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＜アンケートの回収方法＞	 

「交換便」（※東京都教育庁指導部	 主任指導主事	 山本周一先生宛）」にて、	 

５月１３日（金）頃までにご返送をお願いいたします。	 

事前アンケート	 

 
今年度、東京学芸大学は、(独)教員研修センターから「教員の資質向上のための研修プログラム開発事

業」委託を受け、その事業の一環として、東京都教育委員会の主催する教科等専門部会に部分的に協力

させていただくこととなりました。今後の教科等専門部会の内容を検討するうえで、事前アンケートへ

の回答にご協力をお願いしたく存じます。なお、本アンケートの結果は、東京学芸大学数学講座が集計

した後、所属と名前は明記しない状態で、(独)教員研修センターに提出する報告書に掲載させていただく
予定です。ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
（１）	 ご所属と、お名前をお聞かせください。	 

●	 所属：（	 	 	 	 	 	 	 	 	 区・市・町）教育委員会	  
●	 校種：小・中・高・その他（	 	 	 	 	 	 	 ）	 	  
●	 氏名：（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

 
（２）	 経験年数についてお聞きかせください。	 

●	 教員経験年数	 	 	 	 	 （	 	 	 ）年	 ※非常勤等の年数も含む 
●	 主任教諭経験年数	 	 	 （	 	 	 ）年	 	  
●	 主幹教諭等経験年数	 	 （	 	 	 ）年	 ※主幹教諭・指導教諭 
●	 指導主事経験年数	 	 	 （	 	 	 ）年 
●	 その他	 （具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）（	 	 	 ）年	 	 	 	  

 
（３）	 専門教科についてお聞かせください。（どちらかを◯で囲んでください）	 

●	 大学での専門教科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （	 ）算数・数学	 （	 ）算数・数学以外 
●	 就職後に一番長く研究に携わった教科	 	 	 （	 ）算数・数学	 （	 ）算数・数学以外 

 
（４）	 研究授業の指導助言を行なううえで、ご自身が日頃、難しいと感じていることは何ですか？	 
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（５）	 算数・数学の研究授業を「授業者として実施する場合」と「参観する場合」において、重要だと

思われる目的・理由を重要度別にそれぞれお答えください。（各重要度別に１つだけ◯）	 

	 

 
 
※	 本質問項目は、平成 23 年度に、東京学芸大学「国際算数数学授業研究プロジェクト」が全国の公立
小・中・高等学校 2,680校の算数・数学担当教諭を対象に実施した「研究授業実施状況に関する調査」
のなかの一つの質問項目と同じものです。指導主事の立場から見解をお聞かせください。 

※	 出典：西村、松田、太田、高橋、中村、藤井、（2013）「日本における算数・数学研究授業の実施状
況に関する調査研究」、日本数学教育学会誌数学教育第 95巻第 6号，pp.2-11	  
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（６）	 指導者として、研究授業の学習指導案について指導助言する際に、何が重要だと思いますか？	 

特に重視している指導部分３つを選び、重視している順に１〜３の番号をふってください。	 

 
	 	 	 	 ３つ選び優先度順に１〜３を記入	 

①研究主題 
 

②教材観 
 

③児童・生徒観 
 

④単元における本時の位置づけ 
 

⑤本時の目標 
 

⑥本時の課題 
 

⑦主要な発問 
 

⑧予想される児童・生徒の反応 
 

⑨評価規準・評価基準 
 

⑩板書計画 
 

⑪その他 
（具体的に：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

 

 
※	 本質問項目は、平成 23 年度に、東京学芸大学「国際算数数学授業研究プロジェクト」が全国の公立
小・中・高等学校 2,680校の算数・数学担当教諭を対象に実施した「研究授業実施状況に関する調査
（西村他 2013）」のなかの一つの質問項目を改変したものです。指導主事の立場から、ご見解をお聞
かせください。 

 
次のページから、算数・数学の学習・問題解決・指導に関する３種類の質問が続きます。	 

これらの質問は、東京学芸大学「国際算数数学授業研究プロジェクト」の研究事業の一環

として、アメリカ・シンガポール・カタール・アフリカ等海外の教育関係者や、日本の教

育実習生等に調査研究を行い、その傾向を分析しております。	 
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算数・数学の学習について	 

	 算数・数学は児童・生徒にどのように学ばれるべきかについて、4	 人の先生(ABCD)	 が話し合って

います。4人とも、算数・数学の学習にはなんらかの知的な思考過程が必要であると考えている点は

同じです。ところが、驚くことに、算数・数学がどう学ばれるべきかその根本的な点において誰ひ

とりとして同じ考えを持っていません。	 

	 今、あなたの持ち点を100点とします。これら4人の先生方について、あなたの考えに基づいて100

点を配分して下さい。つまり、賛成なら多く配分し、不賛成なら少なく配分し、合計100点になるよ

うにして下さい。ある先生を100点とし、残りの先生を全員0点としてもかまいません。	 

	 

	 

教師A:	 	 

「算数・数学を学習するためには、児童・生徒は、練習、練習、そしてまた練習することが必要で

す。それはちょうど音楽でピアノなどの楽器を演奏するのと同じことです。つまり、それをすっか

り身に付けるまで練習しなければならないのです。」	 

	 

教師B:	 「最も大切なことは論理的に考えることです。もし児童・生徒が論理的に考えることができ、

ある数学的概念(アイディア)が他の数学的概念とどのように関連しているかが分かれば児童・生徒

は教えられている内容を理解するでしょう。」	 

	 

教師C:	 「算数・数学の学習において、主要な思考過程は記憶です。基本的な事柄やルールを記憶し

さえすれば、全てがわかってしまうのです。」	 

	 

教師D:	 「算数・数学の学習の鍵となるのは探究です。もし、児童・生徒が問題状況を探究し、仮説

を立て	 −それが正しい場合もあるし、間違っている場合もあるが−	 自分自身で何かを発見するな

ら、児童・生徒は算数・数学を理解し、それがどのように利用されているかを理解するでしょう。」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

教師A	 ＿＿＿点	 	 

教師B	 ＿＿＿点	 

教師C	 ＿＿＿点	 	 

教師D	 ＿＿＿点	 	 

	 	 

「練習」、「知識や技能」、「論理的に考える」、そして「探究」という用語のうちのいくつかを用いて、

算数・数学における学習のあり方について、あなた自身の考えを書いて下さい。	 

☆任意でご記入ください。上の点数だけ必ずご記入いただければ、記述は必須ではありません。	 
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算数・数学における問題解決について	 

	 	 EFGH	 の 4 人の先生が算数・数学における問題解決の役割について話し合っています。各々の先生

方は、その根本的な考えにおいて誰ひとりとして同じ考えを持っていません。	 

	 今、あなたの持ち点を 100 点とします。これら 4 人の先生方について、あなたの考えに基づいて

100	 点を配分して下さい。つまり、賛成なら多く配分し、不賛成なら少なく配分し、合計 100 点に

なるようにして下さい。ある先生を 100	 点とし、残りの先生を全員 0 点としてもかまいません。	 

	 

	 

教師 E:	 「算数・数学の中で問題解決は技能に属するものです。児童に必要なのは練習、練習、そし

てまた練習です。それはちょうど音楽でピアノなどの楽器を演奏するのと同じことです。つまり、	 

	 	 	 	 それをすっかり身に付けるまで練習しなければならないのです。」	 

	 

教師 F:	 「問題解決で最も大切なことは論理的に考える力を伸ばすことです。問題解決によって児

童・生徒は論理的に考えることを学び、また、ある数学的概念(アイディア)が他の数学的概念と	 	 	 	 

どのように関連しているかを知ることができます。従って、問題解決は児童・生徒の算数・数学の

理解を深めるのに役立つのです。」	 

	 

教師 G:	 「児童・生徒が問題解決に先立ってまずやるべきことは、必要とされる算数・数学の基本的

な知識や技能の習得です。問題解決では、これらの基本的な知識や技能を実際の生活場面で応用す

ることに力点が置かれるべきなのです。」	 

	 

教師 H:	 「算数・数学の学習の鍵となるのは探究です。もし、児童が問題状況を探究し、仮説を立て	 

−それが正しい場合もあるし、間違っている場合もあるが−	 自分達自身で何かを発見するなら、	 	 

児童・生徒は算数・数学を理解し、それがどのように用いられているかを理解するでしょう。」	 

	 

教師E	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師F	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師G	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師H	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

	 

「練習」、「知識や技能」、「論理的に考える」、そして「探究」という用語のうちのいくつかを用いて、

算数・数学における問題解決の役割について、あなた自身の考えを書いて下さい。	 

☆任意でご記入ください。上の点数だけ必ずご記入いただければ、記述は必須ではありません。	 
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算数・数学における問題解決の指導について	 

	 算数・数学の時間に問題解決を指導することについて、4 人の先生(IJKL)	 が話し合っています。

各々の先生方は、その根本的な考えにおいて誰ひとりとして同じ考えを持っていません。	 

	 今、あなたの持ち点を 100 点とします。これら 4 人の先生方について、あなたの考えに基づいて

100	 点を配分して下さい。つまり、賛成なら多く配分し、不賛成なら少なく配分し、合計 100 点に

なるようにして下さい。ある先生を 100 点とし、残りの先生を全員 0 点としてもかまいません。	 

	 

	 

教師 I	 :	 「私は算数・数学の問題解決をいくつかの段階に分けて提示します。その段階は算数・数

学における種々の技能と同様に習得・練習することができます。児童がすべきことは、練習、練習、

そして練習です。それはちょうど音楽でピアノなどの楽器を演奏するのと同じことです。つまり、

それをすっかり身に付けるまで練習しなければならないのです。」	 

	 

教師 J:「問題解決は算数・数学の最も重要な目標のひとつです。私は、毎時間なんらかの問題解決

を授業に採り入れ、それを過して児童・生徒が論理的に推論できる力を伸ばすことができるように

しています。」	 

	 

教師 K：「問題解決に必要とされる算数・数学の基本的な知識や技能の習得が第一です。問題解決は、

時間がかかりすぎると思います。一、二週間に一度ぐらいならいいのですが・・・。」	 

	 

教師 L:「私は、新しい概念を児童・生徒に教える時に、時々、問題解決の場面を利用します。そこ

では、児童・生徒が探究活動を展開でき、仮説を立て、そして、自分自身でいろいろな関係を発見

することができます。つまり、算数・数学における問題解決の役割はここにあるのです。」	 

	 

教師I	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師J	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師K	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

教師L	 ＿＿＿＿＿＿＿点	 

	 

「練習」、「知識や技能」、「論理的に考える」、そして「探究」という用語のうちのいくつかを用いて、

算数・数学における問題解決の指導について、あなた自身の考えを書いて下さい。	 

☆任意でご記入ください。上の点数だけ必ずご記入いただければ、記述は必須ではありません。	 

	 

	 

	 

	 

ご協力ありがとうございました。 
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事前アンケートの結果まとめ	 

 
 
回答数：１７ 
 
（１）	 基本情報	 

●	 所属： 
東京都 5名、区５名、市 4名、東京都教職員研修センター２名、多摩教育事務所１名 

●	 校種：小 11名、中 6名	  
 
（２）	 経験年数	 

●	 教員経験年数※非常勤等の年数も含む	 :平均 14年（最短 8年、最長 22年）	  
●	 主任教諭経験年数	 ：平均 2.6年	 (最短 0年*4名、最長 7年)	  
●	 主幹教諭等経験年数※主幹教諭・指導教諭	 ：平均 0.8年（最短 0年*8名、最長 3年）	 	  
●	 指導主事経験年数	 ：平均 2.4年（最短 0年*4名、最長 7年） 
 
 

★主幹教諭・指導教諭の経験なしの指導主事が 17 名中 8 名。（８名のうち２名は主任教諭の経験

も無いが指導主事として 7 年経験。）	 

 
 
（３）	 専門教科	 

●	 大学での専門教科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 算数・数学	 ▶7名（小 1名、中 6名） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 算数・数学以外▶10名（小 10名） 

●	 就職後に一番長く研究に携わった教科	 	 算数・数学	 ▶14名（小 9名、中 5名） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 算数・数学以外	 ▶3名（小 2名、中 1名） 

 
 
★大学での専門教科が「算数数学以外」であった方が、過半数（17 名中 10 名、すべて小学校）

で、就職後に一番長く研究に携わった教科が「算数数学以外」であった方も少数（17 名中 3 名）

いる。	 
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（４）	 研究授業の指導助言を行なううえで、ご自身が日頃、難しいと感じていることは何ですか？	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜小学校＞	 

◎ 教師自身の学ぶ意欲や力を引き出す指導助言の在り方	 

◎ 指導主事自身の指導助言に対する評価の在り方	 

◎ 課題に対して，改善策をわかりやすく提示する話術．	 

◎ 授業者が研究授業を行ってよかったと思える指導・助言を行うこと．	 

◎ 指導内容，指導法の価値づけ	 

◎ 授業の部分にこだわって協議がなされている点	 

◎ 練り上げの場面についての具体的な指導助言．	 

◎ 学校，教員が抱える課題の解決に応えられる指導助言内容の把握	 

◎ 学校のニーズに合う指導助言になっているか。	 

◎ 学校の「実態」に応じて，伝える内容や伝え方を工夫すること。そのための「実態」をどのように

把握するか	 

◎ 聞いている方々のニーズに合っているかどうか．相手意識を考えるとどこまで言うべきかに迷

いが生じる．（やはりその時間で，おみやげをもってかえってほしい）	 

◎ 教員の構成メンバーにより，ニーズが異なる	 

◎ 自分よりも教職経験の長い先生方への指導，助言	 

	 

	 	 

＜中学校＞	 

◎ 法的な根拠に基づいた学習指導要領の目標を達成させることが最も大切なことではあるが，学

習指導要領に基づいて作られた教科書の内容をきちんと教えることに今まで多くの力を注いで

きたと思う．その教科書や教材が学習指導要領のどの目標を達成させるためのものなのかおさ

え，きちんと関連づけることが難しい．しかし，それをやらなければと思う。	 

◎ 多様な視点で助言すること．	 

◎ 学習指導要領と結びつけ，わかりやすくかみくだいて助言すること．	 

◎ 高校との系統性を考える機会が少ない	 

◎ 自分自身が中学校籍ということもあり，小学校低学年についての指導講評は，実態が基づいて

いるか不安に感じている．	 

◎ 授業の良かった点を具体的に伝えること	 

 

 

★ 上記をまとめると、主に、①指導助言の在り方、②実態・課題・ニーズに基づいた指導助

言内容、③指導助言内容の具体（授業の「部分」へのこだわり/練り上げ場面）、④指導助

言内容の伝え方、について、難しいと感じている方が多い。	 
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（５）	 算数・数学の研究授業を「授業者として実施する場合」と「参観する場合」において、重要だと

思われる目的・理由。	 

	 

結果	 *回答方法を誤った１名については除いた（計１６名分）	 

 

 

 
★	 実施する場合も参観する場合も、共に「学習指導要領の目標達成」が最重要と答えた方が最も多かっ

た。	 

★	 参観する場合について、「教師の指導技術・スキル向上」が、第二に重要であると答えた方が 16 名中

7 名いた。	 

 
 
（６）	 指導者として、研究授業の学習指導案について指導助言する際に、特に重視している指導部分３

つ。	 
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信念調査（４要素への配点の分布状況）	 
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算数科･数学科授業研究について	

中村　光一	

東京学芸大学・教育学部	

授業研究と研究授業	

藤井斉亮.(2014)日本数学教育学会誌，96(10),	  2-‐13	

p 授業研究の特徴は ,「問い」
から始まる点にあり，講習会
やワークショ ッ プでは主催者
が用意した「答え」から始まる 	

p 研究主題の決定は、教育目
標と児童生徒の 実態を考察
してなされる 	

Japan Society of Mathematical Education

NII-Electronic Library Service
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授業研究で扱われる課題：なぜその課題が設定され
たのか？	

	   現代的課題	

	   　主体的な学習、話し合いのある学習	

	   子どもが理解が困難な教材	

	   　割合、関数、…	

	   学校独自の課題	

授業とは何か？	

	   授業とは考える過程を体験できるように、みえるように実現
する場	

	   子どもと一緒に考える場	

	   「私は，授業こそが「考える」ことの実践による指導の場面
であると考えたい。つまり，学習者の心内で行われる思考
活動が外に現れたものが授業であり，これが生徒の心内
において行われることによって，すぐれた思考ができるもの
と予想するのである．」 (杉山, 1977, p.44) 	

杉山吉茂.(1977).「考える」能力や態度を伸ばす指導. 和
田義信編著.考えることの教育 (pp.41-57). 第一法規. 	
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典型的な日本の授業の組織：構造化された問題解決	

p 　前時の振り返りをすること	

p 　本日の問題の提示すること	

p 　個人またはグループでの生徒が活動すること	

p 　解決方法について議論すること	

p 　重要なことを明瞭にしまとめること	

Stigler, J.W., Hiebert, J . (1999). The Teaching Gap, p.36	

算数科・数学科の一斉授業	

	   「この学習方式では，集団学習における思考の多様性･多
面性をより効果的に生かし，同時に生徒の創造的な学習
活動を創造するものとして，ディスカッションを授業が成立
するための必須条件とし，一時間の流れのなかにはっきり
と位置づけている．すなわち，提示された「問題」に対して
一人一人が一応の解法を試みた後，それをもとにしたディ
スカッションによって，様々なアイディア，解法が検討されて
最終的な解答を得る．」(宮崎他. 1969, p.185)	

相馬一彦先生による問題解決の指導の研究	

	   「確かに数学における問題解決は限られた条件の中で行
われるが…（中略）…ある問題に直面したときに既習の知
識や経験のなかから，解決のために何を解釈し，どのよう
に関連づけていくのかというプロセスがわかりやすく，問題
解決のまとまった経験をさせることができるのではないだろ
うか」(p.3)	

相馬一彦 (1983). 問題の解決過程を重視する指導 –数学教育と問題解
決−. 日本数学教育学会誌, 65(9), 2-11	

問題解決による指導	

p 問題解決による指導は，国際的にユニークな学習指導方法	

p １時間の授業で，たったひとつの問題を解決するのみ	

p ひとつの問題とじっくり向かい合い，その解決の過程を通して，
子どもが学習する機会が生ずる指導法である	
p 数学への態度，考え方	

p 概念の深い理解 	
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協議会での話題	

	   教師個人を話題にするのではない、授業	  (Teaching	  &	  Learning)	  
を話題とする	  

	   教師集団の教材に関する理解，カリキュラムに関する理解	  
	   　概念と考える過程	  

	   子どもの思考活動、理解	  
	   	  　授業でみられた子どもの活動、反応をもとに議論する	  

授業の要素からみた話題	

p 提示された問題の数学的な適切さ	  
p 本時の目標に対して	  
p 前後の単元とのかかわり	  
p 子どもの実際の反応	  

p 主発問	  
p 本時の目標に対して	  
p 子どもの反応	  
p 話し合いの話題	  
p どの子どもの反応をどのような関係づけをして取り上げたか？	  

最近の事例から感じること	

	   子どもが考えたことを大切にして授業をつくる	

	   　子どもの反応を無視する	

	   　子どもの解決活動に興味がない	

	   提示される問題を解決して授業研究に望む	

	   他社の教科書も参照しているか？	

時刻と時間：通常はあまり研究授業の対象とならな
い	
	   子ども理解	

	   時間の計算、1時間=60分の理解が困難	

	   子どもの活動と教師の提示した課題プリントのギャップ	

	   プリント：円を12等分し,１から１２の数字が書かれた図	

	   子どもの活動：時計の長針を回して時間を調べる	
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提示された問題についての検討	

