に
気
づ
く
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

で
は
、
よ
り
「
自
分
ご
と
」
と
し
て
災
害
を
捉
え
る
た
め
に
、
日
本
史

と
い
う
科
目
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
本
実

践
は
こ
う
い
っ
た
関
心
に
基
づ
い
た
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
り
、
加
え
て

歴
史
科
目
と
地
理
科
目
に
お
け
る
見
方
や
考
え
方
、
得
ら
れ
た
知
識
を
複

合
的
に
活
用
さ
せ
る
授
業
に
つ
い
て
の
一
つ
の
提
案
で
あ
る
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

一
　
日
本
史
で
「
防
災
」
を
扱
う
と
い
う
こ
と

本
実
践
は
筑
波
大
学
附
属
高
校
の
二
年
生
必
修
科
目
「
日
本
史
A
」
の

単
元
「
第
一
次
世
界
大
戦
と
日
本
」
中
に
お
い
て
、「
関
東
大
震
災
」
を

テ
ー
マ
に
地
理
の
担
当
教
諭
の
中
村
光
貴
が
前
半
一
時
間
を
、
私
が
後
半

一
時
間
を
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
半
一
時
間
分
の
実
践
に
つ
い
て
は
、

『
歴
史
と
地
理
』
第
七
一
三
号
「
地
理
の
研
究
」
一
九
八
号
（
二
〇
一
八

年
四
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、
高
等
学
校
を
含
む
教
育
活
動
全
体
に
お
い
て
、
防
災
の
視
点
が

重
要
で
あ
る
こ
と
は
昨
今
で
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
直
近

で
も
二
〇
一
七
年
に
九
州
北
部
豪
雨
、
二
〇
一
八
年
六
月
に
大
阪
府
北
部

を
震
源
と
す
る
地
震
、
七
月
に
西
日
本
豪
雨
な
ど
が
発
生
し
、
防
災
に
対

す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
い
る
。
で
は
、
高
等
学
校
地
理
歴
史
科
、
特
に
日

本
史
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
災
害
や
防
災
と
い
う
テ
ー
マ
は
ど
う
扱
わ

（
1
）

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト

地
歴
連
携
に
よ
る
授
業
開
発
の
試
み

─
関
東
大
震
災
を
テ
ー
マ
と
し
て

─
大庭大輝
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二
　
授
業
の
ね
ら
い
と
資
料
の
例
示

先
に
述
べ
た
課
題
を
念
頭
に
、
授
業
の
ね
ら
い
の
一
つ
を
防
災
に
つ
い

て
の
当
事
者
意
識
の
喚
起
に
お
い
た
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
地
理

と
の
連
携
を
意
識
し
つ
つ
も
歴
史
学
習
の
基
本
で
あ
る
資
料
、
特
に
文
字

資
料
（
史
料
）
の
重
要
性
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
も
う
一
つ
の
目

標
と
し
た
。
授
業
で
は
、
ま
ず
導
入
と
し
て
授
業
者
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
ソ
フ
ト
を
使
い
前
時
の
復
習
と
、
本
授
業
に
向
け
た
関
心
や
意
欲
の

喚
起
を
、
続
い
て
各
種
資
料
の
紹
介
と
そ
の
読
み
取
り
方
の
確
認
を
、
講

義
と
生
徒
と
の
問
答
を
中
心
に
行
っ
た
。
そ
の
後
、
生
徒
た
ち
が
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
資
料
を
読
み
、
気
づ
い
た
こ
と
や
得
ら
れ
た
知
見
を
グ
ル
ー
プ

単
位
の
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
前
時
の
活
動
に
も
触

れ
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
歴
史
学
習
で
震
災
を
取
り
上
げ
た
意
味
を
確
認

し
て
計
二
時
間
の
関
東
大
震
災
に
関
す
る
授
業
が
完
結
し
た
。
以
下
、
展

開
に
沿
っ
て
そ
の
概
要
を
述
べ
て
い
き
た
い
（
表
1
参
照
）。

ま
ず
、
前
時
に
地
理
の
観
点
で
学
ん
だ
関
東
大
震
災
の
発
生
日
時
、
規

模
、
震
源
、
被
害
の
概
要
を
復
習
し
た
。
そ
の
上
で
、
歴
史
の
観
点
か
ら

震
災
を
学
ぶ
こ
と
を
意
識
づ
け
る
た
め
に
、
導
入
と
し
て
一
つ
の
問
い
か

け
を
し
た
。
熊
本
地
震
（
二
〇
一
六
年
）・
新
潟
県
中
越
地
震
（
二
〇
〇

四
年
）
と
、
阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
）・
東
日
本
大
震
災
（
二

