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Ⅰ
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
の

実
現
状
況
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の

成
果

有
本
（
司
会
）　

五
月
号
、
八
月
号
の
座
談
会

に
続
き
、
一
月
号
で
は
、「
資
質
・
能
力
の
育

成
に
向
け
た
『
指
導
と
評
価
の
一
体
化
』
の
実

現
」
と
題
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
お
話

し
い
た
だ
き
ま
す
。

　

資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け
た
「
指
導
と
評

価
の
一
体
化
」
を
実
現
さ
れ
て
い
る
中
で
、
こ

れ
ま
で
の
成
果
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
て
い
ま
す
か
。

山
本
　
成
果
と
し
て
は
、
教
師
一
人
一
人
が
、

「
育
成
し
た
い
資
質
・
能
力
を
明
確
に
し
て
、

授
業
の
具
体
を
考
え
て
い
く
」
と
い
っ
た
授
業

づ
く
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
、
指
導
主
事
と
い
う
立
場

で
、
様
々
な
研
究
大
会
や
要
請
訪
問
、
研
修
な

ど
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
視
点
か
ら
の
授
業

改
善
」
や
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
の
活
用
」
な
ど
は
、

全
て
、
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
て
き
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
授
業
づ
く

り
に
お
け
る
指
導
案
の
作
成
時
に
は
、
子
供
に

と
っ
て
本
当
に
「
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
か

っ
た
授
業
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と

を
意
識
す
る
よ
う
助
言
し
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末
の
活
用
に
よ
っ
て
、

挙
手
で
の
発
言
が
苦
手
な
子
供
の
意
見
も
汲
み

資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け
た

「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
の

実
現

座談会
資
質・能
力
の
育
成
に
向
け
た
授
業
づ
く
り
３
―
学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
の
指
導
と
評
価
を
軸
に
②
―
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取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末

に
記
入
し
、
学
級
全
体
で
そ
れ
を
共
有
す
る
こ

と
で
、
そ
の
子
供
の
考
え
を
置
き
去
り
に
す
る

こ
と
な
く
、
問
題
解
決
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
よ
り
多
く
の
子
供
の
考
え
を

生
か
す
こ
と
が
、
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
か

う
指
導
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

有
本
　
教
員
研
修
で
も
活
用
で
き
そ
う
で
す
。

山
本
　
当
課
が
主
催
し
て
実
施
し
て
い
る
研
修

は
、
参
集
型
の
研
修
で
あ
っ
て
も
、
で
き
る
限

り
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
公
開
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
当
課
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
方
法
に

制
約
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
オ
ン
デ
マ
ン
ド
の
研

修
を
実
施
し
て
い
て
、「
誰
で
も
、
い
つ
で
も
、

何
回
で
も
見
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
好
評
を

得
て
い
ま
す
。

　

小
学
校
の
教
師
は
、
一
人
で
多
く
の
教
科
等

を
担
当
し
ま
す
の
で
、
全
て
の
教
科
等
の
研
修

を
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
は
、
指
導
力
向
上
に
向
け
た
よ
い
機
会
で

も
あ
り
ま
す
。

　

最
近
は
、
小
・
中
学
校
の
連
携
が
進
み
、
中

学
校
か
ら
の
要
望
を
受
け
る
形
で
、「『
主
体
的

に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
の
評
価
』
に
関
す
る

研
修
」
を
何
度
か
実
施
し
、
学
習
評
価
に
つ
い

て
、
小
・
中
学
校
の
教
師
で
共
有
し
て
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
学
習
評
価
へ
の
関
心
の
高
ま
り

も
、
成
果
の
一
つ
と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。

大
木
　
本
校
で
は
、「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

課
程
」
を
実
現
す
べ
く
、
心
身
の
健
康
の
保
持

増
進
に
関
す
る
教
育
や
消
費
者
に
関
す
る
教
育

に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
を
保
護
者
・
地
域
に

も
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
独
自
に
設
定
し

た
教
育
に
つ
い
て
も
、
教
科
等
で
育
成
す
る
資

質
・
能
力
と
関
連
付
け
や
す
く
な
っ
た
と
い
う

よ
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
資
質

・
能
力
の
三
つ
の
柱
が
、
知
・
徳
・
体
に
わ
た

る
「
生
き
る
力
」
全
体
を
捉
え
、
共
通
す
る
重

要
な
要
素
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の

教
科
等
に
お
い
て
も
、
そ
の
三
つ
の
柱
で
整
理

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
師
が
共
通
用
語

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
に
つ
い
て
話
を
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
科
等

