
　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
社
会
の
変
化

や
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、
育
成
を

目
指
す
資
質
・
能
力
の
３
つ
の
柱
が
示
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
を
一

人
ひ
と
り
の
生
徒
に
確
か
に
育
む
た
め
の

学
び
が
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
」で
す（
図
１
）。
そ
れ
が
実
現
し
て
い

る
か
ど
う
か
は
、
授
業
そ
の
も
の
を
評
価

す
る
の
で
は
な
く
、
設
定
し
た
資
質
・
能

力
が
生
徒
に
育
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
、注
意
深
く
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
活
動
あ
っ
て
学
び
な
し
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
な
、
形
式
的
な
学
び
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
も
、
常
に
心
に
留
め
て

お
き
た
い
点
で
す
。

　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
、

「
授
業
改
善
」と「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
」
が
両
輪
と
な
っ
て
実
現
さ
れ

る
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
主
に
授
業

改
善
の
面
か
ら
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
」が
、ど
の
よ
う
な
学
び
で
、そ
れ

を
い
か
に
し
て
授
業
で
実
現
し
て
い
く
の

か
に
つ
い
て
、Ｐ
．９
〜
23
の
実
践
事
例
に

も
触
れ
な
が
ら
お
話
し
し
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
は
、「
主
体
的
な
学
び
」
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　「
主
体
的
な
学
び
」
を
分
か
り
や
す
く

表
現
す
る
と
、「
自
分
で
自
分
の
学
び
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
」
と
言
え
ま

す
。意
欲
が
前
面
に
出
て
い
る
様
子
を「
主

体
的
な
学
び
」
が
実
現
さ
れ
て
い
る
状
態

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

たむら・まなぶ　新潟大学教育学部卒業。専門はカリキュラム論など。
新潟県公立学校教諭、同県柏崎市教育委員会指導主事、文部科学
省初等中等教育局教育課程課教科調査官、同省同局視学官などを
歴任。同省で新学習指導要領の作成に携わる。２０１７年度から現職。
著書に『深い学び』（東洋館出版社）などがある。

資
質
・
能
力
を
確
か
に
育
む

３
つ
の
学
び
の
あ
る
授
業
を

背
景

生
徒
が
自
覚
と
目
的
を
持
ち
、

自
分
の
学
び
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

主
体
的
な
学
び

　
　
　「主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
５
人
の
教
師
の
実
践
を
交
え
て

「
深
い
学
び
」の
構
造
を
理
解
し
て
、

知
識
を「
駆
動
」さ
せ
る
学
び
を
実
現

國
學
院
大
學
　

人
間
開
発
学
部
　

初
等
教
育
学
科
　

教
授
　
田
村
学

Ｐ
．９
〜
23
で
は
、５
人
の
教
師
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
、そ
の
実
現
を
目
指
す
具
体
的
な
実
践
を
見
て
き
た
。

本
記
事
で
は
、
文
部
科
学
省
で
新
学
習
指
導
要
領
の
作
成
に
携
わ
っ
た
國
學
院
大
學
の
田
村
学
教
授
が
、

５
人
の
実
践
に
も
触
れ
な
が
ら
、
改
め
て
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
学
び
な
の
か
、

そ
れ
を
い
か
に
し
て
授
業
で
実
現
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
整
理
・
解
説
す
る
。

説
解
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が
、そ
れ
は「
主
体
的
な
学
び
」の
１
つ
の

側
面
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
学
習
内
容
に
つ
い

て
興
味
・
関
心
を
持
つ
こ
と
は
大
切
で
す

が
、「
主
体
的
な
学
び
」
で
は
、「
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
」「
こ
ん

な
こ
と
を
学
び
た
い
」「
難
し
そ
う
だ
け

れ
ど
乗
り
越
え
た
い
」
と
い
っ
た
自
ら
の

意
志
の
下
、一
人
ひ
と
り
が
学
習
内
容
を

自
分
の
課
題
と
し
て
捉
え
、
自
分
の
力
で

そ
れ
に
取
り
組
む
姿
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　「
主
体
的
な
学
び
」
の
実
現
に
は
、
現