〇
一
一
年
）
を
例
に
、
そ
の
名
称
が
異
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
も
の
で

時間 学習活動 指導の手立て 評価
3
分

前時の復習や定期考査の問題を
手掛かりに，学習課題を把握す
る。

生徒自身の意見を紹介して関心
をひきつけると共に，既存の概
念を揺さぶるよう工夫する。

導入の問いに関するやり取り
などから。
〔関心・意欲・態度〕

7
分

新聞資料や体験記を手掛かり
に，資料の読み取りの手立てと
本日の学習課題について把握す
る。

着目点を絞ることによって，生
徒が資料をどう読めばよいか理
解できるよう援助する。

『震災彙報』，『京都日出新聞』，
田山『東京震災記』，河竹「遭
難記」，などの読み取りから。
〔資料活用の技能〕

15
分

授業前半で示された事例を手掛
かりに，グループごとに協力し
て課題に取り組む。

作業内容が把握できているか，
協力して取り組めているか，各
グループの作業の様子を確認
し，適宜助言する。

資料から読み取った情報の解
釈・意義付けとグループでの
レポートの作成から。
〔思考・判断・表現〕

20
分

各グループの作業で得た気づき
を共有し，まとめの課題に取り
組む。

題意に沿ったレポートになって
いるか，本時のまとめとして適
切な内容になっているか，観察
する。

5
分

本時の学びを振り返り，自己評
価を行う。
後日アプリ（Google Classroom）
内で相互評価を行う

本時の作業をまとめ，生徒自身
による更なる気づきや学びのた
めの動機付けを行う。
相互評価について指示する。

個人の感想やレポート，相互
評価から。
〔関心・意欲・態度〕

表1　本時の展開
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あ
る
。
こ
れ
は
、
過
去
の
災
害
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
名
付
け
る
か
と
い

う
こ
と
の
中
に
、
政
府
お
よ
び
私
た
ち
が
そ
の
災
害
に
伴
う
被
害
や
影
響

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
い
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
あ
る
災
害
が
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、

「
震
災
」
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
々
の
営
み
に
つ
い
て
学

ぶ
歴
史
学
習
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。

続
い
て
、
三
種
類
の
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
関
東
大
震
災
に

つ
い
て
何
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
教
室
全
体
で
確
認
し

た
。
一
つ
目
の
資
料
は
『
震
災
彙
報
』
で
あ
る
。『
震
災
彙
報
』
は
、
震

災
対
応
の
中
で
勅
令
三
九
七
号
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
臨
時
震
災
救
護
事

務
局
が
、
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
九
月
二
日
午
後
七
時
に
第
一
号
を

発
行
し
た
公
報
で
あ
っ
た
。
帝
都
の
各
新
聞
社
が
被
災
し
て
情
報
が
途
絶

し
、
内
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
官
庁
も
被
害
を
受
け
て
官
報
す
ら
ガ
リ
版

で
出
さ
れ
た
中
で
、
被
災
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
貴
重
な
情
報
源
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
震
災
彙
報
』
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
得
ら
れ

る
が
、
授
業
で
は
第
五
号
（
九
月
四
日
午
後
十
一
時
発
行
）
に
掲
載
さ
れ

た
、
警
視
庁
に
よ
る
被
災
者
救
護
の
状
況
を
取
り
上
げ
た
。
震
災
発
生
か

ら
三
日
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
点
で
、
本
部
（
こ
の
時
点
で
は
府

立
第
一
中
学
校
と
思
わ
れ
る
）
で
も
医
師
一
六
人
（
助
手
二
〇
人
）
に
対

す
る
傷
病
者
数
二
五
三
人
と
、
医
師
一
人
当
た
り
一
六
人
程
度
の
患
者
を

抱
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
被
害
の
大
き
か
っ
た
深
川
西
平
野
署
管
内
は