の
学
習
を
関
連
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
学
校
教
育
目
標
と
学
級
経
営
目
標

と
を
、
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
の
視
点
で
整

理
し
た
こ
と
で
、
教
師
に
と
っ
て
も
目
指
す
べ

き
道
筋
が
明
確
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
子
供
の
実

態
を
踏
ま
え
た
目
指
す
姿
も
設
定
し
や
す
く
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
教
育
活
動
全
般

が
、
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
で
整
理
で
き
た

こ
と
は
、
著
し
い
成
果
と
言
え
ま
す
。

　

教
師
が
「
学
力
向
上
」
を
意
識
し
過
ぎ
る
こ

と
で
、
ド
リ
ル
等
の
反
復
練
習
に
陥
る
傾
向
が

見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
課
題
も
ま
だ
ま
だ

あ
り
ま
す
が
、
教
育
活
動
が
資
質
・
能
力
と
関

連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と

を
説
明
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
歓
迎 田窪えり果
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は
じ
め
に

　
『
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
九
年
告
示
）
解

説　

総
則
編
』
で
は
、
第
一
章　

総
説
一
改
訂

の
経
緯
及
び
基
本
方
針
⑴
改
訂
の
経
緯
の
中

で
、「
一
人
一
人
が
持
続
可
能
な
社
会
の
担
い

手
と
し
て
、
そ
の
多
様
性
を
原
動
力
と
し
、
質

的
な
豊
か
さ
を
伴
っ
た
個
人
と
社
会
の
成
長
に

つ
な
が
る
新
た
な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
」（
傍
線
筆
者
）
と
示
し
、

未
来
社
会
を
切
り
拓
く
た
め
の
資
質
・
能
力
を

一
層
確
実
に
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

図
画
工
作
科
の
目
標
や
各
学
年
の
目
標
の
実

現
を
目
指
し
、
各
学
年
の
指
導
の
充
実
を
図
る

た
め
に
は
、
年
間
計
画
や
指
導
内
容
の
選
択
、

題
材
の
設
定
な
ど
を
検
討
し
、
創
意
工
夫
し

て
、
指
導
計
画
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
九
年
告
示
）
解
説

　

図
画
工
作
編
』
の
「
第
３　

指
導
計
画
の
作

成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
１
で
は
、
指
導
計
画

を
作
成
す
る
際
の
配
慮
事
項
が
示
さ
れ
て
お

り
、
⑸
に
お
い
て
、
共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活

動
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。
子
供
た
ち
は
、
共

に
活
動
す
る
中
で
、
お
互
い
の
発
想
や
構
想
、

表
し
方
な
ど
を
交
流
し
な
が
ら
、
そ
の
多
様
性

に
気
付
き
、
表
現
や
鑑
賞
を
高
め
合
い
、
新
た

な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
。
今
日
的
な
課
題

か
ら
も
、
共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
の
一
層

の
充
実
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
図
画
工
作
科
に
お
け
る

資
質
・
能
力
の
育
成
と
、
共
同
し
て
つ
く
り
だ

す
活
動
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
と
は

1
　
「
第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱

い
」１
⑸
で
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
２
の
各
学
年
の
内
容
の
「
Ａ
表
現
」
の
指
導

に
つ
い
て
は
、
適
宜
共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活

動
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
「
Ａ
表
現
」
は
、
⑴
発
想
や
構
想
に
関
す
る

項
目
と
⑵
技
能
に
関
す
る
項
目
が
あ
り
、
ど
ち

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
教
育
課
程
課
教
科
調
査
官

文
化
庁
参
事
官
（
芸
術
文
化
担
当
）
付
教
科
調
査
官

国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
開
発
部
教
育
課
程
調
査
官

小
林
恭
代

図 画
工 作

解 説

共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
の
充
実

共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
を

通
し
た
資
質
・
能
力
の
育
成
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ら
の
項
目
に
も
、
ア
造
形
遊
び
を
す
る
活
動
に