平行四辺形を描きなさい（板書として提示）	

	   既習事項：	  
p 垂直二等分線の作図	  
p 正三角形、二等辺三角形
の作図	  

 

 

 

 

 

 

 

B 
C 

A 

平方根の計算: √２＋√３＝√５としてよいか	

	   指導案には、	  
	   √２＝1.414…　　 √３＝1.73…　これらを計算すると…	  
	   左辺を平方して、（ √２＋√３）2＝5＋2√6	  

	   生徒が行ったこと	  
	   √４＋√16＝2＋4＝6	  	  	  	  	  √20にはならない	  

小学校から学んできたことを生かしているか？	

	   加法の基本：同じ単位なら足せる：小学校からの基本	

	   これを想起することで、どのような場合にまとめることがで
きるかがわかる．	

	   また、√2＋√3の表現は文字式と似ていることに気づくは
ずである．	

次の授業にどのようなコメントをするか？	

授業の目標	



会有 2ξF主主F三2.~長旦
算数科学習指導案

1 .単元名『分数』

2. 単元の目標

合~樗司主受書長王
場所.第二食堂
指導者:中村真也

。折り紙や紙テープなどを使って、すすんで分数で表される大きさを作号ことができる。
z 

O二つに等分した大き ðの一つ分の大きさを、フEの大きさの75と、具体的活動や身の回りのもの

と結び付けて表したり考えたりすることができる。

0折り紙や紙テープなどを用いて、すやすなどの簡単な分数の大きさを作ることができる。

。÷ゃ7などの数を分数ということや、三ゃ三などの分数を理解することができる。
2 4 

3 研究テーマとの関連
( 1 )本単元における F理解を深め、知を創造する』とは

本時における「理解を深め、知を詣槌す石j とは、 r~ゃ三などの分数だけでなく、 4を考え
2 4 ;j 

ることで分数の意味理解を深め、同じ大きさにn倒に分けた 1 つ分の大きさを、元の大きさの

iであると考え表現しようとするj 子どもの姿で、ある。

教科書を比較すると、全 6社とも食パンやピザなどの分離や折り紙をおる場面があり、生活
場痛と関連させている。また、同じ正方形の分野lゃいろいろな形の分割、紙テープの分割の場

面ですやす、 tを扱うことで、分数の意味仕は「同じ大きさに 2つに分けた大きさの 1 つ分J ) 

理解を凶っている。

操作でませ)を作る際、児童は紙の端左端をそろえ、半分(半分の半分) tとする。どのよう

な形(長方形や正方形、直角三角形など)になっても、同じ大きさに 2つ (4 つ)に分けられた

ことは視覚的にも認識され、本当に l もとの大きさの÷(す)になっているか。 J と疑問にもつ

ことは少ない。しかし、 tはそろえる端がないので、きれい同れた左しても、本当にもとの大

きさのすかどうか調べたいという必要感が生まれると考える。そして、 3分の lf土 I伺じ大きさ

に 3つに分ける j ととや r3 つ集まれば元の大きさに戻るj ことを確認することで、他の分数
も i詞じ仕組みであると考えを広げることができると考える。

本時では「も左の大きさのすは作れるのかj というととを中心課題として授業を展開してい

く otの大きさは 3 つ分でもとに戻ることや、もとの大きさを 3等分した 1 つ分がtの大きさで
あることを関連付けていく。このように、全体の大きさに対する部分の大きさを分数で表すこ
とは、割合の素地にもなると考える。

(2) 学習環境デザインのコンセプト

半分(半分の半分)の操作ができない
3 分の 1 のような分数を考え説明することで、分数の意味理解をたしかにする
児童に在って、もとの大きさの 2分の 1 や4分の 1 を作るととは比較的簡単であるが、

3分の 1 の大きさを操作によって作ることは難しいo をだからこそ、できた 3分の 1 は本当
に 3分の 1 なのか確かめる必要感が生まれる。そしだ十本当に 3 分の 1 であることを確か
め、説明することを通して、 3分の 1 やそれ以外の分数についても理解が深まる。

(3) コンセプトを実現するためのメディア
メディア:紙テ}プ

前日寺までに、折り紙を用いて、 2分の 1 や4分の 1 を折って作った。この学習はその後、
給食で食パン(ハチミットースト)が余ったときに生かされた。一方、揚げノ号ンが余った
ときに 3等分を試みてうまくいかなかったという場面もあった。本時で扱う紙テープは初
めて用いる教材であるが、折り紙より細長い分だけ折る操作は楽になる。また、日常場面
において折れないようなもの(パンやウインナー、太巻きなど)も、同じ長さの紙テープ
に置き換えれば!、折ったり切ったりできるというよさがある。なお、紙テープの長さは 30
cmとした。長さをあらかじめ提示することはしないが、 3 分の 1 大きさであることを説
明する際に、口 X3 でもとの 30c mになるのだから、 1 つ分は 10c mの長さであると説明

できるように、 3 の倍数値に設定した。

メディア 2 上手に折れなかった経験 f 

前日寺では、もとの大きさの 2分の 1 の学習を生かして、他の分数を作るととを中心課題
にした。児童からは 3 分の 1や 4分の 1 、 5 分の 1 、 6 分の 1 、 7 分の 1 、自分の 1 を作り
たいという希望が出たが、まずは希望の多かった 4分の 1 左次に多かった 3 分の 1 を作ろ
うということになった。実際にやってみると 3 分の 1 は難しくて、 4分の 1 なら色々な折、
り方でも、簡単に作るととができた。どうして 3 分の 1 は難しいのかを問うと、 4分の 1
は端左端を合わせればできるのに、 3分の 1 は合わせる端や印がないから折れないという
意見が出た。半分の半分の半分lとしてできた折り目の、左から 5番巨の線に合わせればで
きたという発言から、みんなで実際に折ってみたが、確かめると 3 つが同じ大きさになっ
ておらず、そのうちの l つをつかって、 3 つ分割J り取ってももとに戻らないことも確かめ
た。ここで授業時聞が残りわずかになってしまったので、同じ大きさに分けることの大切
さを振り返って授業を終えた。学習感想を読むと、 3 分の u土折れる (16 名)左いう意見
と、折れない (19 名)という意見に割れた。本時では、 「もとの大きさの 3 分の u土作れ
るのかj ということを中心課題として、授業を展開していく。

4 学習指導計画(全4時間)
第 1 次.折り紙を使って、いろいろな形の 2分の 1 や4分の 1 などの大きさを作り、等分し

てできた一つ分を、何分の という分数の意味を現解する。 ・・・・・・・ 2 時間
第 Z次 3 分の 1 の大きさを作り、説明することを通して、等分してできた一つ分を、何分

のーという分数の意味理解を深める。. . . . . . . . . .・・・・ 1 時間(本時)

第 3次:もとの長さが違うと、その 2分の 1 の長さが違うととを理解する。 ・・・・ 1 時間

5 本詩の提案
分数の学習において、比較量が基準量に対してどの程度の大きさなのかを意識させたり、比較
量が違うと同じ分数でも違う大きさ・長さになることを経験させたりするととで、割合の素地に
培っていくことが大切であると考える。
本時では、 3分の 1 は、 3 倍 (3 つ分)でもとの大きさ( 1 )に戻るととや、 1 つ分は全体の 3

Naoko_Katsumata
テキストボックス
資料４



分の 1 にあたることを関連付けながら、授業を展開する。上手く作れない 3分の l だからこそ、
確かめる必要感が生まれ、分数の意味lこ基づいて、考えたり説明したりする姿が見られるのだと
いう主張をもって授業を行いたいα
また、指導部画の 4/4 時間目では、元の長さの違う 2分の 1 について考える。基準←量と比較量
を並べ、対比させることで、同じ分数でも元の長在がが違えば、等分した長さも変わることにつ
いても取り上げ、分数のさらなる意味押向平を図っていく。

6 教材について
本時では紙テープの 3分の 1 を考えていく。 3分の 1 は児主主にとって、操作が難しいことは、
前時で折り紙を 3分の 1 に折れ必くて悩んでいる姿を見ても明らかであったo 本;時は 30cmの紙
テープを扱うが、細長い分だけ折る操作は楽になる。また、 30cmという長さも児童の肩幅程度
で扱いやすく、わり算を習っていない第 2学年であっても、 30cmの 3 分の 1 が 10c mであるこ

とを捉えやすい数値であると言える。
なお、あらかじめ数値は提不しないが、「全体の長さが知りたいJ という意見は、どとで折るか
を考える際に、自然な発想として出てくる左想定している。また、たまたま 3分の 1 に折れたと
いう説明より、数値での説明の方が根拠が明らかであり、児童は納得しやすいと考え、 3 の倍数
値に設定している。
そして、適用問題では 15 c mの 3 分の 1 を作る。 15 c mの 3 分の 1 は 5 Clnが 3 つ分で、 15 c m 

になることから、 3分の 1 の大きさを表現することができる。また、 30c mの太巻きとの関係で
みると、 5 cmは 6つ分で 30c mfこもどることから、 30c mの 6 分の 1 であることも確認、するこ
とができるようにした。

7 本時の学習指導
( 1 )ねらい
3 分の 1 の大きさを作り、説明することを通して、等分してできた一つ分を、何分のーという

分数の意味理解を深める。
(2) 展開
主な学習活動ト予想される児童の反応) 0留意点女コンセプトとの関連※評価

1 .問題把握
紙テ}プを!肖じ長さずつに分けます。|詰]じ長さで 古紙テ」フ。を配付する。

口つに分けた 1 つ分はどれだけの大きさですか。

|折り紙や食ノ号ンのように分数で表せるかな。 I
0素朴な{日iいを引き出し、本時の中心とな
る問いを共有化する。

. 2 つ分 (2 分の 1) や 4つ分 (4 分の 1 )なら

衛単に分数に表すことができます。
-でも、 3 つ分に分けることはできるかな。

|分数で表せない
-折るのがむずかしいからできないよ。
-わたしは 3つに折ることができたよ。

I もどの大きさの 3分の 1 はできないのかな。

2. 自力解決
掴 3 つに折れたけど、全部|詞じ長さかな。 0折れたという児童には、本当に 3分の 1
. 1 つ分を測りとって、 3つ分で元の長さになれ の大きさか確かめるように促す。
ばいいんだよね。 ※【技]確かめの方法として、全部の紙が
-全部の長さは30c mだから、何 cmX3 が30か 重なるか調べたり、 1 つの紙で 3 つ分担i

な。 り取ったりすればよいととが分かってい

. 10c mが 3つ分で30c m。もとに戻った。

3. 集団検討
・半分の半分にして、 2分の 1 の折り目と 4分の
1 の折り目をもとにして、ちょっ左ずつ調節し
ていきました。 3つ折りのようにして、ちょう
ど同じ長さになる左ころを探して折りました。

T本当に 3分の 1 と言っていいかな。

. ~'れも重なったよ。だから、同じ長さに 3つに

分けられました。
-同じ 3 分の 1 を 3 つ分担i り取ると、もとの長さ
になりました。

る。

[考I口 X 3=30の口が10になるこ左を
考えたり、説明したりしている。

+:� V; 

・長さを測りました。全体は30cmなので、 1 つ I030c mの定規が必要な児童には、極付す
分は10cmになります。 10+10+10=30 I る。
(10X 3 二30)

・私は、折って作ったんだけど、確かに10c mに
なっていました。

-折っても 3 分の 1 が作れた。長さが分かると分
かりやすい。

4. 適用問題に取り組む。
T別の紙テ}ブーも 3つ分にけられるかな0
・また折って、 3 分の 1 をつくれるかな。

会15 cmの紙テープを西日付する。

・全部の長さは15c mだったよo 5 cmが 3つで|大加法的(乗法的)表現 r 5 c mが 3 つで
15 c mになるよ。 I 15 � mJ と除法的表現 r 1 つ分の 5cm

・ 1 つ分の 5 cmは15cmの 3 分の 1~言える。| は15c mの 3 分の 1 J の 2 つの表現を見
Tとの 3 分の 1 は、初めのテープ (30 c m) をも| せることで分数の意味理解を図る。
とにするとどう表せるのかな。

. 6 つ分で、もとにもどるよ。

. 30cmをもとにすると、 15c mの 3 分の 1 は 6

分の 1 の大きさでもあるんだね。
5. 学習感想
・ 35;の 1 はできないって思っていたけど、折っ
ても、計算してもできることが分かりました。

. 6 分の 1 もできたので、他の分数も作ってみた

し、0

・同じ長さなのに、 3 分の 1 だったり、 6 分の 1
になったりしたのが不思議だな。
・同じ 3 分の 1 なのに、長さが違うね。

8. 引用・参考文献

0となりの人と協力して、 30 c mの紙テ
ープと同じ長さになるか確かめさせる。

0次時では、向じ分数なのに、長さが違う
ことに疑問をもった児童がいたことを話
題にして、問題を解決していく。

・平成 28 年度全国学力・学習状況調査解説資料小学校算数国立教育政策研究所教育課程
研究センター
・平成 27 年度文部科学省、検定済教科書小学校算数科用 各 6社
・尋常小皐算術(緑表紙教科書)第 1 学年・第 2 学年
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当目指導案
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参事養生(51'斗宅金翠雪:j=旨選書草書主主

1 ，単元名『割合』

2. 単元の目標

企~~司書受章鷺宜
場所:第二食堂
指導者.小野健太郎

。割合を用いて比較したり考察したりするよさに気づき、生活や学習に用いようとする。
0倍の見方を基に割合を考え、目的や場面に応じて数量の大きさの間の関係を割合でとらえる
ことができる。

O割合や百分率、基準量、比較量の求め方や、円グラフや帯グラフのかき方及び歩合の表し方
を理解する。

O数量の隠係から割合や百分率、基準量、比較量を求めたり、資料の全体と部分などの関係を
表す割合を円グラフや帯グラフに表したりすることができる。

3. 研究テーマとの関連
( 1 )本単元における「理解を深め、知を創造する」とは

本単元(第 l 次)における[理解を深め、知
を創造するj 左は、シュートの|成功率J を計
算で求めた際に、その数値の意味や根拠を丁
寧に考える子どもの姿である。右図lこ即して
言えば、数理的解決を行った際に現れた数値
の意味や根拠を、きちんと子どもたち自身が
考えられるようにすることが大切であると考
えた。
本時で扱うのは fシュートがよく成功した

かどうかj である。例えば 20 本中 16 本入っ
た場面で 16-;-'20=0.8 という計算をした時に、
ここで求めた 0.8 の意味は何か、そしてどうし
てこの 0.8 という数字で成功率を比べてよい

のかを、子どもたちが考えられるようにしたい。

(2 )学習環境デザインのコンセプト

図 1 現実世界と数理的処理の関係(奈須， 2016)

「向じ成功率J を考えることで、割合の意味を明確にする

(3 )コンセプトを実現するためのメディア
メディア 1 :同じ成功率を判断する問題場面
シ三一トした数と成功した数の比較場関だが、結果が「同じ成功率」と判断できる場面

を問題として扱う。この間題場面の設定によって、 「他に同じ成功率ど言えるのはどのよ
うな時か ?J が考えやすくなるととを期待している。
メディア 2 表
シュートした数と成功した数を、表にまとめていくことで二量の比例関係を仮定してい
ることに気づきゃすくなるとともに、子どもたちの考えを共有すしやすくなると考える。

4. 学習指導計画(全 1 0時間)
第 1 次司 l司穏の二量の割合の比べ方について考える…一…ー…一 .3 時間{本時 1/3時間)

第2 次: Jヨ‘分率の問題を通して基準量、比較量、割合の求め方を考える・ ・… 4時間
第3次:割合を表すグラブー ぃ・・H ・ H ・...・ H ・-… 一 ……・・ ………… 3 時間
第4次，割合の単元で学習したととを使って問題解決をサるー・……… ・・・・ 2時間

5. 本時の提案

いわゆる割合の理解に関して、児童の理解に課題のある v とは各種調査や研究から指摘される
ところである(たとえば、国立教育政策研究所，加凶。そそで、問端 (2例3) は、間種の量の割
合の本質的な理解を促すために、以下の二点を I寧に指導することを提言している。
①比例を前提に基準の大きさをそろえているとと。
② 単位量あたりの大きさの考え(等分除的解釈)と割合の考え(包含除的解釈)の違いを明確

にした上で、割合を求めて比較できること。
①、②はいずれも、たとえば 16~'20=0.8 とのような計算で求めた結果の rO.8J が何を意味し
ているのか、どうしてこの数値を比較に用いてよいのかを、子どもたちが理解できるようにする
ととをねらった提言であると考えられる。
本時では、割合の導入場面において①「比例を前提に基準の大きさをそろえているとと j を子
どもたちが理解できるようにすることを、主たる提案とする。
「比例を前提にZ基準の大きさをそろえていること J を子どもたちが考える上で、これまでにも

「同じ割合J を児童が作り出すことに着目した実践が数多く行われてきた(たとえば、土屋， 2002) 。
同じ割合に着目することで、たとえば rO.8J という割合の背後にある比例関係に気づくことがね
らいである。本時でも同様に[同じ割合J に着呂させる教材の工夫を施すとともに、 「同じ割合J
の根拠に言及する子どもの言葉を共有させたいと考えている。

6 ，教材にづいて
現行のいくつかの検定済教科書;において、単元の導入

教材として!シユ}卜の成功率」が取り上げられている。
シュートの成功率を考える際に、右表にあるような数値

を取り扱うこととした。右表に取り上げた数値の特徴は
以下の二点である。
第ーに、 1 f:Hl と 3 日目のシュートの成功率を、同じ

1 日目

2 日目

3ß 固

シュート
成功した数

した数

16 20 
12 20 
12 15 

(=0.8) とした点である。|可じシュートの成功率が課題の中に含まれていることにより、 「どう
して同じだけよく成功 Lたといえるのか?J r他にも同じ、ンュートの成功率の場合は考えられな
いのか ?J といった自然な発問につながると考えている。
第二に、一般的に検定済教科書で取り上げられている数fi直よりも、大きな数値とした点である。
これにより公倍数を用いた考え方だけでなく、公約数を用いた考え方が表出しやすくなることを
期待するものである。ここで取り上げられる「公倍数を用いた考え方J や f公約数を用い考え方j
を積極的に取り上げることで、 5. 本時の提案で述べたような比例を前提に基準の大きさをそろ
えていることを、子ども主主が検討しやすくなることを期待している。