医
師
一
人
（
助
手
四
人
）
で
四
九
三
人
の
患
者
を
抱
え
て
い
る
。
被
災
者

へ
の
手
当
て
が
全
く
行
き
届
か
な
く
、
か
つ
地
域
的
に
大
き
な
偏
り
が
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
資
料
は
、『
京
都
日
出
新
聞
』（
九
月
三
日
付
、
付
録
）
の
記

事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
元
老
の
松
方
正
義
の
死
去
と
い
う
誤
報
や
、

朝
鮮
人
の
暴
動
に
関
す
る
記
事
の
削
除
の
跡
が
確
認
さ
れ
る
。
先
述
の
通

り
東
京
の
主
要
新
聞
社
が
新
聞
を
発
行
で
き
て
い
な
い
点
、
一
方
で
独
自

に
情
報
を
得
た
地
方
の
新
聞
が
震
災
の
被
害
を
伝
え
て
い
た
も
の
の
、
情

報
が
錯
綜
し
て
い
る
様
子
を
読
み
取
っ
て
も
ら
っ
た
。

以
上
の
活
動
の
ね
ら
い
は
、
二
種
の
文
字
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
情
報
を
引
き
出
し
、
歴
史
的
な
見
方
や
考
え
方
を
働
か

せ
て
そ
の
情
報
を
解
釈
し
、
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

最
後
に
提
示
し
た
資
料
は
、
文
学
者
ら
が
残
し
た
震
災
体
験
記
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
豊
多
摩
郡
代
々
幡
町
（
現
在
の
渋
谷
区
）
で
被
災
し
た
作

家
の
田
山
花
袋
と
、
本
所
区
南
双
葉
町
（
現
在
の
墨
田
区
）
で
被
災
し
た

演
劇
研
究
者
の
河
竹
繁
俊
の
震
災
体
験
記
で
あ
る
。
震
災
後
の
回
想
で
あ

る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、「
こ
の
く
ら
い
で
す
め
ば
、
そ
う
大
し
て
大

地
震
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
感
想
を
記
し
た
田
山
と
、

「
大
嵐
の
通
り
過
ぎ
る
時
よ
り
も
、
も
っ
と
根
本
的
に
凄
惨
な
光
景
が
、

た
ち
ま
ち
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
」
と
い
う
河
竹
の
体
感
に
は
大
き
な
差
が

（
5
）

（
6
）
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あ
る
。
そ
の
差
は
な
ぜ
生
じ
た
か
と
問
い
か
け
た
と
き
、
生
徒
た
ち
は
前

時
に
学
ん
だ
東
京
市
内
で
の
地
形
や
地
盤
に
よ
る
震
度
の
差
を
思
い
起
こ

し
、
歴
史
と
地
理
の
見
方
・
考
え
方
を
複
合
的
に
働
か
せ
、
い
わ
ば
「
主

観
的
」
な
体
験
記
と
い
う
情
報
と
、「
客
観
的
」
な
地
形
や
震
度
と
い
う

情
報
が
結
び
合
う
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

三
　
グ
ル
ー
プ
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
と
評
価

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
は
資
料
か
ら
震
災
当
時
の
生
々
し
い
状
況
が
復
元

で
き
る
こ
と
を
知
り
、
地
理
的
な
情
報
と
歴
史
上
の
資
料
が
結
び
つ
く
こ

と
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
気
づ
い
た
上
で
、
新
た
に
提
示
さ
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
か
ら
、
み
ず
か
ら
震
災
か
ら
の
教
訓
と
し
て
重
要
な
情
報
を

掬
い
取
り
、
グ
ル
ー
プ
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
形
で
ま
と
め
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
は
提
示
し
た
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

田
山
花
袋
『
東
京
震
災
記
』（
一
九
二
四
年
）、
河
竹
繁
俊
「
遭
難

記
」（
一
九
二
四
年
）、『
小
樽
新
聞
』
号
外
（
一
九
二
三
年
九
月
二

日
・
三
日
付
）、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
号
外
（
一
九
二
三
年
九
月
二