関
す
る
事
項
、
イ
絵
や
立
体
、
工
作
に
表
す
活

動
に
関
す
る
事
項
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
は
、
造
形
遊
び
、

絵
や
立
体
、
工
作
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
適
宜

取
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動
で
は
、

具
体
的
に
子
供
の
ど
の
よ
う
な
姿
が
見
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。

１　
造
形
遊
び
を
す
る
活
動

　

造
形
遊
び
を
す
る
活
動
で
の
第
六
学
年
の
子

供
の
姿
を
見
て
み
よ
う
。
本
題
材
で
は
、
こ
れ

ま
で
に
扱
っ
た
経
験
の
あ
る
材
料
を
用
い
て
、

学
校
内
の
場
所
や
空
間
な
ど
の
特
徴
を
基
に
造

形
的
な
活
動
を
思
い
付
き
、
前
学
年
ま
で
の
経

験
や
技
能
を
総
合
的
に
生
か
し
て
活
動
を
工
夫

し
て
つ
く
る
。

　

造
形
遊
び
を
す
る
活
動
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

子
供
が
材
料
や
場
所
、
空
間
な
ど
に
進
ん
で
働

き
か
け
、
自
分
の
感
覚
や
行
為
を
通
し
て
捉
え

た
形
や
色
な
ど
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
。
そ
し

て
、
材
料
や
場
所
、
空
間
な
ど
と
関
わ
る
こ
と

で
得
た
気
付
き
や
発
想
が
自
然
に
友
達
と
つ
な

が
り
、
活
動
が
展
開
し
て
い
く
。

　

あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
学
校
内
の
様
々
な
場
所

を
巡
り
な
が
ら
活
動
場
所
を
検
討
し
、「
中
庭

に
あ
る
木
の
、
枝
が
広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

材
料
を
組
み
合
わ
せ
て
い
っ
た
ら
、
い
い
感
じ

に
な
り
そ
う
だ
」「
組
み
合
わ
せ
る
の
は
、
ど

ん
な
材
料
が
よ
い
か
」
と
話
し
合
い
、
ど
の
よ

う
に
活
動
し
て
い
く
か
考
え
て
い
た
（
写
真

１
）。
使
う
材
料
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
基

に
話
し
合
い
な
が
ら
、
カ
ラ
ー
テ
ー
プ
や
ひ
も

を
選
び
、
枝
に
絡
ま
せ
て
い
た
。「
も
っ
と
他

の
材
料
も
使
っ
て
み
よ
う
」「
絡
ま
せ
る
だ
け

で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
ぶ
ら
下
げ
て
み
た
ら
い

い
よ
」「
風
が
吹
く
と
、
揺
れ
て
い
い
感
じ
だ

ね
」
な
ど
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
力
を
合

わ
せ
て
よ
り
よ
い
活
動
に
し
よ
う
と
し
て
い
た

（
写
真
２
）。「
こ
こ
に
ひ
も
を
結
ぶ
の
は
僕
が

や
っ
て
い
く
よ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
が
自

然
に
役
割
を
見
い
だ
し
て
活
動
す
る
場
面
も
あ

っ
た
。
一
方
で
、
一
人
で
は
難
し
い
場
面
も
あ

る
。「
こ
こ
に
ひ
も
を
付
け
た
い
ん
だ
け
ど
、

届
か
な
い
ん
だ
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
」

「
じ
ゃ
あ
、
僕
が
枝
を
押
さ
え
て
お
く
か
ら
、

そ
の
間
に
付
け
て
み
て
」
と
、
助
け
合
っ
て
表

す
姿
も
見
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
共
同
し
て
つ
く
り
だ
す
活
動