この教材の数値の特徴を生かし「同じシュートの成功率J を考えることで、たとえば 20 本中 16
本入った時の割合 rO.8J の意味を明確にできると考えている。単に 20 本の 0.8 倍が 16 本という
関係を意味するにとどまらず、その rO.8J という割合の背後には、たとえば 5 本中 4 本や 10 本中
8 本、 40 本中 16 本といった事象も想定していることを理解させたい。このような理解が、 rO.8J 
左いう害IJ合は比例関係を前提とした二最の関係の比例定数に相当する数であるという「割合j の
意味を明確する。

7. 本時の学習指導
( 1 )ねらい

シュートが fよく入ったかどうか(=成功率) J は、シュートした数か入った数のどちらか一方
をそろえることで比べられることを理解する。また、そろえる際にはこ量の比例を仮定して考え
る必要があることを理解する。



(2) 展開

主な学習活動( .予想される児童の反応) 0留意点女コンセプトとの際連※評価

1 .問題場面を把握
T: バスケットボーノレのシュートがうまいと感じ 0児童が参加する学校の実際のスポーツ大

るのは、どんな人ですか。 会の、練習場面を想起させる。

C シュートがよく入る入。

T: rよく入るj とはどういうことかを、はっき
り示す方法を考えましょう。

O具体的なシュートの場面をO/Xで表し
た図を用いて提示する。

T 
3 日間の中で、シュートがよく入ったの

は{可日目でしょうか。
入った数

シコート

C: 1 日目と 2 日目はシユ}トした数が同じだから
した数

、成功した数が多いl 日目の方が、よく入った。
!日目 16 20 

C:2 日目と 3 日目は入った数が同じだから、シュ 2S I'i 12 20 

一トした数が少ない2日目の方が、よく入った 3日目 12 15 

。

C: 1 日~ ~3 日目はどうやって比べたらいいの。 Oシュートした数または成功した数がそろ
っている場合に比べられることを確かめる
。

シュ、→トがよく入ったかどうか、どのように比べたらよいか考えよう。

2. 自力解決
(差で比べる)

1 日目は4回、 3 日目は31昼i失敗しているので、
失敗の数が少ない3日目の方がよく入った。 or差j rf音j など児童が何に着目して解

決しているのかを担握する。

(公倍数を用いた考え方)
同じようにシュートを打てたと仮定すると、 l 入った数

、

4 8 三 16' 32 48 64. 
日目と 3 I'l目とは 60 本中 48 本でそろうので民主

己三て十 6 10 20ι 40 60 80 
だけよく入った。公倍数を使ってシュートした数
や、入った数をそろえれば比パられる。

入った数 4 ;.!~; 24 36 48 60 

シュート 6 30 45 60 75 
(公約数を用いた考え方)
均等にシコートを打った左仮定して、 5 本でや ※シュートした数と入った数の二量に着目

めたとすると、 1 日目と 3 日目とは 5 本中 4 本で して、調子の良さを考えることができる
そろうので伺じだけよく入ったし公約数を使って
シュートした数や、成功した数をそろえれば比べ

られる。
。 . X20 

16 

(単位量あたりの考え方) 本

1 日目; 16+20=0.8 
, 

3 日目; 12+15=0.8 

どちらもシュート 1回あたりの0.8回入ったとい 本

えるので同じだけよくゑった。単位量あたりの考 l 20 

え方を使ってシュートの数を1本にそろえれば比
。

X20 

べられる。

(倍の考え方)

~ 1日目; 16+20=0.8 。

3 日目; 12+15=0.8 イ1

シュートした数を1とみると、どちらも成功し
本

た数は0.8だから、同じだけよく入った"'-調子の
, 

良さは倍で比べられる。
、

結 倍

UK」×口ノI 。

3 集団検討(児童の考えの発表)
(公倍数や公約数を用いた考え、単位量あたりの
考えを用いた児童のアイディアを中心に発表)

0集団検討では、特に公倍数を用いた考え

T :この表の入り方l主、どうして同じだと言える 方、公約数の考え方を用いた児童のアイデ

のですか? ィアそ、必ず取り上げる。

C: シュートした数と入った数が比例していると
仮定して、伺じことがくり返されたとしたから。 *1公倍数/公約数の表の入り方l士、どう

C: すべて、向ヒ倍(=シュートの数を1 とみた して「同じだけよく入ったj と言えるのか

とき、入った数が0.8) になっているから。 l を問うことで、比例を仮定していること

を明らかにする。

T:4El自にも、シュートの練習をします。少なく
とも 1 日目や3日固と同じ成功率とするためには、

入った数
シュート

何本何本入ればいいでしょう? した数

1自白 16 20 

C: シュートの数と入った数が比例すると考えて 2持日 12 20 

、 20本中 16本のそれぞれを2倍して、 40本中32本 3日目 12 15 

。 4回目 ロ ロ
C: それぞれさと4{f!i して、 80本中64本。

大1 日目や3 日目と「同じだけよく入った」
4 まとめと学習感想 と言える入り方を、ノートに書く。
T: シュートがよく入ったかどうかを比べるため

には、どのように考えたらよかったでしょうか。
C: シュートした数や入った数をそろえると、よ
く成功したかどうかを比べることができる。 ※比例を線拠にした成功率の比べ方を理解
C: よく入ったかどうかを考えるには、シュート し、シュートした数や入った数をそろえて
した数と成功した数が比例すると考える必要があ 比べている。

る。

日l用回参考文献】
国立教育政策研究所 (2012). r全国学力・学習状況調査の 4年間の調査結果から今後の取組が期待さ
れる内容のまとめ~児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて~小学校編』 教育出版

奈須正裕 (2016). rカリキュラムと授業の今後(第 15 章) J rカリキュラムと学習過程~ .放送大
学教育振興会

田端輝彦 (2013). r同種の量の割合の指導改善 単位量あたりの大きさの考えと割合の考えの違いを
明確にしてJ r初等教育資料 NO.902， 49-51~ .東洋館出版社

土屋利美 (2002). r比例の見方を用いた『割合』の実践J .日本数学教育学会誌目 84 (8) 30-37 



{ 当日指導案 ) 

多言 5 宅金壬寺三 3~長旦

毒事委主[::f斗等生官官:j:旨護事霊長

1.単元名『割合』

2. 単元の目標

企;::.隠萄:1':受当主主 E王
場所・第 2食堂
指導者:加閤希支男

O比例を根拠に、同種の二量どうしの関係の比べ方を考えるととができる。
0比例を根拠に、同種の二量どうしの関係を倍によって比べられる理由を考えることができる。

O基準量、比較量、割台の関係を正しく捉え、絞拠を考えることができる。
0資料の全体と部分などの関係を表す割合を、円グラフや帯グラフに表すこ左ができる。

3. 研究テーマとの関連
( 1 )本単元における「理解を深め、知を創造するj とは

本時における I理解を深め、知を創造するj 左は、「買い物の値段によって、割引券A と

割引券Bのどちらで買うかの判断が変わると左に気付き、 2500 円の買い物をする左きはど
ちらを使って買っても同じ
値段になる理由を、都合を使って考えるJ という子どもの姿である。

本時で扱うのは!口円の買い物をします。割引券Aと割引券Bのどちらの割引券を使っ

た方が安く賀えるでしょうか。苦手1151券Aは 1000 円引きで買えます。割引券B は 40%引き
で買えます。」という問題である。教科書を見てみると、同様な問題はあるが、買う品物の

値段が決まっている。買い物の値段が決まっているのであれば、計算して安い値段で買え
るお店を選べば、それで問題は解宅たしてしまう。しかし、問題解決というのは、その場そ
の場で形式に沿って答えを出すのではなく、 「最善だ」と判断したことの根拠を、自分で

考えて I必ずこうなる」と言えるようになることだと考える。そこで、本時では買う品物
の値段を子どもが決める過程において、 r2500 円の品物を買う持は割引券Aと割引券Bの
どちらで使っても同じ値段になる理由j を、割合の単元で学習したことを使って考えるこ
とで「割合は役立つものだj という感覚を得られるようにさせたい。

(2) 学習環境デザインのコンセプト

2500 円の時はどちらの割引券で使っても同じになる理由を、割合を使って考える
基準量、比較最、容j合の関係を正しく捉え、根拠を考える経験をする。

(3) コンセプトを実現するためのメディア
メディア 1 :買い物の値段を指定しない問題場面
買い物の値段を指定しないというととは、子どもが賢い物の値段を決めなくてはならな

い。すると、買い物の値段によって安く買える割引券が異なることに気付きゃすくなり、
「どちらの割引券でも、|可じ値段になる買い物の値段はいくらだろう ?J という本時の課

題を子どもが見つけやすくなると考える。
メディア 2: 数直線
課題を解決するためには、子どもが理解するための共通の道具が必要である。それが数
直線になると考える。文字や式だけでは、 1000 円と 40%が同じになる時が、基準量となる
買い物の値段が 2500 円の時だということの意味はわかりづらい。数直線を使うことで、子
どもの思考は明確になっていき、共有できると考える。

4. 学習指導計画(全 1 3 時間)
第 1 次 同種の二重の割合の比べ方について考える……ー……....・H・-・・…… 4 時間
第2次:百分率の問題を通して基準量、比較量、割合の求め方を考える‘ H ・ 4時間
第3次町基準量、比較量、割合の関係を正しく捉え、論躍的に考える(割合の活用)

.........2 時間(本時 1/2 時間)

第4次.割合を表すグラフ...・H・-… p ・ a ・......…・ 6 …・ ぃ・… 一…一….3 時間

5. 本時の提案『割合の活用の授業のあり方J

(，J ひろ Lさんは。下のよう令官イ迭で捷られているシ+ツ，ズ;f，Y， <つを

i 品ずつ買いますー

ア イ

ひろもさんt<. おの闘のよう念総r卓
を i 払n'?~ぐいます.制約ヲ1券1:1丸
[1.昆 I~~見札定侮の 20%引き J ~舎

かれYい実寸.

ウ

v+'Y. ズボン. <つのうち町どれl捕手i抑制ど凶品品きされる会話
柏市It.ん大会〈なり iを寸れ

.tのア場らヴまでのやか句 i つ選んで，そのお守を事態きましょう.また，

その ti! 4すの樹高"刻ヲl若手を使うピ儲引きさ1<る金援がいちばん大き《

をるわけを，官3襲や戎<1車。て書きまL.t: 10 

6. 教材について

平成 22 年度全国学力調査問題の算数B問
題回 (2) に左に掲示した問題がある。との
問題の正答率は 17.4% と低い。記号ウを選パ
ていても、説明が不十分な子どもが多いよう
である。記号ウを選んだ児童の誤答例を見る
と、「くつの定価がいちばん高いから(基準量
の大小のみ説明している) J や「値引きされる
金額=定価×値引きの割合だから(比較最3
基準量，割合の関係のみ説明している) J があ
る。基準量×割合口比較量という一般化 tされ
た式を使うこ左や、割合が一定の場合は基準

量が増えれば(減れば)、比例して比較量も増
える(減る)という知識は理解しているが、割
合の学習を使って、根拠を説明するカが不足
しているということが考えられる。
本時では、割合の単元で学習したことを使
って問題を解状し、解決した結果の根拠を考
える活動を行うととで、基準量、比較量、割合
の関係を正しく捉え、根拠を考えるカを養う
ことにつながると考えて授業を行いたい。そ
して、本時の授業が、割合の活用の授業とし

エ盛夏主主主主主2も考えたい。

各社検定済教科書を見てみると、例えば r2000 円の商品を、 Aというお店では 500 円引きで売
っていて、 B というお店では 10%引きで売っています。どちらのお店の方が安く買えるでしょう
か」というような問題が 3社ほど提示されている。このような問題において、子どもが考えると

とは、 2000-500 と 2000XO.9 の計算結果を比べるととである。割合の単元で学習した、百分率の
窓味や基準量×割合=比較量という一般化された式に当てはめて答えを出しているだけになって
しまい、わざわざ根拠を説明する必要がない。
では、買った商品の値段を口にしてみたらどうだろうか。口に入る数を子ども自身に決めさせ
るのである。そうすると、貿う値段によって、安く買える店が変わることに気付く。日常場面に
おいて、同じ店で異なる割引券をもらうことがある。 r1000 円引き割引券J l". r 40%引き割引券j
などである。両方持っていることも稀ではない。そうすると、いざ会計する際に、どちらを使う
と得なのかを考えてしまうときがある。大人でも、その時の感覚で使ってしまうととがあるが‘
できれば、なるべく自分にとって得になるような使い方をしたいものである。
買った商品の値段を子ども自身に決めさせることで、 「いくらの特に、どちらの割引券を使う
と得なのかj という課題を生み出すことができると考える。買う値段によって、どちらの割引券

を選択した方が安く買えるのかを考えるのだが、値段を自由に決められることにより roo円以
上(以下)ならば、とっちの割引券を使った方がよい」というととに気付くであろう。その持、そ
の理由を、基準量、比較量、割合の関係を正しく捉え、根拠を説明する姿を期待したい。



7 司本時の学習指導
( 1 )ねらい

基準量、比較量、割合の関係を正しく捉え、解決した結果の根拠を考える。
(2) 展開

王な学習活動ト予想される児童の反応)
1 問題把握

スーパーで口円の買い物をします。

2枚の割引券があります。

割引券A

f買い物金額から 1000 円引きしますJ

割引券B

「買い物金額から 40%引きしますj
どちらの割引券を使うと安く買える
でしょうか?

2. 自力解決

0留意点大コンセプトとの関連※評価

0割引券Aは1000円以内の品物については

0円になるととを{云える。
040%引きで買うというととは、買い物金
額の60%の値段で買うということを理解さ
せる。

02枚の割引券は同時に使えないととを伝

える

T: 1 つ自分で値段を決めて考えてみましょう。 10買い物金額を1つ決めて計算してみる。
C : 1000円だと、 Aを使うと 0円でB を使うと 600

円だから、 Aの方が得だ。

C : 5000円だと、 Aを使うと 4000円でB を使うと
3000円だ、から B の方が得だ。

3. 集団検討
T: 割引券Aの方が安く買えた人? 10割引券Aが安く買えた金額から聞いてい
C 町 1000円、 2000円の買い物をしても割引券Aの|く。

方が安く買えたので、割引券Aを使った方が!大買い物の値段によって、安く買える割引
安く買えると患います。 1券が変わることに気付かせる。

C: でも、 5000円の買い物をした時は割引券B を 10割引券Aを使った方が安く買える値段と
使った方が安く買えますロ |、値引券B を使った方が安く買える値段を

C: 高い買い物をした時はB の方が安くて、安い|仲間分けする。
買い物をした時はAの方が安く貿えるみたい
tCi;孟。

C ・いや、どこかに境があると思う。

「刊の値段がいくらの時に問の割問使うほく買えるのかな?
4. 自力解決
C : 1000円ずつ増やして計算してみよう
C: なんとか計算で求めることができないかな?
5. どちらで買っても同じになる値段を見つける
C: どこで割引券Aと割引券Bのどちらを使うと
安く買えるのかの境があるのか、 1000円表:'Jみ 10割引券A と Bのどちらを使っても向じに
で調べてみました。(第二用法) 1 なることがあることに子どもが気付かない
1000円 A 0円 B 600円 |場合は、教師から 1000円刻みの金額を提示
2000円 A1000円 B 1200円 i する。
3000円 A2000円 B 1800円
4000円 A3000円 B2400円

C : 2000円から3000円になった時に逆転したから
この間に境があると思う。

C: 探してみたら2500円で同じになったよ!
2500円 A1500円 B 1500円

C : 2500円の時に同じになるのは、 1000円左40%10計算で求める方法が出なければ、よ飽ι
が同じになるということだから、数直線で表|はどちらの割引券を使っても河じになる買
すとこうなります。 1い物の値段はないの?絶対に2500円だけか

1000 口 |主主上と問う。

。 0.4 

-Þ-(円)

が(倍)

C: 口 XO.4=1000だから、口 =1000+0.4=2500

o r2500円の買い物をする時、 1000円引き

になる割引券Aと、 40%引きになる割引券
B のどちらを使っても同じ値段になる湾曲
を考える!という課題を共有する。

で2500円になります。(第三用法) 1 ※貰い物の値段が2500円だと、どちらのお
C : 2500円より高い買い物は割引券B、安い買い|店で買っても同じになる根拠を考えるとと
物は割引券Aを使って買うとよい。 1 ができる。

6. まとめ
T: 同じ値段になることを考える方法としてどん 10どちらのお店で貿つでも肉じになる値段

な方法がありましたか? 1 を調べるためには、数直線を使って、基準
C: 数直線な使って、買い物!の値段を探す方法が|量、比較量、割合(%)を正確に捉えると

便利でした。 1 とが大切であること安押さえる。
C: 数直線を書くときは、何か基準量で比較量な
のかを考える必要があったo 10もし時間に余裕があれば、どちらも使え

るならば、どちらを先に使った方が得かを
考えさせ、値段によって違いが出るという
誤解を引き出したい。そして、割引券Aを
使った方が多く値引きしてもらえることに

気付かせる。

[参考文献]平成 22年度全国学力・学習状況調査解説資料小学校算数国立教育政策研究所
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Ē·̰ƿãȮ.ɻQ*)F*-1��/��̩ć���ƩƸ.!3̫��̩ɀ�S���.�J��̲ 

K̰şƗ�LǦA�' K̩/ȴ�A! A̫" �̩4 1/2 1̩/4Ǚè2ƚ*-�N451S.�1/ƅ*-̫

Ǚźʎ�'/�2̩G5M 1/3�ä-�'/�2̩ʀēȿ2Ǚźʨ'Ǒ2ĲȠ˹2ƕN=�1S(P

�/ɓ5ƅ�A�'̫G5M 1/B'Ǒ2̩%O&O� 2ɥå�' 1+å̩3ɥå�' 1+å̩%�

.̩G*7M̩Û˳ 1RĲ2�-ʎ�-�NS(*-��/�2ʞ/!ƯǴ14�1/ƅ*-�'S

.!�O0E̩Ǚź2˭�˽�4n�|�ä-�-̩�O2+�-G*7MɓEĲȠ˹2ŦN=�(

*'1/ƅ*-�A!̫�/E� 1 +̩1/3 Rä�'/�2ň0E')̩Ľ¿.ƞN*-��ʹR�

-�'4.!�̩%4Ľ¿*-��/�P2˃Ȯ5�*'4�1*-��/�P̐ŧ2Ǝ A�'̫

G5M̩3 ŪȰ4/�PA.º9-̩ƥų�-���E�O1�S.!�O0E̩ÀRɃƩ�-ň0

E� 1ĥɃRƞN4�*-��/�2̩1/3Rƞ*'/�2̩ȆM4 2ɥå�O-N/ƅ*-ļåƞ

*-�/ƅ�S.!�O0E̩1/3̩2/3A.ʨ��A��E�O1�.!3̫%4�'Mň0E')

4˃ȮR0�ű�ä!¥Ŏ.̩1/3RÃ*'4�/��/�PRǏ̐�ʐ��'�1/ƅ�A!̫ 

Ē·̰�M�/����A!̫)J*/ȆMǑ˿ŗ1�1*-�'4.̩ʯ�'�«0�&ʯ*-�'