日
）、「
朝
鮮
人
暴
動
に
対
す
る
流
言
に
関
し
て
の
取
締
通
牒
」

（
一
九
二
三
年
九
月
三
日
）、「
臨
時
震
災
救
護
事
務
局
警
備
部
打
合

せ
」（
一
九
二
三
年
九
月
三
日
）、
染
川
藍
泉
『
震
災
日
誌
』

（
一
九
二
三
年
）

す
べ
て
の
生
徒
が
す
べ
て
の
資
料
を
扱
う
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
も
あ

（
7
）

る
の
で
、
A
―
主
に
体
験
記
を
中
心
に
扱
う
グ
ル
ー
プ
、
B
―
主
に
新
聞

記
事
を
扱
う
グ
ル
ー
プ
、
C
―
朝
鮮
人
を
め
ぐ
る
流
言
飛
語
や
情
報
統
制

を
扱
う
グ
ル
ー
プ
の
、
ひ
と
班
五
人
程
度
で
三
種
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て

資
料
を
分
析
さ
せ
、
A
～
C
そ
れ
ぞ
れ
で
得
た
知
見
を
持
ち
寄
っ
て
共
有

す
る
ジ
グ
ソ
ー
学
習
の
形
式
を
採
用
し
た
。
グ
ル
ー
プ
レ
ポ
ー
ト
は
、
A

～
C
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
を
読
み
解
い
た
生
徒
が
得
た
情
報
を
総
合
し
て
作

成
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、（
1
）
今
回
提
示
さ
れ
た
資
料
か

ら
分
か
る
こ
と
、
学
べ
る
こ
と
、（
2
）
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
他
に
ど
の

よ
う
な
性
格
の
資
料
を
加
え
る
と
さ
ら
に
活
用
で
き
る
か
、（
3
）
授
業

全
体
を
通
じ
て
歴
史
の
観
点
か
ら
震
災
を
学
ぶ
意
義
、
の
三
点
を
柱
と
し

た
。ち

な
み
に
、
A
に
与
え
た
資
料
群
か
ら
は
、
避
難
途
中
に
ど
う
い
っ
た

混
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
そ
の
混
乱
の
中
で
人
々
は
ど
う
行
動
し
た
か

を
生
徒
が
読
み
取
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
B
は
地
方
新
聞
は
震
災
を
ど
の

よ
う
に
伝
え
て
い
る
か
、
ど
の
程
度
、
そ
し
て
ど
う
い
っ
た
誤
報
が
生
じ

て
い
る
か
、
C
で
は
ど
の
よ
う
な
流
言
飛
語
な
ど
が
、
な
ぜ
発
生
し
、
防

ぎ
得
な
か
っ
た
の
か
、
が
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
を
一
応
想
定
し

て
い
た
が
、
資
料
に
は
そ
の
他
に
も
豊
富
な
情
報
が
内
在
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
生
徒
自
身
が
何
ら
か
の
気
づ
き
を
得
、
震
災
の
教
訓
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
が
最
大
の
目
標
で
あ
る
。

実
際
に
生
徒
た
ち
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
紹
介
し
た
い
（
図
1
参
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照
）。
評
価
は
上
か
ら
、「
4
―
歴
史
・
地
理
双
方
の
学
び
を
踏
ま
え
た
上

で
、
独
自
の
視
点
も
提
示
し
得
て
い
る
」「
3
―
歴
史
・
地
理
双
方
の
学

び
を
踏
ま
え
て
い
る
」「
2
―
歴
史
・
地
理
い
ず
れ
か
の
学
び
は
踏
ま
え

ら
れ
て
い
る
が
、
複
合
的
な
視
点
に
欠
け
る
」「
1
―
授
業
前
の
段
階
か

ら
深
ま
り
が
な
い
」
と
い
う
四
段
階
で
行
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
二
ク
ラ

ス
全
一
一
班
の
う
ち
、
4
の
評
価
の
も
の
が
三
班
、
3
の
評
価
が
四
班
、

2
の
評
価
が
四
班
で
、
授
業
前
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
班
は
な
く
、
六
割