で
は
共
に
活
動
す
る
中
で
、
一
人
一
人
の
感
じ

方
や
イ
メ
ー
ジ
を
交
流
し
、
友
達
の
表
し
方

や
、
感
じ
方
の
よ
さ
や
違
い
な
ど
に
気
付
き
、

表
現
や
鑑
賞
を
高
め
合
う
姿
が
見
ら
れ
る
。

２　
絵
や
立
体
、
工
作
に
表
す
活
動

　

次
に
、
第
四
学
年
の
立
体
に
表
す
活
動
で
の

子
供
の
姿
を
見
て
み
よ
う
。
本
題
材
は
、
誰
も

見
た
こ
と
が
な
い
「
粘
土
の
島
」
に
つ
い
て
想

像
し
た
こ
と
か
ら
表
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
、

前
学
年
ま
で
の
粘
土
や
用
具
に
つ
い
て
の
経
験

を
生
か
し
、
表
し
た
い
こ
と
に
合
わ
せ
て
表
し

方
を
工
夫
し
て
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
四
人
の
グ
ル
ー
プ
で
一
つ
の
も
の
を
表
す

写真１�　どのように活動をつくっていく
かを話し合う子供

写真２�　様々な方法を試しながら共同し
て活動をつくっていく
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は
じ
め
に

　

本
号
で
は
、「
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
の

活
用
」
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
次
ペ
ー

ジ
で
は
、
特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「StuD
X Style

」
の
関
連
事
例
を
掲

載
す
る
。

学
習
状
況
を
把
握
す
る

　

近
年
、
有
償
、
無
償
に
か
か
わ
ら

ず
、
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
が
充
実
し
て
き

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
子
供
が
一
人

一
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
問
題
等
に
い

つ
で
も
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
り
、
家

庭
学
習
等
の
学
校
外
で
の
学
習
と
授
業

と
の
連
続
性
を
も
た
せ
る
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
各
自
治
体
等
で
導
入
し
て

い
る
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
の
活
用
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。
一
人
一
台
端
末
で
デ
ジ

タ
ル
ド
リ
ル
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
一

人
一
人
に
応
じ
た
ペ
ー
ス
で
学
習
が
進

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル

の
多
く
は
瞬
時
に
自
動
採
点
さ
れ
、
そ

の
結
果
は
子
供
も
教
師
も
把
握
で
き

る
。
こ
の
こ
と
を
生
か
し
、
例
え
ば
新

し
い
単
元
が
始
ま
る
前
に
、
教
師
が
指

定
し
た
問
題
に
子
供
が
取
り
組
み
（
写

真
１
）、
即
時
に
反
映
さ
れ
た
採
点
結

果
を
基
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
内
容
を

子
供
が
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
る
か
教

師
が
把
握
し
、
指
導
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
授
業
の
導
入
場
面
で
は
、

復
習
と
し
て
同
様
の
取
組
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
学
習
を
振
り
返
る

場
面
で
は
、
習
熟
の
程
度
に
応
じ
て
子

供
が
問
題
を
選
択
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
あ
る
学
校
で
は
、
そ
の
時
間
に

達
成
す
べ
き
目
標
と
な
る
標
準
的
な
問

題
と
発
展
的
な
問
題
を
難
易
度
別
に
示

し
、
子
供
が
自
分
の
取
り
組
む
問
題
を

選
べ
る
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
問
題
を
解
い
た
後
、
子
供
が

ク
ラ
ウ
ド
上
で
共
有
さ
れ
た
表
計
算
ソ

フ
ト
に
自
分
が
選
ん
だ
問
題
や
そ
れ
を

選
ん
だ
理
由
、
学
習
の
ま
と
め
等
を
入

力
し
、
相
互
に
参
照
し
合
う
こ
と
を
通

し
て
、
自
分
の
学
び
を
振
り
返
る
活
動

を
設
定
し
て
い
る
（
写
真
２
）。
デ
ジ

タ
ル
ド
リ
ル
を
導
入
し
て
い
な
い
学
校

に
お
い
て
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
で
問

題
を
作
成
し
た
り
、
Ｍ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｂ
Ｔ

（
メ
ク
ビ
ッ
ト
）
を
活
用
す
る
こ
と
で

同
様
の
取
組
が
可
能
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
の
活
用
に
当
た
っ