(�N/̫ 

T̰ɔȲɇ�LǦA�' T/ȴ�A!̫¬Ǉ5�M�/����A�'̫ɓ̩Ʃŕǰ4̩�oUT4ɵ

n�|/��/�P2̩ɈS��'M.!�0E̩×Ȱ�ǇŧĴ̑2��-ƞO1�K�1E4̩w

�GWV�r�̩ľš�10E̩Ĕ ˽�4ɵn�|2ʋ�ƶ�O6ƞ*'Mæ*'M.�N*-�

�:�1ʤȭR�O-�-̩ɓ5�ORʨ'Ǒ2̩¬A.5̝w�/�ƞMɵ̩ĲȠ˹RȞL1�-

E��E4�ɥå.�'S.!�0E̩¬ĥ5ĲȠ˹RȞL1�O6ɥå5��̌��/���/R

ň0E')2×Ȱ5Ǝ �#1�*'4�1̩%4'D4 1/34 3/��ƿŉ14�1/��:�2

ɓ5Ǝ A�'̫%�.̩Ǚź4ġ̗2 15cm/˽��˭�E4̩G5MȞL1�O6̩ɥå�̌�

�̩5*�M�'ɥå5.�1�̫Ä�6̩)J*/ɓľš�/��K�1ǁŉRʨ-̩ŊɩǪƇǅ

š�Rƅ�ä�'S.!�O0E̩Ƈǅš�̩ǢǦæNE4 F̩æMå�NE4 F1��E�O

A#S�0E̩�OE¬Ǉň0E')�ǳʱ+�-˯ŵ2��̩3 ɥå�-*-1N/̩ÀĥEæL

1�F��1�4.̩ȁɎ2 1̩2 /ɷǉ�æN'D25̩G5MĲȠ˹RȞO6�*�MȁɎ2æ

 6 

N�/�.�N̩ÂǴEɫă2.�N/��:�1�/.̩¬Ǉ4öŴ�ŏȰȕ.EȰ�#NK/�

�K�1�/R×Ȱ5¸�'�*'/��:�1Ǝ ��'4.̩¬Ǉ4Ľ�1Ƀǹ5 1/34 3/�

�ƿŉRĲȠ˹R˂=A�J�/̩ĲȠ˹2ɉɃ�A�J�/���/R̩×Ȱ5¸�'�*'4�

1/��:�2ƅ�A�'̫!�A#S̩Ǝƌ.!�̫ 

Ē·̰�M�/����A!̫¯���.�J��̲Ǚź2̫ 

M̰�4̩ɓ4ɍɞȽʤ F1�S.̧ʐ�čO1�̨̫ 1/3̩1/5̩�4̩ĲȠ˹��*-̩.̩�O�

0S1Ľ���1/˂=Nȕ÷Eɓ5˷ʧ(/ƅ�S.!3̫.!�L 1/34Ľ��4E4��*'

/�'L̩%O�0S1Ľ��14�R˂=N/���')RčO6̩1/3 E 1/5 E 1/7 E˂=LO

N*-���/.!K3̫�Ů 7+å.�*'L̩%O5 1/71S.!K̫.!K3̫.!�L̩ɥ

å!N�/�.�N�0��/���/Rġ̗2!N�/�̩åƿ4Ʃŕ14�̩/���/1S.

!̫%4/�PR.!3̩Ǐ̐�ʎ��'(�-̩Ǆ'1åƿ4Ʃŕ2+�-×Ȱǅ�ɍɞ�'(�

'LŇ��1/ƅ�A!̫ 

Ē·̰�M�/����A!̫.5̩ǙźƯǴʏ2̫ 

�ǥÈ¢×Ȱ̰�M�/����A�'̫Ʃŕǰ̩áň21*-NƩŕǰ/5ĽŨ2ĺQ*-�A!̫

�4̩�ǍǇA.ŏ5ľš�.GP�/ƅ*-�A�'̫ȰȕĴ̑4E4Rɨƿ2ʞ/�˞C/��

K�1̩ǿǞƩŕʧ̩̕ȰȕĴ̑/��4/ɨƿ4�ȶ��MA!K3̫Ǒ˿Y�v�!N(P�1

/̩ɓƅ*-.!3̩ɨƿ4/�P.ùˉ�K�/ƅ*'4�̩ȁɄ1/�P.!̫Ȱȕ4Ĵ̑.ŋ

ʍ�Ȱ�-��6��1/ƅ*-�A!�̫cm̩ÚON�/��45��p2ˢ�A�'�O0E̩

'(.�'*-��45ǮƤ�ʠ�1*-��:�2ƅ�A�'̫˽�*-��E4RƤMƖ2�-

.!3̩åƿGNî̩�4î2.!3̩)J*/˽�˽�4öŴ�-NS.!3̫%��*'/�P

/È˪�#1�L̩˽�RÚO'̩%O�L 34Ëƿ2ƍĩȿ2�-�MA!̫%��*'/�P

EÃ*->��*'1/��/�P.!̫×ɗ S 4�ƩƸ4˧M.!3̩��5�4ʤȭ5.!3̩

QMɨȿ1ʤȭ.!3̫G*7MQMɨȿ1ʤȭ(� Få�M2��ňE�MA!4.̩��ɨȿ

1ʤȭEēQ#-��.Ɏʻ!N=�(*'1/ƅ�A!̫'(Ǒ˿/4ùˉ..!3̩ȁɄ��.

ȀD-�A*'/��4�ȆƄ.5�MA!̫ǿĥ̩ň0E')2čM�?�41�K�2GM'�

1/ƅ*-�A!̫ 

Ē·̰�4̩ƿŉR̩30cm 2�'45%���ǖǌ1˳åR5*�Mň0E')�ƍˆ�-̩3 +2

å�LON/���/R̩×ɗĽ¿2Ȯ˃5�N4�*-�ʹ5�MA�'̫%O2)FS/ƍˆ�

-̩ȞŎ�G!�E42�-�'̲ 

�ǥÈ¢×Ȱ̰%�.!3̫ǮƤ/!N'D2.!3̫ 

Ē·̰�M�/����A�'̫E�)J*/3̩ʹ�-��'�/�P1S.!�̩Ǒ˿�Ǧ-�N

4.ȴ�ʴ�MA#S�̧ʐ�čO1�̨̫ ĲȠ˹<4ƍˆ/��\���q�ä'/�P.ǿ4Ư

Ǵ2ɖM'�/ƅ�A!
.5Ŗ˸×Ȱ�̙��A!
 

Ŗ˸×Ȱ̰Ü˾ƯǴ�RƯǴ�'�A�'	Ŗ˸Ïľ˲.!
�ĉʫ�M�/����A�'
ŵǇƩ

ŕǰʨ-�'(�1�Lʐ�-�'(�O6/ƅ�A!
ǢǑ4a�h|p	�ų5	ɢȿ2ȴ��

�A!/ðē4ƍěRǊɎ2!N/���/.!
Þ¿ȿ2�ʹ�'�A!/	20Ǣ� 16Ǣ	16�

20.ä!ðē	0.8/ä-�A!�O0E	¬Ǉ4ƯǴ.5��-�'�A#S.�'�	0.8	%4

ƍě5À�/���/Rň0E')�5*�MQ�NK�1	%ORăÖR˧ -ǊɎ2�-���

/�a�h|p.!
%4 0.84ƍěRǊL�2!N'D2	ň0E')�ŋ61�O61L1��

/5��+E�N/ƅ*-�A!�	ǢǑ.5	%4�4�+	̧ ŵǇƩŕǰ4̨đÐ	ǢǑ4Ƶǰ
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/��/�P2ǘ�#-�'(�A�'
�ȉÄRîƵ2	ĲȠ4Ľ��R%P�-�N�/
��

2ň0E')�	ʘå')4ʯʟ.#A*-��	%���ƯǴRɃƩ�-�A�'
ʘʷ/�-ƅ

*-�Nƒǩ	ȉÄR³Ŏ�-�N/���/Rʯʟ4GMčM4�.ň0E')�ʘʪ�-�N/

�P5�ʨ#.�'4�1/ƅ�A!
'(�ǅ.	%4�/R�)S/ɨƿ4ȱʼ.ň0E')5

ʯʼü�1�
�/E� 1+	�Oˁ̗.!	ɓ�)J*/GMȆ�'/ƅ*-�NȢ4�+�	%

ORǙź2�)S/�'ʯʟ.A/D-��N�/5.�1�*'�/	E��Ȣƅ*-�N�/5	

ʘå4ƯǴ4�ȸǙź4ǅ.	�ė')5À4'D2ȉ=-�N4�/��ȽġR�-	ʘå.	��

O	À4'D2ȉ=-NS(*�/ʘå.Q�L1�1*-�A*'�/.!3
�OL5ƻĢ4

ÁĮ��N/ƅ*-�MA!
²�.!
 

Ē·̰�M�/����A�'
A" 0.84ƍěRʎ�'�	�/	ȉÄRîƵ2	¬Ǉ³Ŏ4�/.

ň0E')�P�Pʯ�ē*-�A�'�	%�L<SRƵǰ�'�*'/���ʹ.!�	ȫɄ2	

0S0S��A�J�
���.�J��
 

ȵƆ̰ǢǇ5�M�/����A�'
O Ţɠ W Ŗŋǭ4 I /ȴ�A!
sȢ�»��'��/��

*-	�+5	Ȱȕ/ɨƿRýê�'�/�Ɓʧ(*'4�/��Ȣ/	E��+5	ȉÄRÃ*-

ȉ˙˹Rȉ=N45�M14�1�14�/��/�P.	¬Ǉ"*/ċŔ�-�'ň�L!N/	

1�14�1/��Ŷ�1/ƅ�S.!�0	60ĥǠȟ.Ĕ K�2d��p�ȍAL1�Ĵ̑��

*-14�1/ƅ�A�'
ʘå4ʎ�/�-5	%OKMEȉÄR³Ŏ�'ʎ�4K�/�	%O

0�1*-N4/���ƍěē�5	%4ʎ�2KM%Q1�/Q�L1�4�1/ƅ*'4.	%

�L<S2+�-�»��'�1/��̛2ƅ�A!
KP���̙��A!
 

Ē·̰5�
¯251�.�J��
À�̀˪��N�/.ːġɥ�MA!�̲ 

ȵƆ̰¬Ǉ5�M�/����A�'
Ľĺĉʎ21MA�'
ň0E')4ʎ�N�.	/-E˼2

1*-�'45	�ź 5 ǢƜ�'LQ�L1�/��4��MA!K3	%O�L	�60 ǢƜ�'

/!N/�/��	602%P�'�/��ʎ�R	Ä�6�ŏ̈5 60EƜ�1�GP̲/��

�//	Ɏȫ/��ġ̗�L!N/	�Ɏȫ5Ĕ K�2Ɏ�L��/���//�ä-�NS.

!�O0E	�Ĕ K�2Ɏ�L��/��ʎ�2'*-B'L��1S(/���/Rň0E'

)4�.0�G*'Lɳż.�N4�1/���/5/-Eƅ�A�'
%�R	0�ň0E�ɳż

.�NK�2�4ƯǴ5��6K�*'4�5ɓEQ�MA#S
ɓEå�L1�S(�0	��/ 5

ǢƜ�'LQ�L1�/ǢȊ.ʎ�'�4ň2	0�G*'L�:C/ʯQ#-��LON4�

1/ƅ�A!
ƿŋ(�L�	�MA�'K3ň0E4ʯʟ4�23	��O5ɨƿ(�L��G-

ʎ�NS(K*-��̛2ʯ*'ňE�A�'
ɨƿ(�L��G*-ʎ�N
ê4ǅ.5ê(P

*-��ʎ�E�MA�'
.EG*7M��.ɓ')G*-�N45ɨƿ14.	�N�5ƿŋ1

4.	%��*'/�PRň0E')4�.0�ƞMē�R+�-ɳż�#-��LON4�/��

45̐ŧ2̌��-ɓE"*/ʎ�-�A�'
�M�/����A�'
 

Ē·̰5�	�M�/����A!
ȉÄR³Ŏ!N/��˳å4̌��2+�-�§ǅ�L�'(�

A�'�	.5�*'SƯǴʏ2ˠ�A!
 

Ŗ˸×Ȱ̰�M�/����A�'
�§+4ːġ/��+4�ƍʨ(/ƅ�S.!�O0E	!=-

>?�+4�ɦ�.Ý˧�-�N/ƅ*-�A!
ɷǣ2�ʹ�A!/	ȉÄR³Ŏ!N	+AM	

ȭŏ/5˭�ŗ�Ȯƌü�O'ȩƏ.	ƿÎR÷��'�/.	����E4R	60Ǣ� 48/� 60

Ǣ� 36 /���E4Rʎ�N/	�NɃȿ2˯*-�NS(*'L%ORʻD-E��K	%��

�K�1ň0E��	Ȯƌü!N/˵ē���/��%���Ƀȿ��O6ň0E')5ɳż�'/
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ƅ*-�A!�	�/Ȱȕ4Ĵ̑/ɨƿ4Ĵ̑Rýê!NƁʧ5�N/ƅ*-�A!
%O5	�N

Ƀȿ2ƃ -	Ȯƌü�1�F��1�	Ǚè2E	ƯǴ��ʹ�A�'�	1S.�Oȉ=-�N

4�/���/�1�4.	ɨƿ(�Lȉ=-�N/���/21*-�'4.	�O5\�(*'

4�1/ƅ*-�A!
Ä�6	�O5ɓ4ʃƦ.51�.!�0	ƯǴź2ĉô�-�'(�'ǅ

�L�'(�'�ʹ4�.5	Ä�6	�4�ǇɃ	§ǇɃ	�ǇɃ F1�- A �S B �S C �

S/�-	�4 3 «4�.�A�«RȍD-	MVP /�R˰S(M/�
%4/�22v�v�(

/(D(�LÀ�R%P�1�F��1�/
1L6%�5	Ĕ �/�ʊMˠ�ON�5Q�L1

��0%�1N/³Ŏ�-	ȉ=-��K�/��4�Ľ¦�1/
 

Ē·̰�5�
%�!N/À.¬Ǉ˂ň4Ɖ�2�'S.!�
Ǚèň0E')ʯ*-' F1�.!

�	��Ɨ�«*-0S1«̲*-ʐ�-'42À.˂ň4Ɖ�2ĺQ*)F*'S.!�
 

Ŗ˸×Ȱ̰�ƍˆ�-1�*'/��4�ŏ̈4/�P.!
'(	^�f4�.ˀ��A�/�ˀ�

�Ɨ/�21*'Lņ(1/��%4�L�4�}�.��ʎ�-�A#S.�'
 

Ē·̰5�	!BA#S	)J*/Áʰ1�/ʯ*)F�A�'�0
0�.�J�3	��L<Sɳ

ż�'S.�J��3
1S�Žł1Ǝ .�'K3
 

ȵƆ̰G*7Mĥƿ�Ķ�N/	ðē/��KM�Ɏȫ21*-�A�4�1/
Ĕ ~�f.��/

/��K�1Ǝ 21*)F�4.	�/ 5ǢƜ�'LQ�L1�/�	×4�//��45Q�L

1�
ðē(/	˥2ʯ�/	ȉÄȿ1ʨǅ/��45ɓE)J*/Q�S1�S.!�0	3 Ë/

� F1�- 0.8Ë/��/�P�ȉÄ14�1	�ǅ/E 0.8!N/	K�5ŏ̈2G*'E4R

�H*/âʈ!N/0���̛2/ON4�1/��/�P1S F1��1/ƅ*'S.!3
G

*7M	ŏ̈2G*-N�.	ȉ=N˹Rʀ��-��//��/�P�	ðē14�1/ʎ�N/	

G*7M	60ǢƘ*'/!N//��̛21*)F�/	Ɏȫȿ1/�P2̜˖�)F*-	ðē/

��ʎ�2ɾ9+�1�4�1ƅ�A�'
ƍʨ.!
 

Ē·̰5�
�4˳å.!3
Ǣŵ2ƍě�¹*-�N4�/ʎ�N/̌��˳å.!3
B1�S(

*'L0�ʎ�N.�J�
����ȩȐ
 

ȵƆ̰ːġ�'�.!
¬Ǉ4ƯǴ.0���ƚ�R�'�*'4�
�ȸăɴ145�ȸ�4	đÐ

.!�	�ǇɃA.5BS1%P*-G*-NQ�.!�L	%�A..ʎ�O6��S F1�.

!�̲%O��ȸȭŏȿ F1�4̲%���ň��'*-��Q�.!K
%���ʹ�3	E�

)J*/ä-�1�/��1�
Û˳�+E3	20ǢɃA.ʎ�K�ʎ�K�*-GN�L���1

ʹ.
ȭŏġ̗(/%S1�/1�Q�.!K
10ĥ1L 10ĥA.G*'S(�L	%�A..�

+ɦ��ä-�N5".�J
À����*-ʹ5
(�L	K�!N2����/�25	0��

�ȍAMǅR!N�/��ȍAMR3	5*�M/ȍD1�/	/��/�P2�����ȆN	/

��̛2ɓ5ƅ*-�A!
ĺ1ʯ�ǅ.ȴ�ʴ1�.!�0
²�.!
 

Ē·̰ȍDǅ4���R)FS/ʹ�ēQ1�.ʭȍ�-�*'/�P2ġ̗��N	/��ʹ.!

�̲ 

ȵƆ̰5�	%����/.!
 

Ē·̰1N>0
0�.�J��
 

Ŗ˸×Ȱ̰K�!N2 15ĥ.	Ä�6.!�O0E 15ĥ.	�NƍěĲȠR%P�-ȉ=N	%��

�ȉ=ǅ/�	ň0E')�0���ȉ=ǅ�R)FS/ȍD-�*'�/���ƍʨ.!�̲A/

A*-�ˠ¦!NʘÈ�1�S.!�0	ŗ��4źP2	5"ORļD2�-�N45	Ä�6�

4�'M�íLO'/�2���*7�ĻO'	%�A.ɹ��ʎ�-�'Q�.51�.!�0	
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źPĿƽ�-�N42��4�1/�	¬4ʹʥRˠ#6�/ 5ĥƜ��#-��O6��/�%�

���/21*-��Q�.!K3
%����'M4	Ƀȿ/�ȩȐ2��*-��/ƅ�A!


E�ɻQ*-�A*'E42Ŕ�-ʷÅ�1�F��1�/���/21O6	�4 551�*'�

�4 55G*)F*'E414.	ȣ�2�1�.ȉ=N250��K�/ň0E')5ʎ�-��	

%S1�/RǊɎ F1��0ƅ*-�A!
 