が
歴
史
と
地
理
の
学
び
で
得
た
知
識
な
ど
を
複
合
的
に
活
用
し
て
レ
ポ
ー

ト
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

実
際
の
レ
ポ
ー
ト
内
容
に
即
し
て
い
え
ば
、「
歴
史
は
人
間
の
学
問
で

あ
る
（
中
略
）
過
去
の
予
期
せ
ぬ
事
件
に
対
し
て
『
人
間
』
は
ど
の
よ
う

に
感
じ
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
件
は
ど
の
よ
う
な

解
決
を
得
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」「
そ
し
て
、
そ
の

知
識
が
我
々
と
い
う
『
人
間
』
が
事
件
に
遭
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
行

動
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
教
え
て
い
る
」
や
、
さ
ら
に
発
展
し
て
「
教
訓
を

活
か
し
て
い
る
だ
け
で
い
い
の
か
？
」「（
技
術
の
発
達
等
で
）
今
だ
か
ら

で
き
る
発
見
も
あ
る
」
の
で
「
先
回
り
を
し
た
対
策
も
必
要
」
な
ど
の
記

述
を
高
く
評
価
し
た
。

四
　
ま
と
め
と
、
あ
ら
た
め
て
資
料
か
ら
災
害
を
考
え
る

レ
ポ
ー
ト
の
作
成
の
の
ち
、
再
び
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
簡
単
に
授
業
の

（
8
）

図1　生徒のレポート（一部）
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ま
と
め
を
行
っ
た
。
授
業
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、「
帝
都

大
震
火
災
系
統
地
図
」（
図
2
参
照
）
を
基
に
、
い
わ
ゆ
る
「
神
田
区
和

泉
町
の
奇
跡
」
を
地
図
と
報
告
書
両
面
か
ら
紹
介
し
、
地
理
情
報
と
文
字

情
報
を
総
合
す
る
有
用
性
を
改
め
て
確
認
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
田
山

の
前
掲
書
よ
り
次
の
文
章
を
紹
介
し
た
。

震
災
記
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
私
の
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
だ

け
で
、
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
本
当
に
詳
し
く
知

ろ
う
と
思
う
の
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
記
録
も
、
い
ろ
い
ろ
な
新
聞
記

事
も
引
張
り
出
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
も
の
は
多
く
は
記
述
と
説
明
で
、
描
写
は
し
て
い

な
い
か
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
知
れ
て
も
、

本
当
の
光
景
や
感
じ
や
気
分
は
わ
か
ら
な
い
。

「
情
報
の
混
乱
な
ど
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
大
災
害
の

要
因
を
知
っ
た
」「
自
分
が
混
乱
し
て
い
る
と
き
に
ど
う
対
処
で
き
る
か

考
え
る
こ
と
が
大
切
」「
人
の
体
験
談
が
平
和
学
習
以
外
で
実
質
的
に
役

立
つ
こ
と
が
意
外
」「
体
験
記
と
地
図
の
比
較
関
連
付
け
か
ら
価
値
の
あ

る
情
報
が
得
ら
れ
る
と
わ
か
っ
た
」
な
ど
の
生
徒
個
人
の
授
業
プ
リ
ン
ト

の
感
想
を
読
む
と
、「
客
観
的
」
な
デ
ー
タ
が
重
ん
じ
ら
れ
る
時
代
だ
か

ら
こ
そ
、
田
山
の
最
後
の
一
文
が
持
つ
重
み
を
感
じ
取
り
、
一
人
一
人
が

直
面
す
る
問
題
と
し
て
災
害
を
捉
え
な
お
し
て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
9
）

図2　「大正十二年九月　帝都大震火災系統地図」（部分，山本美編『大正大震火災誌』付録）



29 地歴連携による授業開発の試み

註（1
）�　

本
実
践
に
お
い
て
、
関
東
大
震
災
の
実
態
や
概
要
に
つ
い
て
は
主

に
北
原
糸
子
『
関
東
大
震
災
の
社
会
史
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇

一
一
年
）、
越
澤
明
『
東
京
都
市
計
画
の
遺
産

─
防
災
・
復
興
・

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
）、
鈴
木
淳
『
関
東
大

震
災

─
消
防
・
医
療
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
検
証
す
る
』（
講
談
社
、

二
〇
一
六
年
）、
山
本
美
編
『
大
正
大
震
火
災
誌
』（
改
造
社
、
一
九

二
四
年
）、
吉
村
昭
『
関
東
大
震
災
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
七
七
年
）