て
は
、
子
供
が
自
分
の
学
習
状
況
に
合

わ
せ
て
問
題
を
選
択
す
る
等
、
自
ら
学

び
を
調
整
し
、
教
師
は
そ
う
し
た
子
供

の
学
習
状
況
を
把
握
し
授
業
に
生
か
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

ク
ラ
ウ
ド
の
活
用：デ
ジ
タ
ル
ド
リ
ル
の
活
用

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局G

IG
A

 StuD
X

推
進
チ
ー
ム

写真１�　自動採点された結果は、教
師もいつでも把握できる。

写真２�　選んだ問題や学習のまとめ
についてクラウド上の表計算
ソフトに入力する。

StuDX StyleStuDX StyleStuDX StyleStuDX Style〜授業改善への道〜
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本記事は、出典を記載の上、研修等で転載・配布していただけます。

【StuDX Styleについて】
文部科学省では、１人１台端末の利活用に関する情報を特設ウェブ
サイト「StuDX Style」にて発信しています。「GIGA」に「慣れる」「つ
ながる」活用事例を多数掲載しておりますので、研修会等で紹介い
ただくなど、ぜひ御活用ください。

　デジタルドリルのデータ等を適切に活用することで、子供の学習状況を把握し、どの問題で誰がつまずいて
いるのかが分かりやすくなります。
　具体的な使い方については、学校や子供の実態に合わせて、いつどのように使用するのか、子供自身が学習
の進め方を考えることも含め、指導の効果が高まるように様々な工夫を考えていくことが大切です。

※https://www.mext.go.jp/content/000125768.pdfより転載

アドバイザーからのコメント

通常の授業においては、例えば終末段階に
おいて学習の習熟度を測る練習問題を解く
場面が考えられます。授業時間全体を踏ま
えつつ、練習問題を解く時間を設定します。
環境が整った際には、朝学習や放課後の授
業外の学習や、自宅等に持ち帰って学習を
することも想定されます。また、子供の実態
に合わせて、宿題の内容や量を調整するこ
とも考えられます。

例えば、教師がその時間において達成の目安とする標準
的な問題を子供たちの端末に配信します。自動採点機能
により、問題に正解すると、より発展的な内容の問題に取
り組むことができ、誤答があった場合は、その内容に即し
て補充的な問題が出されます。システムが正誤の判断に
よって、より難易度の高い問題を出したり、間違いを重ね
ることでシステムがつまずきの原因を特定し、それを解
決するための新たな問題や解説が表示されたりします。
そうした機能を生かしながら、子供自ら学習内容を選べ
るようにするなどの工夫も考えられます。

GIGAに慣れる デジタルドリル
■校種･学年：小学校以上
【ポイント】自分の学習状況に合わせて取り組む内容、量、時間
などの目標を子供が決める機会をつくることが考えられる。

■活用の概要：
１人１台端末の活用においては、自治体や学校によって、デジタルドリルを導入する場合がある。子
供の実態に応じた適切な使用を行うことができれば、子供の学習状況や進捗状況の把握を行うことが
容易になり、補充的・発展的な学習を行う場面等において、個別の学習支援を行いやすくなると考え
られる。また、子供自身がスムーズに解けた得意な問題やつまずきのあった苦手な問題を把握し、学
習の改善につなげる活用も期待できる。

■準備するもの：
・デジタルドリル
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は
じ
め
に

　

近
年
、
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
数

が
大
幅
な
増
加
傾
向
に
あ
る
。
幼
稚
園
等
で
も

外
国
籍
の
幼
児
や
海
外
か
ら
帰
国
し
た
日
本
国

籍
の
幼
児
、
両
親
等
が
国
際
結
婚
で
あ
る
幼
児

（
以
下
、「
外
国
人
幼
児
等
」
と
す
る
）
の
入
園

希
望
者
が
増
え
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

幼
稚
園
教
育
要
領
（
平
成
二
九
年
告
示
）
第

１
章
総
則
第
５
「
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る

幼
児
へ
の
指
導
」
で
は
、「
２　

海
外
か
ら
帰

国
し
た
幼
児
や
生
活
に
必
要
な
日
本
語
の
習
得

に
困
難
の
あ
る
幼
児
の
幼
稚
園
生
活
へ
の
適

応
」
に
お
い
て
、
指
導
内
容
や
指
導
方
法
の
工

夫
を
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
も
の
と
す

る
、
と
示
さ
れ
て
い
る
。
今
後
ま
す
ま
す
外
国

人
幼
児
等
の
入
園
希
望
者
が
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
中
、
日
本
の
ど
の
地
域
、
園