ŁƆ̰şƗ�L�' S/ȴ�A!
ɓ4Ȯʭ�˔M1�4�E�O1�S.!�	Ǚè4	ƯǴ4îĀ

4ǅ.	î4ǅ4Ł4ň�	1ǇɃ/ 2ǇɃ5ȉ=LON�	2ǇɃ/ 3ǇɃEƿÎ�ƴ*-�N/

�P��N�Lȉ=LONS(/���/R	�1Mǉ�ǑȢ.ʯ*-�'4.	E�!�2��S

(1/ƅ*-B-�'S.!�0	1ǇɃ/ 2ǇɃ5Q�N	2ǇɃ/ 3ǇɃEQ�N	 F� 1Ǉ

Ƀ/ 3ǇɃ50�ȉ='L��4/���/.	%P�NƁʧ�ä-�N/��Ś˾1S F1��

1/ƅ*-�'4.	%�!O6	602�*-E���E�O1�S.!�0	%4ƿ�Ľ��1O

61N>0	Ǣŵ2�4ÚMÞē5ʂ�S(P��/��ĺ1ǽņ�Ľ��1N4�ň0E4ƍˆ1

4�1/ɓ5ƅ�1�Lʨ-�-	5å4 4/ 5å4 41S(/��̛21�1���1�*'4.	

%P�N�/�Ɓʧ21N45 1ǇɃ/ 3ǇɃR0�ȉ=N�/��/�P2ä-�N�/(/ɓ5

ƅ*-�'S.!�	ɓ4Ȯʭ�����4�1�/ƅ*-�
ˀ�ƾ�-�(��
 

Ē·̰¯4B1�S���.�J��
�.5×Ȱ�̙��A!
 

Ŗ˸×Ȱ̰Ʃŕǰ�.E¬�Ƚʯ4�*'×Ȱ4K�2ƌŎ�-�A�'
/�P�	ƯǴ4�.	Y

ė/��ȵ4ň� 20ǢƘ*- 8ǢĻ�'	15ǢƘ*- 3Ǣ5"�'/���4 2˹2ɉɃ�'�/

.	2ǇɃ/ 3ǇɃ5ɓ4ǅ.^�f.¤ʭ�/O1�*'/��̛2éǃ�A�'
14.�4ġ

̗R?G���NRż1�*'	��.	�4ň0E')4ġ̗R Yė/��ňR�*��2�-Â

*-��/���/Eʎ�LON/ƅ�S.!�0	%4ƌŎ�.�-�1�*'4.	%OR˱�

A�'
%4#�.ġ̗�ǖǌ21*-�A*'/ƅ*-�A!
 

ŁƆ̰ɒŞɇ�LǦ' O/ȴ�A!
!BA#S×>0�L»*-�N/	1S/1�	Ê«Š4ġ̗

21*-�NK�1Ȋ�!NS.!3
�/ 5ǢƜ�'LÚ*-�'/�	�4«5źĀ5º9-�

N/���ƅʎ2ȖO-�*'Ȋ�!NS.!K
.51�-	�*�4 15 .æ*-�A�6/�

�S(*'L	Ä�6îĀİ4«�Ŵ�/���/21MA!K3
%���ʹ.51�-	Ä�6

�4��L�«¯4^�f4«/Ɯ�*�ȉ=R!N/�'L	ˀR±ʤ2�'L 1ȸK�%��/

��ƅʎ(*'L	�PS1ǮƤ�äN/ƅ�S.!K
Ĕ /�P2BS1%P�-ʎ�-B'/

�'L	20 Ǣ1L 20 Ǣ	60 Ǣ1L 60 Ǣ/�*'/�2	Ľ¿ 20 Ǣ2�K�� 60 Ǣ2�K��

10 Ǣ2�K��.�%�1«5ˀ�1/��ƅʎ21NS F1��1/ʘå5ƅ�1�Lʨ-�

'S.!K
(�L	Ǚź2ä-'�/ 5Ǣ�äO6˭�S F1��/��45	î�MA�'K

3	��i�˪ɂ.�4«5ǒȇŴ�42*-̆˪�ʯ�B'�1%���ʹ14�1/ƅ*-	%

�2̅*-�A*'L˰Ɨ1S�˰=1�S F1��/��
¬4ƒóȫ4ġ̗/��45	�ʛ

ȿ2ʯ*-�ȸɎȫ��N45À14�/��ˇ˃21*'/�2ƨ*-�NK�1ʹ.�*-	Ǚ

ź4ʸē. 1«.ù*'�L/���ƅʎ.51�E4��4�4�2�NS(/���/Rň0E

')2ɾ9+�-ʎ�'ME!NS F1��1/��̛2ʘå5Ʈ�-�A�'
���.�J�

�
 

Ē·̰�M�/����A!
G*7MɃȿ3	À4'D2ȉ=-N4/���1�/3	1�1�ň

0E')E	ɨƿ(�L/�ɟ̜1Ǝ 21*)F�A!3
0�.�J�B1�S	�Ǒ˿E˟,

�-�A�'�
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ŁƆ̰�̣4 B Ŗŋǭ�LǦA�' E .!
ɓɨƿ�	Ŗŋǭ4ƾğR�-�NS.!�!��ʝƗ

.	%O.����ɍɞ·2Ǧ-öŴ�#-�'(�-NS.!�0	¬ǇEŕÚ4�'M.5K�

ƍě�å�L1�-	×Ȱǅ4�ʹRʐ�-��%�1S(/ƅ*-	.EG*7M�O*-Ǣŵ5

%� F1�S F1��1/ƅ*'S.!�0	Û¿4ň0E')4̍ĨȊ�	��(K3	%�

(K3	˧å�-��(K3*-1*-N�.	Tė/Mė�	�G	.E�O>S/5˭�.�J

/ʯ�'�/�A"!��1/ƅ*-	ɓ(*'Lʯ�1�*'1/
%���̍ĨȊ��N�/*

-!��1/ƅ*'S.!�0	G*7M%�5ʯ*-E	ɓEɨƿ4�/�*�M$S$SQ�*

-1�S.!�0	Ǣŵ4Ȯƌ.5˭�4�E�O1�/ƅ�S.!K3
Ǚź2	Ŗ˸×Ȱ��*

�FLO-�'	ƴ�-ȉ=N'D2Ľ¦1�/5³Ŏ!N�/(K3���/�ň0E')�LE

ä-�'/ƅ�S.!�O0E	ƴ�-ȉ=-	³Ŏ!N/��ɨƿ4�.ʎ�-	 F�ŏ̈ʘå

')4Ȱȕ/�×>0�*�F*-�'K�2¦ˈ2ƕ*'/�2	ż!N�//����/*-À

1S(P�*-��̛2	�4ƯǴǰ/�ʨ�#-�'(�/E���'LǙź2	¬Ǉ5Ǒ˿�1

�*'�O0E%����/Rʎ�-L*�FN4�1�/ƅ*-	%�Rƾ�-�'(�'L1�

/ƅ�A�'
KP���̙��A!
 

ȵƆ̰I /ʯ�A!
¬4�Ƚʯ5Ľĺ˷ʧ(/ƅ�S.!K3
ǙE¬Ǉ5ɷǔL��ƯǴ(1/ƅ

*'45%�4/�1S.!K3
ň0E')�	�S1�/�-��4�	�O�*'�ÀRä�

-�N4�/
�4˂ň.�*'L/���/.�J
%O³Ŏ1S(K3
(�L	Ĕ *-ʯ�

S F1�-	�4˂ň.�*'L	+AM�4˂ň/��4Rƿ.ʤ#1��/���/.!K3
 

ȵƆ̰ǧª˵4 K/ʯ�A!
�M�/����A�'
�ʨ¦1ƯǴ.�'
�ʐ��'�45	3

ǇɃ4/�P�	�����	%�-A' 6 ǢɃ2ÚO-A!K3
6 ǢɃ2ÚO-�N4R�/ 2

+đ2"L!/	$S$Sʨ�ǅ˭*-�N F1�.!�
%4˝5Ŗ˸×Ȱ4�/(�L�P�

Pʎ�-ȍD-�N/ƅ�S.!K3
ʨ#ǅ	�oUT/�-4ǽʖ�ĺQ*-�N
5̪4�%�

.ʨ�-�N/	Ăˇ·.¬Ǉä'ƍʨ4Ľǅ4�/�ʭȍ!Nɰď2E1N/ƅ�S.!K3
�

ʐ��'�45	%4�4ĩRŖ˸×Ȱ4ƌŎ.¯20S1̛2ƚ��/ƅ*-�'4�1/��/

�PR)J*/ʺ��ʐ�'�1/ƅ�A�'
 

Ē·̰�M�/����A�'
.5Ǚź2×Ȱ�̙��A!
 

Ŗ˸×Ȱ̰�M�/����A�'
��+E4�ʹR�'(�-	Ǚź2 K×Ȱ4�ʹ2ɫă2.E

�ɦ�!N/	G5M%4 5̪4 4ɮŮRä�-�N�ʹ�ä'Ĵē2ȕ�%�/ƅ*-	�O 5 ý

æM2!N/	A�A� 5̪4 �ʨ+�G!�K�2�'+EM.�M++	.E	)J*/ɁM�

�M��NK�1	ĿƽĿƽ/�	�4˝A.5Õú(*'�0B'�1	/��ȩȐ.!
B1�

S4�ːġ2�ɦ�!N45�1Mʘå<4ʘʷ2ƕ*-�NS.!�	ɨƿɕ4ƯǴ2��-Ƀȿ

R�)S/ƨ'#N�/�Ľ¦(/���/5	ɋˆ/�-5ɓɋ*-�A�'
%O5ň0E')

4÷ǽ,�	A'5éǃ4ĲȠ21N�/�å�*-�N
ɋˆ/�-5ɋ*-�-Eɓ�%ORȕ

�#-�1�/���/	+AMʘå2/*-ɨƿɕ.ɃȿRƨ'#N�/�ȕ�-Ò�/��ȩȐ

2.�-�1�*'/���/2ʘå.Ȋ°�'�/��ȸ4Čɝ(1/��̛2ƅ*-�A!
 

Ē·̰5�
0�E�M�/����A�'
.5	Ĕ ðē4ƯǴ.�'ôĪ×Ȱ�̙��A!
 

ôĪ×Ȱ̰5�	B1�S�S2)5	Ü˾ƯǴ4�R�#-�'(�A�'ôĪ/ȴ�A!
KP�

��̙��'�A!
ɓ4�ų5.!3	ŵǇƩŕǰ4ǢǑ4Ƶǰ4/�P2Eǘ�#-�'(�'

S.!�	ɫă2ʯ�/.!3	ðē4Ǚź4ăÖ.!3	ƯǴRÀ�ÂO1�ES�/Ʈ�-�A

�'
%4Ȯȳ5.!3	ŋò˂ǫ�ǮƤ21*-�A*-ȴ�ʴ1�S.!�	G*7M	ň0E
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/Ʋ�-�N/.!3	ɤ 2ȱȑ/ɤ 3ȱȑ/ɤ 1ȱȑRG*-�NǑ˿5.!3	%O�ʭ�NS

(�O0E	)J*/Ƀ×ĺ�'M!N/.!3	ʭ�1�*'M	ɤ 2ȱȑ�L��/.!3	�

�	��G*-fw�.Îű�̘Rʎ�NS(1�/�	ǒ˧2ɷɄ2ʯ�S.!K3
�Oļå	

Üɠ.Eīɠ.E�ʅ(/ƅ�S.!�0	%���ŏƏ�.!3	G5M	ðēRĔ 2�-EĲ

Ƞ˹�˭�/0*)�Ō�1N4�Q�L1�/�.!3	ĈŪ4	27ŪŮ4ŋò˂ǫ.!3	20̦

Ķ�'E4RÖ2ƕ!25À̦2!O6���/�.!3	%��*'ġ̗�Q�L1�/��ŏƏ

2+1�*-�N4�1�/��̛2ʎ�A�'
ðē/5À�/�%S1ʦ̊1�/.51�-.

!3	B1�S2ġ���'�*'45.!3	%4ʔǓ2�NE4/�-.!3	ȉ4 3ȱȑRÃ

�K�1ġ̗R.!3	Â*-G*-BN/��450��1/
ƾɕǘRʨN/.!3	3 ɑ5G

*-�NS.!�0	̄ 4 3ɑ5	ɤ̬	ɤ 2	ɤ 3ȱȑ.ɻQ*-�N	%�.ɾǩEä-�1�


����K�1ġ̗RƵɏ!N45����1�/B1�S2ʵ�K�/ƅ*-G*'S.!�0


²�.!
 

Ē·̰5�	�M�/����A�'
)J*/k���e�-	ȽŚȿ2G*-�A�'�	Ɏ�2

ȕȱò/�3	ˁ̗(/�O-�A!�
�M�/����A!
 

ȵƆ̰K/ȴ�A!
ʎ�'�45	ðē4ʎ�ǅ/	Š.Ʈ�N�/R04K�2Ʃŕ�-��4�

/���/RǙźʎ�A�'
ň0E')	Š4ʎ�	ðē4ʎ�	ˑŉ.Ȇ*-�A!�O0E	

�O	ɾŘ	ĲȠ˹Rň0E')��)S/ȍD-	ƨ*-���/�-�'/�(/ƅ�S.!�	

G*7M%4	��0.4 4ʆ4/�P/	%�Rň0E')0�ʨ-'4�1/
%�4ʎ�ǅ4�

}��	+1�MA.ʨ�-'4�	%O/E	Ȫɠ�'E4/�-Ʈ�-�'4�	ǙźƿɄʆ2

5˒�%�/��K�1ƍĩ.!�0	�4�'Mň0E')�ŠRE/2�-ʎ�'�/R	×Ȱ

�0�ʎ�-�N4�/���/R�ʐ��'�1/ƅ�A!
 

Ē·̰5�
���.�J��	̀˪�'E4��*'L�
KP��.!�
%O.5ôĪ×Ȱ	�

̙��A!
 

ôĪ×Ȱ̰ �M�/����A�'
�4ġ̗.!3	ê2Îű�4ġ̗/�-ʎ�-E��Q�.!


Îű�4ġ̗.ʎ�Nň5	ɤ 2ȱȑ.0S0Sä�-.!3	%O�Ĕ 21*-�N�0��R

ȉ=N
�O5	ɤ 2ȱȑ4ȕȱ/���	Ã*-ġ̗Rʭ�Ĵ̑
Ǚź	�4ʎ�.!3	��G

*-ʎ�N/	ɤ 3ȱȑRÃ*-�NQ�.!
��.5ɤ 3ȱȑ�ä-�N	/��̛2ʎ�-A

!
.!4.	ɓ0)L.E	�4ġ̗2̀�-5��S(/ƅ�S.!3
.!4.	ðē4ȕȱ

ġ̗251*-A!�O0E	�PS1ǅȑ.ʘå.ʎ�-GN/���/�	%4�4�+/�-

.!3	ɤ 2ȱȑGɤ 3ȱȑ�ÃQONK�1ġ̗21O6/ƅ*-Â*'S.!
'(�*�FN

˧M.!3	��4ʉ�.!K3	1000̱��0.4/���/4Ȯʭ�	0O(�ʞ)N�/��/

�P(/ƅ�S.!
14.ɓ�L.!3	ň0E')5�S�S/ʯ*-�NS.!�0	%O5

ˀ��ʯ*-N�LQ�*'Ȋ21*-N�0	ƿɄʆǘ�N̲/ġ�'45%�1S.!
%�'

LG*7Mǘ�1�*'4.	)J*/A(	%�L<S5Ȯʭ�	�4ġ̗2��-5�+�S(

1/ƅ*-.!3	��ÀRʤ�-�N4�/�.!3	1000 �ÀRʤ�-�N4�/���/R

ƿɄʆ.A/D-�*'/��4�ǅɧ.!
�O�ǅɧ/ʯ*-��4�5Q�L1�.!�0
 

Ē·̰%�4Ȯʭ4'D2ƿɄʆRÃ*'/
 

ôĪ×Ȱ̰%�.!3
 

Ē·̰0�.�J�	¯2�Nǅ
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ȵƆ̰�M�/����A�'
40̦ű�/���/ʘ¿�E�ň0E2/*-5̌��ˁ̗(/ƅ�

S.!�	Ö4 6ð(�L 0.6ư�'L��(K/��4�ä'45!��1/ƅ�A�'
ň0E

')�	ȉ˙ȿ	ļåƩŕǰ4ƌŎKME	@S@S�g��K�îĀ1*-'S F1��1/ƅ

*'S.!�0	'(źĀRʨ--	)J*/ʾǊ�̳�0�*'M	ƿɄʆ2f��g2�*'4

�1�/��4�	ɓEʨ--ƅ*'S.!�	Ä�6	�*)4ġ̗5ȉ˙ȿʎ�G!�*'�L	

E��Ê˯ƃġ̗RG*-B-%SǑ2̩)J*/ħ*-ƿɄʆ�1�/��1�ġ̗/�*-��

4� !̩�A#S0S1ġ̗�*-��45Q�L1�S.!�0 �̩�.�SAMƿɄʆ4Ɓʧ�̩

ȁɄ%�A.ň0E')21�*'4�1/̫E� 1ġE��*'L̩G*7ƿɄʆ2+�-ǘ�-

ʭ�1�/Ǣːȿ1ƍě*-Ȯʭ.�1�*'S(B'�1̛2ʞ)'4�1*/��̛2ƅ*'

S.!�̩%4˝�4 1ġ(�.GP�/�'/��/�P43L���*'Lƾ�-�(��̫ 

Ē·̰5�̫̀˪�-À��MA!�̲ 

ôĪ×Ȱ̰��×Ȱ�M�/����A!̫��%�.!3̩�4�ɓ�4ġ̗ʎ�-N/�2̩�4

1 ġʭ�'L.!3ǿ4ġ̗ʭ�45+AL1�4.51��/ƅ*'S.!K̫ĺ1ʯ�ǅ.!�

0̩́ś4ň14.̩�4ň5�1S.!̫.Eŏ̈�4��*-ʯ�ǅ̩Q�S1�*-��ňE

�*7��NS.!̫.E̩G5MƯǴÛ¿Rʎ�'/�2�4 1ġʭ�-A'˯ƃġ̗*-GNK

M5.!3̩0*)×2Ã��B'�14RǑ˿��*'LGP��1*-ƅ*-'S.!�̩�*

�F*'/�M.!3̩ß4^�f4ŏƏE%�.!�̩B1�S4 5ŪȰ4^�fE%�(/ƅ�

S.!�̩G*7M%4 1000̱��0.4R.!3̩Ǣŵ2Ȯʭ�-�N�*-�*'L�OƿÎƶ�

'L)J*/A'�O̲A'ʨŵ+�-GNň�.-�)F��E�O1�.!̫ F1�-̩G*

7MƿɄʆ.G*'ǅ�̩ĲȠ˹�12�/�ȉ˙˹�12�*-���/Rʎ�N�*��21N

/��ƍě.ɓ5G*-B-.!3̩G*7ME� 1ġ�4̦/ 1000R.!3ĺ�'ġ̗�̩0*

)�.E��S.!�0̩0*)�Rĺ�'ġ̗RG*-BN/ăÖǡ/�-5��ġ̗21NS 

F1��1*/ƅ�A�'̫5��M�/����A!̫ 

Ē·̰5�̫�̙��A!̫ 

ȵƆ̰¬Ǉ5�M�/����A�'̫ĳȬɇ4į̎�LĉMA�'ʡ/ȴ�A!̫ɓA(ÛȥƾğȄ

� 2Ū��1�-̩A(å�L1��/6*�M1S.!�0̩ɨƿRGN/���./-E�+E

Ⱥġ14�̩��ɨRVa��RA'�/ðMɨ21NK*-��4R̩¬Ǉň0EEðMɨ21N

*-ɫă2ʯ*-'S.!�0̩.%O��L*/ȖO-�A*-�'�/�ɾŘƿɄʆ(*'Mȉ

Ä(*'M2ʉ�*-�1�*'4�1*-ƅ*-�-̩+AM̩1000R��R�0.4Ë�'̩+A

M 10å4 1�'E4� 4+å� 100021NK�2!N +̩AM 1000R 10å4 42!N�10å4

4 F1�G 1̩000R 0.4.ð*-��N*-��45%����/(/ƅ�4.̩ʯʟ.À.�*

�R�Va��RA'�/���21N4�*-��4�ʯ�-�1�/̩ʧ!N2ƿɄʆ.ʤ�-

Eƍě�å�*-�1�4�1*-ƅ*-�-̩14.×ɗ̩ʯʟ.ʾǊ�'M̧ʐ�čO1�̨/

�̩ƿŋȿ1ȮʭR*-�/5G5Mʯʟ.ʾǊ.�N�/̩ăɴ2A'�6��/�%����/

 F1�-̩%O�.�N/¯4ƃȱġ̗21N4�1*-ʹR¬ʐ�-�A�'̫ 

Ē·̰¯2�̫¬4���.!�̲ƿɄʆ4ʹ�¬"�*/ʂ�-A!�̀˪�'�ʹ�MA!�̲ 

F�ʘå�L)J*/ʐ�-��.!�̲�O*-̩�4ň4ʎ�RʾǊ!N25��S(�0̩Ǣ

ŵ2¬ǇGM'�*'�/RȮʭ!N425̩�N̲ 

ôĪ×Ȱ̰¬ǇGM'�*'45̩2500à21$1N�*-��̫ 
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Ē·̰�S̫%�.!3̫ʨŵR+�NGMǅR�PS1ň�ä�-NQ� F1�.!�̫(�L̩