実
味
の
あ
る
質
の
高
い
課
題
の
設
定
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。［
実
践
事
例
４
］
熊
本
県

立
熊
本
北
高
校
の
溝み

ぞ
か
み上
広
樹
先
生
（
Ｐ
．

18
〜
20
）
は
、生
徒
間
で
意
見
が
分
か
れ

た
り
、
視
点
の
違
い
が
出
た
り
す
る
課
題

を
設
定
し
て
い
ま
し
た
。
生
徒
は
、
自
分

の
知
識
や
考
え
と
の
違
い
に
接
し
、「
あ

れ
？
」「
お
や
？
」
と
い
っ
た
疑
問
を
持

つ
と
、
そ
れ
を
「
解
決
し
た
い
」
と
い
う

思
い
を
強
め
て
、
課
題
に
真
剣
に
向
き
合

い
、
主
体
的
に
学
び
を
進
め
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
、
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
の
考
え

な
ど
の
違
い
か
ら
疑
問
を
生
み
出
す
仕
か

け
は
、
課
題
を
「
自
分
事
」
と
し
て
捉
え

さ
せ
る
た
め
に
有
効
で
す
。

　
課
題
設
定
で
は
、
学
習
の
２
つ
の
見
通

し
を
持
た
せ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
１
つ

は
、「
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
」
と
い
っ
た

ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
の
見
通
し
、
も
う
１
つ

は
、「
こ
の
方
法
で
進
め
る
と
解
決
で
き

る
」
と
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
の
見
通
し

で
す
。
そ
れ
ら
２
つ
の
見
通
し
を
持
て
る

と
、
生
徒
は
「
自
分
の
力
で
解
決
で
き
そ

う
だ
」
と
感
じ
、
一
層
主
体
的
な
学
び
に

取
り
組
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
授
業
で
は
、生
徒
に
学
習
内
容
へ
の
興

味
・
関
心
を
持
た
せ
よ
う
と
、導
入
に
時

間
を
か
け
る
工
夫
も
見
ら
れ
ま
す
が
、「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
の

た
め
に
は
、協
働
学
習
や
振
り
返
り
に
も

重
点
を
置
く
の
で
、導
入
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。ど
れ
だ
け
教

科
・
科
目
の
本
質
に
迫
れ
る
問
い（
課
題
）

を
設
定
で
き
る
か
の
方
が
重
要
で
す
。

 