に
お
い
て
も
外
国
人
幼
児
等
を
受
け
入
れ
、
よ

り
よ
い
幼
児
教
育
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に

は
、
研
修
の
充
実
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
会
で
は
令
和
二
年
度
か
ら
四
年

度
に
か
け
て
文
部
科
学
省
の
委
託
を
受
け
て

「
幼
稚
園
に
お
け
る
外
国
人
幼
児
等
の
受
入
れ

に
関
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
及
び
研
修

資
料
の
作
成
」
に
取
り
組
ん
だ
。

　

始
め
に
、
先
行
研
究＊
１

を
参
考
に
、
外
国
人
幼

児
等
を
受
け
入
れ
る
幼
稚
園
等
の
保
育
者
に
求

め
ら
れ
る
資
質
能
力
を
明
ら
か
に
し
、
幼
児
期

の
特
性
に
応
じ
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発

し
、
基
礎
理
論
研
修
と
四
つ
の
テ
ー
マ
別
研
修

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
た
。

1

基
礎
理
論
研
修

　

基
礎
理
論
研
修
は
外
国
人
幼
児
等
を
受
け
入

れ
る
際
の
基
礎
知
識
を
総
合
的
に
学
ぶ
こ
と
を

目
的
と
し
、「
言
語
・
文
化
的
に
多
様
な
背
景

を
持
つ
子
ど
も
た
ち
が
共
に
過
ご
せ
る
保
育
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
作
成
し
た
。

　

こ
の
研
修
で
は
、
保
育
者
一
人
一
人
が
多
様

論 説

幼
稚
園
に
お
け
る
外
国
人

幼
児
等
の
受
入
れ
に
関
す
る

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

及
び
研
修
資
料
の
作
成

公
益
社
団
法
人

全
国
幼
児
教
育
研
究
協
会
調
査
研
究
部

黒
澤
聡
子

■
特
集
：
幼
児
教
育
施
設
の
機
能
を
生
か
し
た
幼
児
の
学
び
強
化
事
業
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な
価
値
観
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
改
め
て
多

様
な
見
方
を
共
有
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
語
の
発
達
で
は
な
く
「
言
語

発
達
」「
言
葉
の
力
全
体
の
育
ち
」
の
観
点
か

ら
、
外
国
人
幼
児
等
が
家
庭
で
使
っ
て
い
る
言

語
・
母
語
と
日
本
語
の
育
ち
に
関
す
る
配
慮
や

支
援
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

○
多
文
化
共
生
保
育
の
必
要
性
に
つ
い
て

　

外
国
人
幼
児
等
の
来
日
年
齢
や
成
育
歴
、
家

族
の
文
化
や
言
語
等
の
背
景
は
多
様
で
あ
る
。

外
国
人
幼
児
等
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
一

人
一
人
の
多
様
性
に
応
じ
た
多
文
化
共
生
の
保

育
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の

際
、
こ
れ
ま
で
園
で
は
「
当
た
り
前
」
と
さ
れ

て
い
た
「
弁
当
の
中
身
に
菓
子
の
よ
う
な
物
は

入
れ
な
い
」
等
の
約
束
事
を
捉
え
直
し
、
自
分

た
ち
の
や
り
方
を
見
直
す
こ
と
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
。

○
言
葉
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

言
葉
は
「
自
己
表
現
」
の
手
段
で
あ
り
、
子

供
は
言
葉
を
使
っ
て
考
え
、「
内
面
世
界
」
を

形
成
し
て
い
く
。
言
葉
は
子
供
の
自
己
を
つ
く

る
も
の
で
あ
り
、
特
に
家
庭
の
言
語
・
母
語
は

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
も
重
要
で
あ

り
、
大
切
に
育
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

○
多
文
化
環
境
で
育
つ
子
供
た
ち
へ
の
支
援

　