�4ň�ä�'45̩1 ĥ×ȰƿɄʆ.ǘ�N*-ʯ*'S(�0̩ÛȥƿɄʆ2!NƁʧ51�4

��*7�ä-�N*-��45̩ň0E')5�SAMƁʧ/�-1�*'S F1�S.!�̲ 

ôĪ×Ȱ̰ň0E5ƿɄʆƁʧ/�-1�*'/ƅ�A!̫%O5¦ŏ.!̫ɓƯǴ�--%MF%�

(1*-ƅ�A!̫'(̩�4Ű4ƍě�.!3̩ʞ)-N4�1*-��4�ʘå.ƯǴG*--

Ⱥġ(*'S.!̫%O5Ɏʶ51�.!K̫�4ň�å�*--�4ň�å�*-1��L*-�

�Ɏʶ51�.!�0E̩Ǉ�ƯǴG*-N/�2.!3̩¬�S�S*-�*-N�0Ǣŵ2å�

�1S�ŶŰȿ1Ǝ 21*-�1��1*-ƅ*-̩ F�ĲȠ˹À�1ȉ˙˹À�1*-�/5̩

ġ� 1+/�-ƿɄʆ�ǘ�N̲*-ġ�'*-�/.!̫ 

Ē·̰%�5å�N̫(�0%4ź4̩Ɋą.�P�P/˂ǀ�-�N F1�.!�̫ʨŵR+�-

100à"+ŠRʨN/�̫%���45̩ F�ƿɄʆ.ʤ#*-1NS.!�̲ 

ôĪ×Ȱ̰A��OƿɄʆ.GP�/!N/̩ă½˹ŵ'M4ƿɄʆ21NQ�.!K3̲100à�'

M 40 à.̩200 à4ŠRıDN'D2��LƁʧ�B'�1̫%ORG*-E��/5ƅ�A!�

0̩ʨN̂M.5A�%O5%O.ɳż.�-N4�1*-ƅ*-̩%�5ɓ5ġQ1�*'/��

(�.!̫ 

Ē·̰�G̩�*)5ɳż.�1�*'�LƿɄʆRä!S(�0̩�*)5ɳż.�'E4(/�-

OK̲/��4�̫ 

ôĪ×Ȱ̰1N>0̫ 

Ē·̰�DS1��3Ǒ˿1�42ùƗ2�F=*)F*-̫ 

ôĪ×Ȱ̰!BA#S̫)J*/×˚ź˚.̫ 

·Ĵ̧̰ ɣ�̨ 

Ē·̰A(*'L 1000àű�*-ȍA*-NS(�L_�z.ʤ�'L��1N̫1000à5̫%4A

A�Ŏ(�0̩B(*'LÖÎ�ĺQN/_�z��G*-1*-N F1�.!�̫�4©Q*'

/�P� 2500 à.̩���ĺQL1�̫.�4ŠRʨ-Nň')E̩%4Š*-��4R_�z.

ʨN/��3*/��4˳å/��4�ʨ�G!��1/ƅ*'S.!̫%�!N/̩)J*/3�

*��ǥ×Ȱ/Eʹ�-'S(�0̩�Oðē4ƯǴ14�1*-��/��Ⱥġ21*-�)F*

-̩E)PSðēRÃ*-ȕȱ�-NS(�0E̩À-ʯ�S.!�3�E*/ 6Ū.ȉÄʍ*'ź

2G*'ǅ�_�zÃ*-�E�P��/.�NS F1��1*-ƅ*'S.!̫.A�)J*/

ä�F6*)F*-̫ 

ôĪ×Ȱ̰×˚�M�/����A!̫A�Ɏ�2_�z*-Ã�NK�2!N/����4Æë.!

K3̫'( 5ŪȰA.4/���̩�Oɓ4ƯǴ5ǲ2��-ʯ�A!�0̩G*7MŖŋǭ*-_

�zÃQ1��L%���ƅʎ��1�.!K3̲ʤ.GN�/4ǅ�ļ�4.̩A�¬Ǉň0EG

*-'45 1ɚ4ʤB'�1ES14.̩%�.ĺüRʨ+�N1S/��K�*-��Ƚƌ21*

)F*'4�1̫A�!BA#Sðē4ƯǴ21*-N4�0��*-ʯQON/̩ŵȥ˭�Ĵ̑E

ä-�N�̩ɓ5%O5%O.�E�P�*'1*-ƅ*'4.̩��S F1��1*-ƅ*-A

!�0̩ʁŔ2%O F1�Fðē4ăÖǡ5ðēRÃQ1�Fʭ�1�*-��ġ̗ F1�F�

�1�*-��45̩)J*/ɓ51S�E*'�1��1*-ƅ*-A!̫!BA#S̫0�&¯

4«̫ 

·Ĵ̧̰ ɣ�̨ 

ôĪ×Ȱ̰)J*/Ē·̧ʐ�čO1�̨̫  
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ȵƆ̰¬Ǉ5�M�/����A�'̫ǧ ȷɭŢɠɤ�Ŗŋǭ4Ő¨/ȴ�A!̫×>04 2+Ƀ4

ƯǴ/)J*/�;N�E�O1�S.!�0̩Ǝƌ1S.!�0E̩×>0�Lðēðēðē*-

ä-�-̩ʘå4�.ðē*-��4�À1S(P�*-!*��Q�S1�1*-�-̩Ŗ˸×Ȱ

5ðē4ƍěR5*�M�#N*-ʯ*-'S.!�0̩%4ðē4ƍě*-À(*'S(P�-¬

ƅ*-�-̩ôĪ×Ȱ4ƯǴEðēRȁɎ2̩ȁ��Ʈ�N̫ F��4ƯǴ.ʯ�/ðē4̀Ç*

-450�(*'S(P�*-��̩A'0�RƌŎ�-G*-�'S(P�*-��4�̩¬!�

�ðē*-��4�!��̌��1*-��:�2ƅ�A�'̫Ľŋ.E�ǥ×Ȱ2ŏ5ðē4ƯǴ

RƾQ*-�'M�'S.!�O0E̩!��Ûȥ̩¬.EöŴ�-N�0å�L1�1*-��/

�P��N4.̩¬Ǉ4�ǥ×Ȱ4ʹ4�.Eƾ�-�'(�N/�M�'�1*-ƅ�A!̫¬Ǉ

4Ǝƌ.!̫ 

Ē·̰5� �̫M�/����A!  ̫F�×ȰǑ˿�ŗ1�1*-�'4. 0̩S0S�̙��A!̫ 

ȵƆ̰�M�/����A�'̫�*/ːġ/ƍʨ��*-̩A"ːġ�×>04ʹ/E�;NS.!

�̩¬Ǉ4ň4ƯǴ.ň0E2ÀRŋʍ�#'�*'4�/���/.̩ƍʨ.!�%4ƿɄʆRÃ

*-ň0E�Ȯʭ.�-�'4�*-���/1S.!�0E̩%4ƿɄʆRǘ�'ň0E�Ǚè

0.62�K�/ƅ*'�0 Þ̩¿ȿ2ä-Nƿŉ��ƿ�̲0.4(�L/ʯ*-%4ƿɄʆRǘ�/�

2ʯ*-�-̩1S�ä-NƿŉRŵ-5D'(�14�1*-̩�*�M/5å�L1�S.!�

0̩�SAʺ��Ȯʭ.�-�1�4�1/ƅ*-̩�/̩�*-À̲/×Ȱ��O'/�2̩�1

�G.Ã*'˺̘/ʯ*'S.!�0 A̩�ŏ̈�%�4ʆ5 1000àű�4 1000/�4 1000�ä

-NS.!�0̩E/4ƿɄʆ4 1000 5Ã*'˺̘4 0.4 2�'N4� 1000 *-��̩%4 2 +

4 1000 5˭� 1000 (/ƅ*-�-̩%OEęD-';S�ęD1�/ƿɄʆRȮʭ.�1�/ƅ

�S.!�0 %̩4Ȣ2+�-E�4ƯǴ.5 ŗ̩1�/Eň0E�ʯĊ�-�Nń�1�*'4.̩

Ȯʭ.�-�1�4�1/ƅ*-�A!̫ 

Ē·̰5��M�/����A!̫Ǚź2A/D-ɦ�-EL�A!4.ʯ�˔M1�ǅ$8̫×Ȱ�

̙��A!̫ 

ȵƆ̰¬Ǉ5�M�/����A�'̫Ǣř�S.�S.NǢ.ʨ�#-�'(�'Ǣ2�ʚŀ�1�

LƯǴRʨ�#-�'(�A�'̫�M�/����A!̫¬Ǉɓ!��1/ƅ�A�'45̩ň0

E4��Lĵ*-��ʯʟ�ä-�-̩ĵȶ/��ʯʟ�.-�-̩%OR×Ȱ�×2%ORʨ˧�

R�O-�-̩ƯǴǰ4Ĵē.50)L�Ō�1Nˌ�N�1/̧ʐ�čO1�̨.!�0E̩ŏ̈

ƯǴ4�.×Ȱ�ʯQO'45̩ĵɃ*-��4Rʎ�-BK��*-��4RʯQO-�-ʘòʭ

ȍ2ÚLO'/��/�P�ʗǽƃĺ2ĺ�LO-�'�/5!��1/ɓ5ƅ*'S.!�0E̫

%O.̩×>04Ŗ˸×Ȱ4ƯǴ4ǅ.̩ǧªǘɬ4ƾɕǘ1S�ʨN/̩Ǚè2Ĕ ×>0��×

Ȱ�ʯ*'K�2Ĕ ƿÎ��NWb]4˞BÞē2+�-4ăÖ�ʨLO-�-̩Û�%4̔ȸç

�ʯQO'K�2˫CS.!�0E̩%OR��-����̛2ĺ�'/���/2K*-/EGė

.�'*-ŝďė̲*-��̛1����ƍʨ�ä�O-ɾǩȿ2!��ƯǴ�șA*'/���̩

(�L�O5K�*'/ɓ5ƅ�S.!�0E̩%���Ƀ.ʨ'/�2̩ôĪ×Ȱ4/�20��

-E1S�ű*��*-�Nň0E��- %̩O5 1ȸźP4 1ȸɢ*�4ç4ň1S.!�O0E̩

ôĪ×Ȱ�ȰƑĜ%4ň4ŔƃR�ȰƑĜ�O-�'S.!�O0E̩�4ň2+�-À-ʯ�S.

�J����4ǭßɍ4ʓ-'�ň0EÓ4ŋʍȯĵ2Ò���1�LʘL4ŋ9Rʨ+�Nň̩�

N�5ÝĔȿ2ŋ;ň*-��/�PRʎ�-B'/�2̩ôĪ×Ȱ5Ǣŵ2�ȰƑĜʐ�O-'/

ƅ�S.!�0E̩�4ň4ŋ9*-��E4R¬Ǉʎ�-B'/�20S1ŋ9�.�'4�1/
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ƅ�A!̫E*/ʯ�/�4ň2ſŭȿ2ŒMț*'ƯǴR�'L0S1:�21NS(P��*-

��̩u�pʨ'L�u�p2C)F�)F2ʰɨ�-�*-̩�*'��4ň5ÀRʰɨ�-NS

(P�*-ɓÛȥQ�S1�*'S.!K̫(�L%ORƯǴ.ocV��-��*-��450�

�'L��S(P�*-��!��Ľĺ1Ǣŵ2̧ ʐ�čO1� -̨N1*-��K�2ƅ�A�'̫

�M�/����A�'̫ 

Ē·̰�M�/����A!̫ F�Ǚź�̙��A!̫ 

ȵƆ̰Ů�!BA#S̫×>0ĕîRʯ�ƂOA�'̫Şŝɇ4ŞŝŢ�LǦA�'ȂȲ/��A!̫

ɓE¬�4Ǣǭ4n��/�O-�NƯǴ4ocV�4/�P̩ʯQO'/�M.!̩ʓ-'�ň0

E4ń*-��/�P.̩×Ȱ�ƯǴRʨ-�-̩A"ġ̗ʳŎ�Ǣŵ2̝�+�-�A!K3̲E

�ĵɃ�0*�2�NS(*-���ȰƑĜʎ�K�/�-N*-��̩E�A"�%�4ʳŎ�!

��K�*'*-���/Rƅ�A�'̫%O.̩E�>*/�-E0*�2ĵɃ��N0*�2ĵ

Ƀ��N*-�/Rň0E5!��ƅ*-�'/ƅ�A!̫E� 1�!��1/ƅ*'4�̩ň0E

')�Ƚʯ4�.Ɓ"ˠ¦R�-NS.!K̫Q�*'̫��%�5å�*'*-̫×Ȱ�0�*-

ʐ�1�-Eɦ�-A!K3̲����ň0E')4̉Ħ*-��4�̩Ǣŵ2�4¯ʏ//E2Ý

Ĕȿ1ŋ9RG*-�N*-ń(1/ƅ�A�'̫ˠ¦R�1�� F1�-˫S.G*-�N̩%

�A.å�*'�L%O5å�*-NK̩Ô5å�*-Nɓ5å�*-NK*-���/RʘLȽÈ

R�-̩%4ň2¸�-�N̫(�L%4ňE��A.5BS1+�B5 OK1S(P�1*-��

Ǝ .ǿ4ʹ�ŃA*-�N̫%��*'GMčM*-��45!����1*-̩';S%O5×

Ȱ4E'O-�NƯǴocV�̩×Ȱ�ʎ�NS.!K3̲%OE/-Eȕ��O-�N/ƅ�A!̫

';S1N=�ň0E4ʯʟRʐ�ÚO-Ȗ�'M�N�5̝�+�'M̩%�.51�(P*B'

�1/�P4GM/M.�N/�̩%4ʹʣ*-��45Ŀɐ.!�0̩p�^4h�f/���%

��*'E4E̐ŧ2ôě�O-�N1̫�%L��4ň0E')5ʓ*-N*-��4Rɓ5Ǝƀ

ʙ�A�'̫'(̩ɓ5ň0E')4u�pRÛ˳ʨ'Q�.5�MA#S.̩Ǣŵ5ʝƔ�-�'

ň0EE�*'4(P�/ƅ�A!̫/5ƅ�A!�̩/-E��ƯǴ/�-4ocV�5äǦ��

*-�-̩ň0E')Eþåʓ*-�N4.51��1*-���/Rƅ�A�'̫!BA#SƎƌ

.!�0�M�/����A�'̫ 

ôĪ×Ȱ̰B1�SǢŵ2�M�/����A�'̫'��S4�ƍʨ�'(�A�-ɓE/-EöŴ

21MA�'̫)J*/ːġ2ɦ�Nî2.!3̩$8ɓ4¬Ǉ4ƯǴ5Ǚź�ƍʨ�'(�A�'

�Ǣŵ2K�*'4�0��*-��45¬.EȺġ.!�̩�4ź�ǥ×Ȱ�LƗć��Ʃŕ�Ź

*-N1/ƅ�/.!3¬�L!�ˤ�ä�'�1/��Ȋƨ)��*7�.!̫%S1ʹ50�.

E��S.!�̩$8.!3̩)J*/ɓ4Ƶǰ�d�|�.!̫ăÖǡ2.!3̩ŋò˂ǫRE/

2�-B-E.!3̩ĲȠ˹̩ȉ˙˹̩ðē4̀Ç��N/�̩ȁ��Ʈ�-�1�/��ŏƏ��

N45¦ŏ(/ƅ�S.! �̫O���*'ġ̗Rä!/ʁŔ 10̦�L�21N %̫��*'/�2

.!3̩'(ÀĥEġ̗Rʭ�#NS F1�-.!3̩���*')J*/��ƾɕǘRŗ�T�

�e�'(�.ļǸ1ġ̗�äN̩%O(�..!3ň0E��O̲0��-(P�/ƅ*'(�.

.!3̩÷��A�¬Ǉ÷�-�'�å�S1�.!�0̩%���ġ̗��NS(/̫$8̩¬Ǉ

ƨ*-Ŧ*-�'(�-.!3G*-�'(�-̩�O�˭��O�˭�/ǢȔ5%���ƍʨR�

'(�O6Ǣŵ2�M�'�1/ƅ*-�MA!̫�ːġ2ɦ�-��'�/ƅ�A!̫A"%4�

�ɨ/ðMɨ4�/1S.!�̩��ɨQMɨ2̀�-5.!3̩��ɨ4ƍě4ƥų. 5Ū4Ǚè

2ŖƿË4/�.G*-�A!̫.%4��..!3̩ðMɨ4.!3̩ƿɄʆ�2�N̩A�ȉÄ
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̀ÇRÃ*-BN/˥2ðMɨ�.�N�/RG*-.!3̩��ɨ4˥�QMɨ(/���/R�

ƃŎʌ/�-Ơ��-�A!4.̩�4Ǒ˿.5E��NɗŮÃ�NȩƏ251*-�A!̫.!4

.̩ʺ��5.!3̩E�ź.KP��O6ŖƿË4/�4Ǒ˿RÛ˳ǨǘR/*-�MA!�̩ʨ

-�'(�O6/ƅ*-�MA!̫%O�L̩ðē4ƍě̩�ǥ×Ȱ�Ľŋ4�ƾ�-�'/���

/14.%)LRĉȦ�-�'(�'�/��4�ɓ4ȫɄ1ƍʨ.!�̩Q�S1�.!̫-��

�.!3̩ðē*-��(*-��ŎʌR�,L�.!K3̲�*�4Ŗ˸×Ȱ4ƯǴ5A�2%�

.̩�4 2˹RȉÄ̀ÇRÃ*-�ʅ21*'L%ORĔ ðē/�*-��4�̩%O/E��A

.4ȩƏR 2˹4̀ÇƆRE*-'(ðē/�*-��4�̫ɓ5.!3̩G5MȉÄRǮƤ2�-

2 ˹4̀ÇRŧ2�Ŏ/��/�5Ĕ ðē/�*-��̛2ʨ�N/���/.!3̫ˬɗR!N

/���/(/ƅ�A!̫ŵȥȭŏĴ̑.5%O�1�ʨǅ/�-5ȉ=ǅ/�-%O5 OK1S.