　「
対
話
的
な
学
び
」
は
、
多
様
な
他
者

と
の
学
び
合
い
を
通
じ
て
、
学
習
の
質
を

高
め
る
と
と
も
に
、問
題
を
解
決
し
た
り
、

新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
創
造
し
た
り
す
る
学

び
で
す
。「
自
分
」「
他
者
」「
外
部
リ
ソ
ー

ス
」
の
三
方
か
ら
の
情
報
を
比
べ
た
り
、

関
連
づ
け
た
り
す
る
こ
と
で
、
知
識
や
情

報
を
再
構
成
し
て
い
く
の
で
す
。

　［
実
践
事
例
３
］
大
阪
府
・
私
立
近
畿
大

学
附
属
高
校
・
中
学
校
の
芝し

ば
い
け池
宗む

ね
か
つ克
先

生（
Ｐ
．15
〜
17
）
が
行
う
「
級
友
と
の
錬

磨
」
は
、「
対
話
的
な
学
び
」
の
好
例
で
す
。

生
徒
が
作
っ
た
問
題
を
ほ
か
の
生
徒
が
解

き
、
そ
の
後
の
対
話
を
通
し
て
他
者
の
視

点
を
取
り
入
れ
て
、
互
い
の
思
考
を
深
め

て
い
ま
し
た
。
対
話
の
質
を
高
め
る
た
め

に
は
、
生
徒
が
真
剣
に
問
い
続
け
る
姿
勢

が
不
可
欠
で
す
。「
級
友
と
の
錬
磨
」
は
、

対
話
を
通
じ
て
「
な
ぜ
、間
違
え
た
の
か
」

「
も
っ
と
よ
い
考
え
方
は
な
い
の
か
」
と

い
っ
た
自
問
自
答
を
生
み
出
し
、
知
識
を

再
構
成
さ
せ
る
素
晴
ら
し
い
実
践
で
す
。

　
生
徒
に
話
し
合
い
を
委
ね
る
だ
け
で

は
、「
対
話
的
な
学
び
」は
深
ま
り
ま
せ
ん
。

生
徒
間
の
相
互
作
用
は
、
教
師
が
、
生
徒

が
持
っ
て
い
る
知
識
や
情
報
を
把
握
し
、

そ
れ
ら
を
ど
う
処
理
さ
せ
て
、
ど
う
い
っ

た
成
果
に
結
び
つ
け
る
の
か
を
戦
略
的
に

考
え
な
け
れ
ば
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

　［
実
践
事
例
１
］
宮
崎
県
立
高
鍋
高
校

の
三
浦
章あ

き

子こ

先
生（
Ｐ
．９
〜
11
）
は
、
思

考
ツ
ー
ル
を
用
い
て
学
び
合
い
の
効
果
を

高
め
て
い
ま
し
た
。
知
識
や
情
報
の
整
理

や
分
析
、
関
連
づ
け
な
ど
を
補
助
す
る
思

考
ツ
ー
ル
を
適
切
に
活
用
で
き
る
と
、
対

話
の
過
程
や
そ
の
成
果
が
可
視
化
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
が
深
ま
り
、
話

し
合
い
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
、
生
徒
が
意

見
を
出
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
高
校
の
授
業
で
も
グ
ル
ー
プ
活
動
が
浸

透
し
た
今
、
次
に
実
践
が
期
待
さ
れ
る
の

は
、
ク
ラ
ス
全
体
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
で
す
。
日
本
人
が
苦
手
と
す
る
大
勢
の

前
で
堂
々
と
意
見
を
述
べ
る
力
は
、
今
後

ま
す
ま
す
必
要
に
な
り
ま
す
。
意
見
が
拡

教科等固有の学びの有り様（教科の本質）図1

主体的な学び

対話的な学び

深い学び

知識・技能

学びに向かう
力・人間性等

見方・考え方

見方：どのように対象を捉えるか（教科等固有の対象を捉える視点）
考え方：どのように対象とかかわり、対象に迫るか（教科等固有のアプローチの仕方、プロセス）

思考力・判断力
・表現力等

学びを人生や社会に
生かそうとする学びに
向かう力・人間性等

の涵養

生きて働く
知識・技能の
習得

未知の状況にも
対応できる
思考力・判断力・
表現力等の育成

多
様
な
他
者
と
の
学
び
合
い
で

知
識
や
情
報
を
再
構
成
す
る

対
話
的
な
学
び

＊田村学『深い学び』（東洋館出版社、2018年）P.33掲載の資料を基に編集部で作成。
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散
し
や
す
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
有

効
な
の
が
、
板
書
に
お
け
る
思
考
ツ
ー
ル

で
す
。「
今
回
は
多
面
的
に
考
え
る
た
め

に
、
二
次
元
表
を
使
お
う
」
な
ど
と
、
教

師
が
思
考
ツ
ー
ル
を
用
い
て
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
方
向
性
を
示
す
と
、
意
見
交
換

が
活
発
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
考

え
を
整
理
し
や
す
い
た
め
、
ス
ム
ー
ズ
に

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
ま
す
。

　
生
徒
が
前
向
き
に
学
習
し
、対
話
を
活

発
に
行
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、質
の
高
い

学
び
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
数
学
は「
数
理

に
目
を
向
け
て
、
論
理
的
に
考
え
る
こ

と
」、地
理
歴
史
・
公
民
な
ら「
社
会
事
象

に
目
を
向
け
て
、社
会
の
機
能
を
追
究
す

る
こ
と
」と
い
っ
た
、そ
の
教
科
・
科
目
の

本
質
で
あ
る「
見
方
・
考
え
方
」を
働
か
せ

る
こ
と
で
、「
深
い
学
び
」は
実
現
し
ま
す
。

　「
深
い
学
び
」
は
、
ほ
か
の
２
つ
の
学

び
に
比
べ
て
少
し
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
な
り
の
言
葉
で
説
明