外
国
人
幼
児
等
は
二
つ
以
上
の
言
語
で
生
活

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
家
庭
の
言
語
・
母
語
を

大
切
に
す
る
よ
う
に
保
護
者
に
伝
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
の
言
語
で
あ
っ

て
も
「
言
葉
で
考
え
る
基
盤
」
が
し
っ
か
り
身

に
付
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
日
本
語
を
身
に
付

け
て
い
く
基
盤
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
園
は
家
庭
や
地
域
と
つ
な
が
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
推
進
し
、
外
国
人
親
子
が

地
域
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
支
援
す

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

2

テ
ー
マ
別
研
修

　

テ
ー
マ
別
研
修
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
テ
ー

マ
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
外
国
人
幼

児
等
を
受
け
入
れ
る
園
が
、
自
園
の
課
題
に
応

じ
て
テ
ー
マ
を
選
ん
で
園
内
研
修
が
で
き
る
よ

う
に
し
た
。
各
研
修
の
主
な
内
容
を
紹
介
す

る
。

【
多
文
化
共
生
の
学
級
経
営
】
―
多
様
性
を
受

け
止
め
、
育
ち
合
う
学
級
づ
く
り
―

　

外
国
人
幼
児
等
と
共
に
過
ご
す
学
級
の
中
で

は
、
一
人
一
人
の
子
供
が
互
い
の
違
い
に
気
付

き
、
親
し
み
を
も
っ
て
関
わ
り
な
が
ら
互
い
を

受
け
止
め
、
思
い
が
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
。
こ
の
よ
う
な
多
文
化
共
生
の
学
級
経
営
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
解
説
し
て
い
る
。

　

外
国
人
幼
児
等
の
思
い
や
実
情
を
捉
え
る
力

を
養
い
、
外
国
人
幼
児
等
に
対
す
る
配
慮
や
援

助
を
学
び
、
ど
の
子
供
も
豊
か
な
体
験
が
で
き

る
よ
う
な
保
育
を
考
え
て
い
く
。

○
外
国
人
幼
児
等
が
在
籍
す
る
学
級
の
現
状

　

外
国
人
幼
児
等
の
入
園
当
初
に
保
育
者
が
気

に
な
る
姿
や
保
育
者
が
学
級
経
営
上
特
に
配
慮

し
た
こ
と
、
共
に
生
活
す
る
中
で
生
ま
れ
る
子

供
同
士
の
関
わ
り
・
育
ち
に
つ
い
て
学
ぶ
。

○
互
い
を
受
け
止
め
合
う
学
級
集
団
の
育
ち

　

子
供
同
士
の
関
わ
り
の
中
で
互
い
へ
の
親
し

み
、
興
味
・
関
心
の
深
ま
り
、
価
値
観
の
違
い

等
に
触
れ
る
こ
と
で
、
言
語
や
文
化
の
違
い
へ

の
気
付
き
に
つ
な
が
り
、
多
文
化
共
生
の
心
を

育
む
力
に
な
る
こ
と
を
学
ぶ
。

○
言
葉
を
習
得
す
る
過
程
と
保
育
者
の
援
助

　

外
国
人
幼
児
等
は
、
日
本
語
の
言
葉
の
意
味

に
気
付
く
と
真
似
し
て
使
っ
て
み
た
り
、
思
い

が
伝
わ
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

喜
び
に
つ
な
が
っ
た
り
し
て
、
日
本
語
で
話
し

て
み
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
一

人
一
人
の
育
ち
に
応
じ
た
保
育
者
の
援
助
の
在

り
方
に
つ
い
て
学
ぶ
。

○
多
文
化
共
生
の
学
級
経
営

　

自
園
の
多
文
化
共
生
に
向
か
う
状
況
を
捉

え
、「
多
文
化
共
生
の
モ
デ
ル
は
保
育
者
か
ら
」

と
い
う
意
識
を
も
っ
て
、
園
全
体
で
多
様
性
を
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