!̫'(̩ðē4ʨǅ/�-5ȉÄRǮƤ2�- 2˹4̀ÇRʨ-��/��E4Rðē/��̛2

��4�1/ƅ*-�A!̫'(ɓ4¬Ǉ4ƯǴ5.!3̩%���ðē4Ǣːȿ1E425�AM

ʮO-ȣ�.!̫ɓ4¬Ǉ4ðē4ȕȱ/ʯ*-N45̩ĲȠ˹̩ȉ˙˹̩ðē�ðē/���Ë.

!/3>/S0̩%ORȁɎ2Ʈ�N�/R̩Ʈ�N'D25̩Ʈ�NòR̞�'D25����Ư

Ǵ0�.!�/��Ƶǰ21*-�A! !̫�A#S %̫O�L 1̩000à/ 40̦4�/.!� 1̩000

àRä-�'ƿRG*-�N4�0��*-��/�P.!�O0E̩E���'L%��E�O1

�.!K3̲%4/�5̫.E̩ŵȥ 40̦5À2ŵ'N�/� 1000à�À2ŵ'N�/�/���

/R.!3̩%�.ˇ˃!N�..!3̩ŶŰȿ2G*-�'ň�å�NK�21NS F1��1

*-ƅ*-̩%O�¬ǇÛ˳%O�.�'�0��5å�L1�.!�0E̩Ǚè�L 40̦/ 1000

àRÃ�6��*-��ʹ.51�4�1*/ ɤ̫� 60̦.˺̘.ˌ�S(*-���ʹ5Ǚè�L

ä-NQ�.!�L̩%�5A�%S12ƟƝ51�*'S F1��1/ɓ5ƯǴʏ/�-ƅ�A

!̫ʨ-NÐ�L!N/å�L1��!�0̩ƯǴʏ/�-5%�5A�¬A.4ăÖ4�Rʨ-E

ƅ�A!̫%�5%S12ʽʭ5�-1�S F1��1*-ƅ�*-�A!̫%O�L̩1 ȸźP

4ň1S.!�̩�O5B1�S.!3̩ɓ��4ɠĴ21Nî5.!3̩īɠ5̖���ň�Ûğ

�- Û̩ğ�å�*-N ī̫ɠ4ň(�L*-ŵȥɓEʨ-'S.!� %̩S1�/51�-.!3̩

Ɖ�ň��N/�%����/ F1�-̩ŵȥɨƿ�żƍ1ň��O6īʼ�żƍ1ňE�O6ɿ

̝�żƍ1ňE�A!K3̲�PS1ň��N*-���/(�1S.!̫'(̩�4ň��N/�

��/5 3̩4«4�4µ˿.!�L̩ŵȥƢ¶/�-5%4ňR1S/�ƯǴ4�2ÚO-��̫.

E̩Üɠ/�ʅ..!3̩ȨƆ4�Nň2/*-5.!3̩Ûğ4ʹ�ē�KM5�«.0S0SG

M'�ňʯ�'�ňE�N̫%4�..!3̩ȁɄA(Ǖ�Ǻɸ4ȩȐ.5�MA!�̩1S/�.

!3�*)�Lġ���1�L̩Ŷ��E�OA#S�̩1S/�ŋɶɽģR�-�N/̫ocV�

À-�*���ʯʟ F1�-̩ɀ�S/Ĕ ŋɶɽģR1S/�G*-�N/��ȩȐ.!̫A�

�O5ɦ�51�4.̩ɓ1M4¬4ƍʨ.!̫%O�LǙź4�ƍʨ�M�/����A�'̫ɓ

4p�^ʣ.�A��ONƯǴ/��Ǝ 21*'�E�OA#S̫'(Ǣŵ2ǒȇˠ¦�1��*

-ɓƩŕ�-A!̫�1�Fň0E')ˠ¦�1�.!̫%S1�*�K�1�.!�)4^�f̫

.E̩�S1/�.E̩GP�/ƅ*-N45¸Q*'4�1/ƅ*-A!̫'(�4ÚMďA.Ǔ

ȊK�Ú*-�'42.!3̩�4«ƿ2ĭÌ�O-̩ƬƧÛ��1�*-��3̫%����Q�

L���ň�SRƨ*'ŋɶɽģ4�ōÛ�̩%4˝R.!3¬źEʨ#-��'�/ƅ�A!̫�

Ȝʑ�M�/����A�'̫ 

·Ĵ̧̰ ƣƗ̨ 
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Ē·̰�M�/����A�'̫¬Ǉ�L*�FN�/�.�1�*'ʡ¨×ȰG�ǥ×Ȱ2�+Eʯ

QO-�NS.!�̩Ǧ-�(�*'ǅ2ʯ�'��/ʯ*-EL��*-��̛2�-�MA�-̩

Ǣŵ2B1�S2ȕȽ1�ƍʨR�'(�-Ň��ƅ*-�MA!̫'(̩ʘåEÁʰ1¦�F=M

!�'#�. 20 å"+ 1 Ǒ˿.ɻQN5"�)J*/Y�v��-�A�A�-̩�ǥ×Ȱ4�˄

ȡ4Ǒ˿�.!3�4ź 3 Ǒ�LÛ¿˄ȡ��MA!4.̩3 Ǒ 15 å�L̩ɖ÷Ǒ˿ęDN/ 3 Ǒ

�L21*-�A�4.̩ɖ÷4ǑR)J*/Ɠ�4#�.º9-�A*'/ƅ*-�(��̫ȴ�

ʴ�MA#S̫.5̩�ǥ×Ȱ0�&KP���̙��A!̫ 

�ǥØ�×Ȱ̰0�E�ȻOǸ.�'̫ƯǴʏ4 3«ǅ�M�/����A�'̫|�eX^j��°

�A.Ź*-N/E*'�1�4.ʹ�ŃDA!̫¬Ǉ.!3̩Û¿4ȽʤE�MA�'4.̩)J

*/Ȋ21N/�P�L�ʹ�A!̫�oUT̫�*7MQ�MA#S̫1$�̫�oUTÀ�*-

Ņ!NE4/ʯ*-N̫(�0̧ʐ�čO1�̨À/ÀRŅ!N�2+�-Û�ʼLO1�̫ƿ

Ʉʆŷ2ɠ)A!̲ƿɄʆ5À/ÀRŅ!NS.!�̲%�RʼL1�̂M̩�oUTŷ2ɠ)A

#S̫a�y��jɷǔL���oUT.!̫a�y��j�N(� FÀEŷ2ɠ'1�̫«˿�

ƅʎR�-Ò���-̩%OR«2¸�N'D2ŷɠ*-N̫(�LÀ�2¸Q*-%4˿.ŷɠ*

- Ǆ̩��E4RÂLON�/Rˇ˃�1�̂M �̩oUT5ŷ2ɠ'1� ă̫1NǽǱ.��1�̫

.!�L%���Ȣ..!3̩¬ĥ4�)S/�PS1ɍɞĮ.G*->��45̩�oUT.+1

�E45À�̩ň0E/ƿŋ14�̩ň0E/ň0E14�̩%4�˗R.!3�)S/°ś4×Ȱ

5Ʈ�->��̫(�'�5%O1S.!�0̩E� 1+�oUT/�-Ľæ1�/5̩ʤ�Ű�_

�z�̫�ȸĽæ145ġ̗ F1�/��1�̫Ǚè2Ƶɏ!Nġ̗5À�̫ŏ5.!3Ǚ˟�N

ǢʿS..!3̢̩ǟǬ*-×Ȱ�.!3̢̩ǟǬ*-0���×Ȱ�*-��/̩ʄʤɵƾɕǘ̩

ǇǢ4.!3ġ̗R�ƀ2�'ɨƿƾʓ4ǙèRÂ*'×Ȱ4ǅ�4 1«1S.!�O0E̩%4×

Ȱ�À-ǘ�-N�*-��/̩ň0E2Ƶɏ!Nġ̗5̩ƾǤRâʈ�'ġ̗/���/Rʯ�S

.!3̫ƾ�'�ƾǤRň0E2ƾ�LONK�2ġ̗/��Ŷ.%�2Ƶɏ!NS.!̫%O5̩

ƿŋ/ň0E�ʎ�N�/R+1��oUT.!̫.!�L̩ġ̗�ŏ5 1ȸĽæ̫%O�L̩E�

1 +Ľæ145À�/��/̩�M�M̩1 ȸĽæ1/�P�A�'S.̩�O.!3̧|�eX^

j�RƩ�-̨̫ ʹ�ē�*-��45̩ň0E4ʎ�/ň0E4ʎ�R+1��oUT̫%�R.

!3 0̩���Ƚġ!N� 0̩���ĴRÂN�*-�� %̩O�E� 1+Ľæ1�oUT1S.!̫

%�2ʤ�Ű�_�z�Ú*-�N�E�O1��̩ƹÂ�Ú*-��E�O1��̫%��*'ƍ

ě..!3̩�)S/����/�P�L.!3ƻD-.!3ɨƿɕ.G*-�*->��/ƅ�A

!̫A�Û¿5�O�L�2�-ðē̩�*��Lŋ˳āǴȰ�Lðē*-ˁ̗�äA�'�0̫%

O5.!3̩ðē5̌��̫�ʯ.ʯ*-̌��.!K̫Ľ«2/*-Ě��̩ň0E2/*-E

̌��̫ɨƿƾʓ4ɍɞ�..!3̐ŧ2̌��ǶƄ.�N�/5Ɏ�.!̫Ä�6Éĸ˃ǁ.ðē

Rn��2�K�*-��/�2.!3 1̩0Ū��MA!K*-ɓ5ʯ� Ą̫ĸ˃ǁǘ�A!ǢȊ.

!�*-ʯ�A!̫%4�L�̌��n��.!̫ƾɕǘ25̩ŋʍȩȐ˂ǫ4ɾǩE.!3̩�+

E 5̩60̦̩ƊƋ1/�5 10̦A.ʞ))F�̫"*/ĺQL1�̫/���/5̩ŖƗ×.ĺ�'

�L� Fðē4Ȯʭ5ƻĢ.�1�/���/R%O5ɏ�-�N̫A��4ŋǭ5%O2ƪƔ�

K�/��S.!�LǢŵ2G*->��/ƅ�A!̫.%4�.ðē5ƾɕǘ.5.!3̩Ĳ2!

N˹R 1/�-ʨ'/�̩ȉ=LON˹�0O(�2ŵ'N�Rʤ�'ƿRðē/��A!̫.ðē

5�4Ű.ʤ�OA!*-ǘ�-�N̫.EǢŵ2�O(�.��4�̫';Sŋ˳4Ǒ5�ORƾ

�-NS.!3̫Ǚ¾�Oå�*-ELQ1�/ħN�L̫ǹȠ2̫ȣǋ4«5ÀG*'�̫ŏ5Ǌ
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ȏǑ±2Ľȁ�ǎĝ/ðē4ǶƄ2+�-̐ŧ2ġ̗21*' %̫4«')�ÀG*'�*-��/̩

A"˗4ĥM2�Nðē�À�R˂=-N̫ðē/��ǶƄRȮʭ�K�/!N'D2̫ɓEĔ K

�2G*-BK�/˗4ĥM2�NE4Ʊ�-B'̫ǍǇ'A'A.!3̩Ǆʐ̩A�ðēä-N(

P�/̩A�tlp�ɫă2ʨ+�MA!4.̩ǝǇoej�̩ʿĹ̩ȈǇ̩Ǉɽ̩Ǉɽ5.!3ɹ

��ƿŉ�'��Sä-�N4.�G21*'4.GDA�'̫ʿĹ 1̩ÊEä-1�.!̫ȈǇ 1̩

ÊEä-1�.!̫'A'A.!3%4Ǒ˿ť̩ǍǇ4�ǐˬ�̩.�OǝǇoej�.!̫ǝǇo

ej�5.!3̩Ǚèʤɵ4/�P.B'S.!�0̩2ZƖä-A�'̫�O 2ZƖʨ�NK�2

ä�'E4.!�0̧̩ ʐ�čO1�̨�ǇǢ«4 3ð(̫ȃē.ʯ*-N̫%4�25̩4ǚ�LƵ

Ʒ�ONǄ�� ipsɹʕ5ǇǢ«4 13̦ ¬̫Ů5Ⱦåȫ !̫.2ƵƷ�O-�N 1ɚ̚/ēQ#-Ǉ

Ǣ«4 3ð2Ʌŵ!N̫3ð¬Ů5ȃē̫Ǚź5�ÿƿȾ«̫ðē�Ò�ʧɷ�ä-�N̫�OȮʭ

�K�/ƅ*'L̩ɤ§ȱȑ5�)S/Q�*-1�/��1��̩ðē4ƍě�À�)FS/Q�

*-1�/��1�̫ɤ�ȱȑÃ�1��L̫%O�L�1�/.!3ǄʐʿD1�/��̫.%4

ǻ2�N45.!3̩1/560 4̧ʐ�čO1�̨̧̫ʐ�čO1�̨Đķ̫ċŔȱʼ��N̫1 ȸ�O

ǙĽ̫1/560 �O5A�åƿ4ʤȭ.!�0̩åƿ4ʤȭ.!3̩A�Ë̀Ç4ƍě.4ðē.!K

3̫���LŕÚ�ON̫.!�LǇŧȿ2.!3̩Ɓʧ1�/5Ɏ�̫)J*/À�RȮʭ!N/

�2̫.E̩0���ƆːR�4ðē5ƨ*-�N�/���/Rǋ4«5K�ʎ�'̫E�)J*

/Ŭ�-BA!/.!3̩¬Ǉ�*'ðű̩Șˍɘ̩DS+I104ţ˶̩�O5ȉ.!�03̩Ď

̠4Ëȫ̩f��m4�P�P4o�j̩ŋʍȩȐ˂ǫ.4̧ʐ�čO1�̨̫ ����4ȹɚEĔ

ɚEÛ¿̩ðē̩ȉEðē0OEĔ E4.̧ʐ�čO1�̨̫ Ǣŵ5Ĕ .!K3̲ʤȭ�˭�(

�(/ʎ�N̫%�ʨ'/�2.!3̩Ý˧!NƆː5À�*-��̫ðē2Ɓʧ.Æë.Ý˧�-

NE41S.!�̲2+4ƿ˹4̀ÇRʤ�-�NS.!̫ăɴ2��/ 2+4ƿ˹4̀ÇRʤ�-

N̫2 +4ƿ˹4̀ÇRʤ!25 2 ˧M4GMǅ��NǢŵ5̫1 +5ðē̫1 +5Š.!̫.Eð

ē/Š5À�ȍŎȿ2˭��/��/̩Ã�Ĵ̑5Ǣŵ2Ĵ̑2K*-Ã�å�A!Ɠ�5̫ȍA*

'E41�.!̫˵ ē4��ǅÃ*-NS.! A̫�ĲȠ˹�˭�/�5ŵȥðēRÃ�A! .̫E̩

˭*-EŠ.ɾǷå�N�/EȎŝ�MA!̫Ǉŧȿ2Ã�A!̫.!�0̩ȍŎȿ2ƿŋȿ2ʯ�

/̩Š*-��45.!3 1̩0�/ 5�4Š5 5�1S.!̫ðē*-��45̩ȣĕƿ1S.!̫

ă½°�A#S̫%�5ȍŎȿ2˭�A!̫/���/5̩ðē*-��45̩2 +4˹4̀ÇRê

4Û�ê4E4.ʤ�-N̫%���̧ʐ�čO1�̨0*)Rƨ*-N*-�/R.!3̩ƻD-

ʎ�->��̫.̩1$%O�̩Æë�*-��/̩Ä�6Șˍɘ̫5000 �à4��d��Rˌ�

�� 100 à4[�Rˌ��� 8̦.!̫8̦/5̩Șˍɘ/Ö�4ˌ�E44Îȇ4̀ÇRʤ�-�

N %̫O5 8/��'*' 1Ê4ƿÎ.ʤ�ON %̫���Æë1�/��N (̫�Lå�M,L�̫

%���ȨžRE*'ƿ*-45ǊȏEĽȁ4ǎĝE̩BS1ǋ4«5Ĕ K�2ǘ�-�N̫Ĕ 

K�2 2+4ƿ˹Rʤ!̀ÇRʤQ�-�N̩ðē2Ŕ�-̫.̩%�ʎ�N/̩¬Ǉ4ƯǴ5.!

3̩3 +4ƯǴRʨ#-�'(�A�'�0̩ǝǉ��L.!3̩�*���S0�.!3̩ɠ-ʂ

�2BN45̫Ȩ2.!3̩a��pR�K�/ƅ�/Ǣŵ2Ɉï/���̩ǒȇ�LɈï2ʨA!

�0̩Ɉï�4Ůē�/��A!�̩ȻOÞē�Ûȥ˭�S.!�0̩A�%O5��S.!�0̩

�4̩¬Ǉ4ƯǴʨN/.!3̩À�/ʯ�/̩�Oˮ�4«ʨ�,L��E�OA#S�0̩�*

/̩ðē*-0�/̀Q*-�N�/��/̩ŏ5.!3̩åƿ/ŵȥ̀Q*-�N̫åƿʤȭ/�

�45̩E�ōÛ2ȉ4ʤȭ/Ĕ ̫ȉ4ÎRʎ�-�N̫%�!N/ðē/ÈQ*-�N̫.̩

�ȸ�'4ȞŎ*-À�*-��/̩¬Ǉ̩�ȸ̩�ǥ×Ȱ4ƯǴ.�*'K�2̩¶ƍă½.Ȟ*
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-�N/� ¶̩ƍă½4��+å*-��45 ð̩ē2+1�N ¶̫ƍă½ 3+å. 1̩�.�O6̩

%O5 1/32̧��/O1�̨̫ %���Ƚƌ.ȧRʨ-�N̩.!�L̩ðē4ɱʀ*-̌��K�

2ǘ�-�MA!�0̩E�)J*/ăɴ2��/̩ȞŎ�Låƿ2�*-̩ðē̩ȉ2̧��/O

1�̨A�¡ȑ̄ȑ5Û˳̀Q*-�N(P��̫%�!N/¬Ǉ4ƯǴ5̩ðē*-��ʫȢ�L

BN/̩0�2�*'�*-��/̩ȞŎ�Låƿ4̀QMRG*-�NS(/̩�ǥ×Ȱ5̫Ŗ˸

×Ȱ5̩ŏ5×Ȱ55*�MʯQ1�*'S(�0̩åƿ/̩ðē�ȉ4̀QMRʎ�K�/�'̫

ň0E5%�.!K3̫1$�O̩åƿʤȭ!NS.!�̫�ƅˇ F1�.!�̫QMɨ!O6�

� F1�.!�̫(*-ă½ŵ'M˹G*-NS(�L̩QMɨ!N4ʘȥ.!K̫ŸL4ʢ÷5

̐ŧ2�ʘȥ.!̫ǆʍ¦̓�LBN/̫.EǢŵ4ðēRŸL5Q�*-�N�L̫åƿʤȭ�'

�1NS.!K̩���� 2+4ƿÎ��N/̫.%�R̩Ǣŵ5�A�ëȱ�->��*'̫%�

��ƯǴ(*'̫.̩ôĪ×Ȱ45̩0�Èƿ4ʎ�RG*-�NB'�1Ǝ (*'̩ɓ�L!