す
る
と
、「
知
識
・
技
能
が
相
互
に
関
連

づ
け
ら
れ
て
、
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化

さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状

態
に
向
か
う
学
び
」
と
な
り
ま
す
。
知
識

は
、
身
に
つ
け
た
当
初
は
ば
ら
ば
ら
で
、

様
々
な
場
面
で
活
用
で
き
ず
、
失
わ
れ
や

す
い
状
態
で
す
。そ
こ
か
ら
、「
深
い
学
び
」

を
通
し
て
各
教
科
・
科
目
で
身
に
つ
け
た

知
識
の
活
用
・
発
揮
を
繰
り
返
す
と
、
知

識
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
り
、
統
合

さ
れ
た
り
し
て
、
学
習
や
生
活
の
場
面
で

使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
り
、
定
着
も
深

ま
り
ま
す
。
そ
う
し
た
状
態
を
、私
は「
知

識
が『
駆
動
』す
る
」と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　「
知
識
が
『
駆
動
』
す
る
」
学
び
に
は
、

大
き
く
４
タ
イ
プ
（
図
２
）
あ
り
、
そ
れ

ら
は
、資
質
・
能
力
の
３
つ
の
柱
で
あ
る

「
知
識
・
技
能
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」

の
育
成
に
つ
な
が
り
ま
す（
図
３
）。そ
の

学
び
の
好
例
は
、［
実
践
事
例
２
］
静
岡
県

立
御ご

殿て
ん

場ば

高
校
の
美み

那な

川が
わ

雄
一
先
生（
Ｐ
．

12
〜
14
）の
授
業
に
見
ら
れ
ま
す
。「
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
の

は
誰
か
」
と
い
う
美
那
川
先
生
の
問
い
か

け
に
、生
徒
は
既
有
の
知
識
を
用
い
て「
そ

う
考
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
」と
気
づ
き
、

一
気
に
思
考
を
深
め
て
い
ま
し
た
。
ま
さ

に
、
❸
知
識
が
場
面
と
つ
な
が
る
タ
イ
プ

の
状
態
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　［
実
践
事
例
５
］
大
阪
府
立
今
宮
高
校

宣言的な知識は、「ＡはＢである」といった事実を表
す知識で、一般的にイメージされる知識を指す。個
別の宣言的な知識の関連性に気づいて相互に結びつ
けられると、知識の質が高まり、「概念化」する。

❶−１	宣言的な知識がつながるタイプ
	 〈ネットワーク型Ⅰ〉

❸	知識が場面とつながるタイプ ❹	知識が目的や価値、手応えとつながるタイプ

❶−２	宣言的な知識がつながるタイプ
	 〈ネットワーク型Ⅱ〉

❷	手続き的な知識がつながるタイプ
	 〈パターン型〉

各教科の特別な場面や状況で学んだ個別的な知識
が、ほかの場面や状況でも使えそうだと気づくと、汎
用的に自由自在に活用・発揮できるようになる。問題
解決のために自分が持つ知識のどれが使えるかを選
択し、必要に応じて新たな知識を組み合わせて思考
できるようになる。

生徒はもともとおぼろげに中心的な知識（中心概念）
を持っており、そこに多くの個別の宣言的な知識がつ
ながると、認識の質が高まる。すると、中心概念はよ
り明確で高次の概念へと高まっていく。

知識を活用・発揮し、それらが「目的や価値」と結び
つくと、知識をより適切・適正に人生や社会に生かそ
うとする姿勢につながる。また、充実感や達成感、自
己有能感などの「手応え」とつながると、「やってよかっ
た」「次もやってみよう」と、知識が「持続・安定」し
ていく。