を
参
照
し
た
。

（
2
）�　

例
え
ば
、
中
央
防
災
会
議
（
内
閣
府
）
の
災
害
教
訓
の
継
承
に
関

す
る
専
門
調
査
会
が
関
東
大
震
災
を
含
む
過
去
の
災
害
に
関
す
る
詳

細
な
報
告
書
を
出
し
て
お
り
、
ウ
ェ
ブ
上
で
誰
も
が
利
用
可
能
な
状

態
で
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
生
徒
で
知
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

授
業
に
お
い
て
も
、
こ
う
い
っ
た
成
果
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

（
3
）�　

例
え
ば
、
採
録
テ
ー
マ
に
制
約
は
あ
る
に
せ
よ
歴
史
学
研
究
会
編

『
歴
史
を
社
会
に
活
か
す

─
楽
し
む
・
学
ぶ
・
伝
え
る
・
観
る
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
に
防
災
の
観
点
が
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
歴
史
学
や
歴
史
教
育
の
課
題
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。
歴
史
の
視
点
か
ら
災
害
を
取
り
上
げ
た
生
徒
も
手
に
取
り
や

す
い
近
著
と
し
て
は
、
磯
田
道
史
『
天
災
か
ら
日
本
史
を
読
み
な
お

す

─
先
人
に
学
ぶ
防
災
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）
が

あ
る
。

（
4
）�　

新
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
、
獲
得
の
対
象
で
は
な
く
「
は
た

ら
か
せ
る
」
も
の
と
し
て
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
澤
井
陽

介
・
加
藤
寿
朗
編
『
見
方
・
考
え
方　

社
会
科
編

─
「
見
方
・
考

え
方
」
を
働
か
せ
る
真
の
授
業
の
姿
と
は
？
』（
東
洋
館
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
5
）�　

全
国
の
各
新
聞
の
震
災
記
事
は
『
シ
リ
ー
ズ
そ
の
日
の
新
聞　

関

東
大
震
災
』
上
・
下
（
大
空
社
、
一
九
九
二
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

（
6
）�　

文
学
作
品
に
見
ら
れ
る
震
災
記
事
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
己
『
文

豪
た
ち
の
関
東
大
震
災
体
験
記
』（
小
学
館
、
二
〇
一
三
年
）、
児
玉

千
尋
「
関
東
大
震
災
と
文
豪

─
成
蹊
大
学
図
書
館
の
展
示
か
ら
」

（『
成
蹊
国
文
』
四
七
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
し
た
。
特
に
後
者
は

個
人
全
集
等
に
採
録
さ
れ
た
震
災
関
係
文
献
の
リ
ス
ト
な
ど
を
掲
載

し
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
今
回
の
実
践
で
は
活
用
で
き
な
か
っ
た
が
、

生
方
敏
郎
『
明
治
大
正
見
聞
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）

に
は
、
勤
務
校
所
在
地
近
辺
の
震
災
時
の
生
々
し
い
描
写
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
資
料
も
今
後
扱
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
7
）�　

田
山
花
袋
『
東
京
震
災
記
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
、

初
出
は
一
九
二
四
年
）
お
よ
び
河
竹
繁
敏
「
遭
難
記
」（
前
掲
『
大

正
大
震
火
災
誌
』
所
収
、
初
出
は
一
九
二
三
年
）

（
8
）�　

な
お
、
授
業
で
は
各
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
、

教
育
支
援
ア
プ
リ
を
活
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
相
互
評
価
を
行
わ

せ
て
い
る
。

（
9
）�　

な
お
、
本
実
践
を
含
め
た
本
校
地
理
歴
史
科
の
実
践
の
概
要
に
つ

い
て
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
「
平
成
二
十
九
年
度

国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
指
定
校
事
業
研
究
協
議
会
」

に
て
発
表
を
行
っ
た
。
そ
の
場
で
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
歴
史
科
目
独

自
の
見
方
・
考
え
方
の
指
標
の
明
確
化
や
、
防
災
意
識
の
生
徒
へ
の

定
着
の
た
め
の
更
な
る
実
践
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
お
お
ば
・
だ
い
き
／
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭
）