N/̫.%�2ðē4ɋˆ�̀Q*-�N̫.!�L�%�4ʜRɈ*ˑ2�K��Y��e2�K

��̩̤ʜ2�K��̩"�;Sˢ*'S.!�0̩�ƃA�¼'K�1ʜ2�-�MA!̫.̩�

��*72¬Ǉ4ƯǴ����:�2ʨ-A!̫.%4�..!3̩�+�+4ȖORʾǊ�#-�

'(�O6/ƅ�A!̫�*/A".!3̩�4�̩Û¿4 3+4ƯǴR˧�-Ý˧2��N�/5

.!3̩́ś4ň0E5.!3̩̐ŧ2K�E4Rʎ�-�N̫%O5ɀ�Sǅ�LE�MA�'K

�2̩K�ʎ�-̩�)*/ʘå4ƍʨRˡ=-�N̩04Ǒ˿E.!3̫.̩ƾŤ4Ð�%OR)

FS/Ď�ȀDLO-N�*-��4�̩¬Ǉˁ̗̫%OǙĽ4ˁ̗.!̫%O�L�oUT/�-

)FS/ġ̗RǙèʳŎ.�'�̩*-��ˁ̗��N̫%���/�PEŗ��ʹ�.�O61/

ƅ�A!̫A".!3̩1/3 4ƯǴ̫�O1S. 1/3 GN�̫��+�4Ȯȳ��N/ƅ�A!̫1

+5̩ăɴ2 1/2,1/4 (/Āå4Āå.!̫Ûȥ 2 +2å�N*-�NƎʪ1�.!̫Ǚè4ň0E

4ʾǊʐ�-E̩Āå2å�N.ɻQ*)F*'.! 2̫+. 2̩+2å�- 2̩+�N�L 1/2.!

*-ʾǊ�-A#S̫åƿ5��+2Q�' 1+.!̫%�4ʒƀ1/�P�.!3̩Āå/Āå4

Āå F.!3̩ǊɎ21L1�.!̫. 1/3(/̩0��-E 3+2å�-*-ʯQ1�/̩�A

���1�̫.!�L̩%���̐ŧ2ʤ̑ȿ1Ȯȳ.̩A"̩1/3 G*'L��̫Ǣŵ2åƿQ�

Ņ��/O1�̨̫ ɥå!N*-ʯ*-E̩2 ɥå5̩Ȩȅ!�A!̫�)4ňūəĬÙ4/�2̩

�)4ň4ʘƐ F1�.!K 0̩4ňE.�NS.!�0 �̩4 w̩�RĀåE*-�- �̩OR̩

w�R 1/2ƨ*-�-*-�*-E̩Ûȥw�RĀåƨ*-�A!̫Ûȥåƿ4ƍěå�L1�-E

.�NS.!̫Ǣŵ2(�Låƿ4ƍě�Q�N*-�E*'L̩G*7M 3+2å�-*-��/

�P�̐ŧ2Ľæ̫.!�L̩$8 1/3 RG*->��̫%O�L 1/2,1/3,1/4 GO6̩ň0E')

1/5,1/6,1/7 *-ʘȥ2ʎ�ä�A!̫%O�A�̩ăɴ1 2 +4Ȯȳ̫.̩E*/Ľæ14�̩1/3

*-��4�̩¬ǇǢŵ2G*->��*'4�̩ơˈü4ɤ 1ȃ.!̫2ŪȰ21N/̩ň0E'

)5̩100 *-�QO'/�2̩100 Ê4̥��Rʨ1�-E̩100 RƌÓ.�A!̫ƿRơˈȿ2

/L�N�/̫%�!N/̩1/3*-��4E̩1/4E%4�)̩ơˈȿ2ʎ�LONK�21*->

�� %̫4�*��R 1/35��-�N 1̫$�*-��/ ¬̩Ǉň0E')1S-ʯ*-A�'?1/3

5ƞO1�*-ʯ*-NS.!̫(�LÞ¿ȧ4ƹÂ.̩�)S/.�1E41S.!K̫ǒ˧5̫

.E 3 +2å�' 1 +åRʎ�K�*-��S.!̫%OR 1/3 /ʤȭ�-̩¬A.4 1/2,1/4 /Ĕ

 ƿ/�-µ˿2ÚO-��A�J�*-��4�̩¬Ǉ4Ǣŵ4ƯǴ4�ƀ̫.!�L̩1/3 *-

��ƿR.!3̩3+2Q�'�)4 1+å 1/3/ǘ�-̩1/2/ 1/44µ˿2ÚO-��A�J�̩

%���Ǆ��ƿR�)*/+�*-��A�J�*-��4�̩¬Ǉ4�ƀ̫%�!N/̩¬Ǉ4
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Ƚġ˿˭*--̩˿˭*-N*-�+�ʯ�ǅ.!3̫1/3 5�N� F1�-̩�O5 1/3 /�-

���̩1S.!K̫1/3 /ǘ�-���/�̩�-���*-×Ȱ5ʐ�1�/̫Ǣŵ2%���

4Rʎ�-��4�*- 1̩/3/��ƿR 1̫/2/��ƿ5)FS/ 2+2å�- 1+å. �̩)*/

̧��/O1�̨̫ �O 1/2ʤ�-N�̩ǿ̩1/4E)FS/�*)M.�'K/̩4+�=-̫.̩

%OE.!3̩�*)M/G*->��-̩¬Ǉ4ƯǴ(/̩1/4 �O.!K̫2 +˷3N/Ĕ ˽

�̫�OE 1/3 )FS/G*-1�.!K̫Ǣŵ5��GL1�/(D.!K3̫�� 3 +�=-̫

3 +�=- 1 21N�L̩�O� 3 +.̩�O21N�L̩�O5�O4 1/3̫.!�L̩À5À4

1/3̩À5À4 1/2̩À5À4 1/4̫�OR.!3̩ȈĥȁɎ2ʯQ1�O61L1�S.!�0̩%

O5.!3̩1ĥ��1�*'̫.̩%ORʊMˠ�GN�/2K*-.!3̩1/3*-��45̩3

+2å�' 1+å*-��45̩ŏ5Þ¿ȿ2.�1�ĴēE�N�̩�4Ĵē4K�2̩)FS/

.�NĴēE�*-̩.E̩1/2,1/4(*- 1/5(*-̩ʎ�'L!���E�P%�(�L̩3+2

Q�'�)4 1+åR)FS/ 1/3/ʎ�A�J�/̫ǿ5 1/5Rʎ�A�J�/̫ǿ�2ơˈü�

�O-̩.̩ƿŋ�+�LO-���/21N̫ʧ!N2�4ƯǴ5̩åƿ/��ƿR+�P�/�

�ƯǴ1S.!̫%���ƍˆR.!3̩)FS/E*-GN/̩�4ƹÂ�Ǣŵ2.�N�̧��

/O1�̨̫ .�4ň5.!3̩%O�Q�*'S.!3̫(�L�O�.�'̫�4ň4ʾǊ�/

�Ln�|ʐ�/Q�NS.!�0̩À4Àå4 1�À*-̩Û˳.!3̩ȉ˙˹/.!3̩ĲȠ˹

/.!3̩åƿRÛ˳ʯ�A!̫*-���/5̩ĲȠ˹/ȉ˙˹R)FS/ʯ*-N̩åƿRʯ*

-N*-�/5̩)FS/̀Ç/�-åƿRÃ*-�N̫.�*�ʯ*'ðē4̀Ç/�-BN*-

��ƿ4Ã�ǅR�-�A! %̫����/RG*->��*' %̫�!N/ðē2+1�NS.!̫

.̩Ǒ˿�/ 5å.!3̫5å. 2+̫.̩'��Sɢƞ*-A!4.̩�O1S.!�0̫ǿ4Ŗ

˸×Ȱ4ƯǴ̫�O5.!3̩̐ŧ2̩1S-a��p�'L���̩ƈS(S.!�0̩�*/.

!3̩�O̫A�åƿ2˧å̩˧å!Nî2.!3̩20Ǣå4 16Ǣ̫ň0E5���Q1�*'.

!K̫20å4 16*-�F=*'S.!̫.̩×Ȱ�Ǣ+�-���̩*-�*-Ǣ+�)F*'S

.!̫.̩�4˭��.!3̩ȍŎȿ1S.!K̫ƯǴʏ%�2̝�+�1�/��1�̫20 å4

16*-1S(/̩Ǣ�1�1*' F1��/̫�*�ʯ*'K�2̩̀ÇRʤQ!ƿ.!�L̩Ǣ

51�1NS.!K̩Ǣŵ5̫.Eň0EũȊ.G*)F*-NS.!K̫�îLÀG*-NS(̩

ùƗ2G*-N(P *̩-ʯQ1�F(D1S.!K %̫�50�ʎ�NS(*- %̫�Rġ�4�̩

Ǣŵ2ðē�Q�N�0��4�V�p21*-�N̫.̩%�R)FS/.!3̩0�ň0E')

�ʾǊ!N4�5Q�L1�.!�0̩Û¿R 1/BN1S-ðēɋL1��L��Q�1�.!�

0̩ă½ŵ'M˹ɋ*-NQ�.!�L̩ă½ŵ'M˹�L̩1Ǣ�'M/�̩20Ǣ�'M/�̩%

���ʹR�-�N5"1S.!̫.̩%���ȽʯRű�ä�1�L̩ðē2E*-��*-��

4�̩�4ƯǴ4�ƀ(*'5"1S.!̫%4/�̩�4ƯǴ4Ȩž*-��45̩�OŖƿ F

1�-åƿ.ȭQON̫�*�4åƿ5ðē(*-̩̀Ç/�-ʤQ�-�N̩%4 2ŪȰ 3ŪȰ/

G*-��6̩��.̩�4 2+4ƿ4̀ÇR̀Ç/�- 16/20/�-ðē/�-̩ʤ!�/2+1

�*-�N %̫���:�2�- �̩���ðē/�-BN/���/2+1�*-�N .̫!�L̩

�4ƯǴ5ŏ5åƿʤȭ̩ň0E��-�O'�/5̐ŧ2ȍŎȿ1�/1S.!̫×ȰK�ʓ--

A!3̩ň0ER3̩åƿʤȭ̧��/O1�̨̫ .E̩�4ƯǴ4ŲȢ5À�̫×Ȱ�̩�OA"

�.!K̫�4î2 3«.ˀ�*-̩.�O.�J̩ǿ5̫ƅʎ�D)F�)F F1�.!�̫.

%4ǿ�O.�J?�Oă½ŵ'M˹G*-'L̩�S1ä�ǅr�h�f.�J?Û˳̩vl/ä�

-��.!K̫ǆʍ¦̓Eȣʩ̫ň0E4ƅʎR�)*/ʎ�N*-�/5̩ň0E5ÀRɋ*--
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ÀR.�N�*-���/R)FS/Q�*-.!3̩ǁɡRɼBɠ--̩ǙźA.ʎ�NK�2̩

�ˋ�-̩+�*-��1�/̩�)*/ʎ�Nň0E5ʓ*-�1�̫.E̩�4^�f5�)*

/ʎ�Nň�ʓ*-�N̫ǒȇ4ƯǴ5��S.�J�3̫ÀR�)*/ʎ�-�N�*-��/̩

)FS/�*)̩�*)4ðē.Eʎ�-�N̫�O̧��/O1�̨��S.!K̫ðē(�L�

ʅ2åƿȿ1ʤȭGO6��S.!K̫%O�LE��+̩�4î�L�*'L��1N̩ŵȥ.!

K̫��1��E�O1��̩0�1N�EQ�L1��̩ŵ'Mî.�J?ġ̗Ĵ̑/�-̩(�

'�.!3 �̩S1ĺ1ʇʍ�1�.!K Ȉ̫ǇĔ ǢƿƜ�-ÀǢÚN�GNS.!K .̫!�L̩

ġ̗Ĵ̑*-G*7M�)*/ʎ�1�/̩�oUT.!�L̫�)*/ʎ�1�/(D.!K̫ƾ

ǤR%�2âʈ!NE4.!�L̫Ǣŵ2ň0E4ċƃ�0��̫%O.Ǚźƿŋ�0�ŷɠ+�̩

*-ʹE�)*/�1�F��1�̫ƿŋ5ŷ2ɠ'1�.!K̫«˿�0�ŷɠ-N�̫³Ŏ�-

ʎ�-ɾǩ�ä-̩Ä�6�4«�A�*-ɾǩ�ä-̩ŷɠ)A!�?%�RB-éǃ!N45̩

«˿.!̫%�Rƾ�1�/̫�4˰ƗRÃ��̩�4˰ƗRÃ��*-̫�4o�jRʨ-̩«˿

�éǃ!NS.!̫%4o�jR+�N4�ƿŋ1S.!̫%�2�N³ŎR)FS/Ęě�-̩Ǣ

ŵ2%4˰ƗRÃ��0��Rʎ�N4�̩éǃ.!̫%�4/�PR�)*/ƾ�1�̂M̩ƿŋ

5ŷ2ɠ'1�/̩ň0E5ƅ*-�A�S.!̫ƿŋ�0�ŷɠ+�̩³Ŏ!O6ŷɠ+S F1

�S.!̫³Ŏ�'�/EĘě�-̩�4˰ƗRÃ��0��Rʎ�N/�2̩o�j/�-ŷ2ɠ

+̫˃Ȯȿ2ɼBɠ-LOA!�?����Û¿4̧��/O1�̨25����ÑĖ�BLON(

P�̩-ŷɠ+̫%��)S/ʎ�->��̫%O�LǙź4ƯǴ̫Ǒ˿5�/ 1å 2å.!3̫�

*/̩�4ƯǴ̫�4ƯǴ5.!3̩�4ƯǴR̡�'S.!�0̩ň0E5.!3̩ĵɃ��N̫

�O�Ǣŵ2Q�*'�0��̫ŏ5�4ʭȍ̩̥Ǩ4ʭȍ2KN/̩ĵɃ��N�0��̩Ǣŵ2
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     ⽇日本の先⽣生⽅方は授業研究のフロントランナーとして世界から注⽬目されています。  
  
   世界が注⽬目する問題解決型授業と授業研究について、あらためてその価値を認識識し、⾃自覚的に
取り組みを深めていくことの⼤大切切さを⼀一緒に考えませんか。  
本セミナーは、平成 28年年度度(独)教員研修センターからの委託事業「教員の資質向上のための研
修プログラム開発事業」として、東京都教育委員会と東京学芸⼤大学プロジェクト IMPULS との恊
働により、指導主事の⽅方々を対象に企画したものです。セミナーでは実際に研究授業を参観し、「研
究協議会においてどのような指導助⾔言を⾏行行なうか」について、議論論を深めます。  
みなさまのご参加をおまちしております。  
  
  

      ＜⽇日時＞   2017年年 2⽉月 4⽇日（⼟土）9:00〜～17:00  
  
＜テーマ＞「研究協議会においてどのような指導助⾔言を⾏行行なうか」  
  
＜講師＞   中村光⼀一、太⽥田伸也、⻄西村圭⼀一、清野⾠辰辰彦     
  
＜参加費＞   無料料  
  
＜対象者＞   都道府県・市区町村の指導主事  
  
＜参加⽅方法＞  
プロジェクト IMPULSのホームページhttp://www.impuls-‐‑‒tgu.org にある、「イベント」申
し込み専⽤用フォームから、本セミナーへの事前申込みをお願いいいたします。  

※申込み締切切：2⽉月 1⽇日(⽔水)  
※資料料準備の都合上、必ず事前にお申し込みください。  
※附属⼩小⾦金金井⼩小学校の研究発表会への事前参加申し込みは不不要です。本セミナー参加者枠に
て、別途事務局側がまとめて申請をいたします。  
※当⽇日は、8:50 までに、東京学芸⼤大学東⾨門守衛所前の「IMPULS専⽤用受付」にお集まり
ください。その後、算数の研究授業および分科会を参観し、講師による指導助⾔言の直前で、
誘導に従って別室に移動していただき、本セミナーを開始いたします。  

  
＜会場＞   東京学芸⼤大学附属⼩小⾦金金井⼩小学校  
＊JR  武蔵⼩小⾦金金井駅・北北⼝口より京王バス（６番バス停）「中⼤大循環」⾏行行に乗⾞車車  約 10  分  
「学芸⼤大東⾨門」下⾞車車  徒歩約 1分（徒歩の場合は約 20分）  

東京都教育委員会×東京学芸大学	 連携事業	 

東京都フロントランナーのための	 

算数数学授業研究セミナー	 
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8:30〜～  8:50        
  
9:00〜～  9:45     
  
10:00〜～10:45     
  
11:00〜～11:45     
  
11:45〜～12:45  
  
12:45〜～13:15  
  
13:15〜～14:30  
  
  
  
  

受付   ※学芸⼤大東⾨門の守衛所前の「IMPULS 専⽤用受付」にお集まりください  
  
公開授業Ⅰ「分数」（第２学年年、授業者：中村真也）  
  
公開授業Ⅱ「割合の導⼊入」（第５学年年、授業者：⼩小野健太郎郎）  
  
公開授業Ⅲ「割合の活⽤用」（第５学年年、授業者：加固希⽀支男）  
  
昼⾷食休憩  
  
全体研究テーマ発表  
  
分科会提案  
※	 質疑応答及び意⾒見見発表の後に、指導講評（講師：中村光⼀一）が⾏行行われます。
指導講評が始まる直前に、誘導に従って別室に移動してください。  

※	 講師による指導講評は、セミナー後半で別途聞く時間を設けます  
  

  
14:30〜～15:00  
  
  

会場移動（附属⼩小⾦金金井⼩小学校から⾃自然科学系研究棟 S316 教室へ）  
「どのような指導助⾔言を⾏行行なうか」を個⼈人で考える  
  
  

15:00〜～17:00   講師による指導講評の概要説明、意⾒見見交換、質疑応答     
  

  

  プログラム詳細  

問い合わせ;      info@impuls-‐‑‒tgu.org  
  

★	 公開研究授業及び分科会は、  

「算数」をご参観ください！  


	資料１
	資料２
	資料３
	資料４
	4-1
	4-2
	4-3
	4-4
	4-5
	4-6

	資料５
	資料６