手続き的な知識は、行為などに関する知識
で、自転車の乗り方など、繰り返し練習する
ことで無意識的にできるようになる知識を指
す。技能とは、手続き的な知識の集合体とも
言える。数学の計算、外国語の会話、楽器
の演奏などがそれに該当する。深い学びを
通して、手順ややり方に関する知識が一連の
知識構造としてつながると、知識は身体化、
自動化されていく。

知識 知識 知識

知識

知識

知識

知識

知識

知識 知識

知識

知識

知識 知識

知識

知識

知識

知識

おぼろげに
有している
中心概念

知識

知識 知識

知識

知識

中心概念

知識

知識

身体化・自動化

適
切
・

適
正

安
定
・

持
続

場面
場面

場面

場面

場面

場面

手応え

目的

価値

「知識が『駆動』する」学びの４タイプ図2

４
タ
イ
プ
の
学
習
過
程
を
理
解
し
、

「
深
い
学
び
」の
構
造
を
捉
え
る

深
い
学
び

＊田村学『深い学び』（東洋館出版社、2018年）
P.44、45、50、57、61掲載の資料を基に編
集部で作成。
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の
森
一か

ず

真ま

先
生
（
Ｐ
．21
〜
23
）
は
、
授

業
中
の
ペ
ア
活
動
や
グ
ル
ー
プ
活
動
に
加

え
、
生
徒
が
家
庭
学
習
で
も
身
に
つ
け
た

英
語
を
使
っ
て
実
際
に
表
現
す
る
活
動
を

取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。
様
々
な
場
面
や

状
況
を
想
定
し
、
知
識
を
ど
う
活
用
す
る

と
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で

き
る
の
か
を
、
生
徒
が
自
覚
的
に
試
行
錯

誤
す
る
中
で
、
❷
手
続
き
的
な
知
識
が
つ

な
が
る
タ
イ
プ
の
よ
う
に
、
知
識
は
身
体

化
・
自
動
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
深
い
学
び
」は
、様
々
な
知
識
を
活
用

し
、
そ
れ
ら
を
関
連
づ
け
る
こ
と
な
ど
で

実
現
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
習
内
容
を
自

分
の
課
題
と
し
て
捉
え
る
「
主
体
的
な
学

び
」
と
、
知
識
を
整
理
し
て
再
構
成
す
る

「
対
話
的
な
学
び
」は
、「
深
い
学
び
」に
関

連
し
て
い
ま
す
。３
つ
の
学
び
は
そ
れ
ぞ

れ
に
意
味
や
価
値
が
あ
り
ま
す
が
、「
知

識
が『
駆
動
』す
る
状
態
に
向
か
う
」と
い

う「
深
い
学
び
」
の
実
現
を
意
識
し
た
も

の
に
、ほ
か
の
２
つ
の
学
び
が
な
っ
て
い

る
か
と
い
っ
た
視
点
が
重
要
な
の
で
す
。

　「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」で
は
、

授
業
ご
と
や
単
元
末
に
振
り
返
り
を
行
う

こ
と
も
大
切
で
す
。［
実
践
事
例
４
］
の

溝
上
先
生（
Ｐ
．18
〜
20
）
は
、
学
習
内
容

を
文
章
に
し
て
書
く
振
り
返
り
を
毎
授
業

行
っ
て
い
ま
し
た
。文
章
を
書
い
て
振
り

返
る
と
、よ
り
深
く
考
え
る
機
会
と
な
る

だ
け
で
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
気
づ
き
が
生

徒
間
で
共
有
し
や
す
く
な
り
ま
す
。他
者

の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、振
り
返

り
の
効
果
が
さ
ら
に
高
ま
る
で
し
ょ
う
。

　
振
り
返
り
に
は
、
ⓐ
学
習
内
容
を
確
認

す
る
、
ⓑ
直
近
の
学
習
内
容
を
過
去
の
学

習
内
容
と
関
係
づ
け
た
り
、
一
般
化
し
た

り
す
る
、
ⓒ
学
習
内
容
を
自
分
と
結
び
つ

け
、
自
己
変
容
を
自
覚
す
る
と
い
っ
た
機

能
が
あ
り
ま
す
。
ⓐ
と
ⓑ
は
、
知
識
・
技

能
や
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育

成
に
重
要
で
す
。
さ
ら
に
ⓒ
に
よ
っ
て
、

充
実
感
や
達
成
感
、
自
己
有
能
感
と
い
っ

た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
感
情
と
し
て
の
手
応
え

を
生
徒
が
感
じ
る
こ
と
で
、
学
び
は
一
層

深
ま
り
ま
す
。

　
知
識
を
構
造
化
さ
せ
、駆
動
す
る
状
態

へ
と
向
か
う
学
び
の
過
程
は
、複
雑
に
見

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
各
教

科
・
科
目
の
専
門
知
識
が
豊
富
な
高
校
の

先
生
方
は
、学
び
の
構
造
さ
え
押
さ
え
れ

ば
、ス
ム
ー
ズ
に
実
践
で
き
る
で
し
ょ
う
。

い
わ
ゆ
る「
チ
ョ
ー
ク
＆
ト
ー
ク
」で
授
業

づ
く
り
を
し
て
き
た
先
生
方
で
あ
れ
ば
、

教
科
・
科
目
の
専
門
知
識
が
整
理
さ
れ
た

状
態
で
自
身
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
授
業
改
善
の
土
台
と
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、

す
べ
て
の
生
徒
に
資
質
・
能
力
を
育
成
す

る
授
業
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
人
間

の
認
知
特
性
は
様
々
で
、
例
え
ば
、
音
声

言
語
に
よ
る
説
明
よ
り
も
、
視
覚
的
な
説

明
や
活
動
を
取
り
入
れ
た
方
が
、
学
び
が

深
ま
り
や
す
い
生
徒
も
い
ま
す
。
そ
う
し

た
多
様
な
生
徒
の
視
点
に
立
ち
、
学
習
者

本
位
の
授
業
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
深
い
学
び
」
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ

た
知
識
は
、
は
が
れ
落
ち
に
く
く
、
し
っ

か
り
定
着
し
ま
す
。
ま
ず
は
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
考
え
方
に
改
め

て
触
れ
、
少
し
ず
つ
実
践
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
生
徒
の
学
ぶ
姿
勢
や
表
情
の
変
化

に
手
応
え
を
感
じ
て
、
一
人
ひ
と
り
の
資

質
・
能
力
を
育
む
学
び
を
一
層
追
究
し
た

い
と
感
じ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

資質・能力の３つの柱と「知識の構造化」の関係図３

知識・技能

学びに向かう力・人間性等

思考力・判断力・表現力等

目的や価値、手応えとつながり、構造化して
高度化した知識は、「どのように社会・世界と
かかわり、よりよい人生を送るか」という「学
びに向かう力・人間性等」になると考えられる。

学びを人生や社会に生かそうとする

生きて働く

❶	宣言的な知識が
	 つながるタイプ
	 〈ネットワーク型Ⅰ・Ⅱ〉
❷	手続き的な知識が
	 つながるタイプ
	 〈パターン型〉

相互につながり合った知識や
技能は、生きて働く「知識・
技能」（何を理解しているか、
何ができるか）になる。

❸	知識が場面とつながる
	 タイプ

場面や状況とつながった知識・
技能は「思考力・判断力・表
現力等」（理解していること・
できることをどう使うか）に
なると考えられる。

未知の状況にも対応できる

❹	知識が目的や価値、手応えとつながるタイプ

こ
れ
ま
で
の
実
践
を
土
台
に

学
習
者
本
位
の
授
業
改
善
を

今
後
の
実
践
に
向
け
て

「
深
い
学
び
」の
実
現
を
意
識
し
、

す
べ
て
の
学
び
を
連
動
さ
せ
る

＊田村学『深い学び』（東洋館出版
社、2018年）P.63掲載の資料を
基に編集部で作成。
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