
保
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
仮
想
の
学
校
・

教
室
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
（
P.
　

20
〜
21
で
広
島
県
立
広
島
国こ

く

泰た
い

寺じ

高
校
の

実
践
を
紹
介
）。

　
と
は
言
え
、
こ
れ
ま
で
学
校
で
行
っ
て

い
た
教
育
を
そ
の
ま
ま
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で

展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
目
指
す
の
は
、
生
徒
中
心
の
学

び
の
場
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
例
え
ば
、
生
徒
が
自
己
開
示
し
や

す
い
よ
う
に
、
安
心
・
安
全
な
場
を
つ
く

る
こ
と
の
必
要
性
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

教
師
が
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
そ
も
そ
も
、
登
校
し
て
画
一
的
な
授
業

を
聞
く
と
い
う
学
校
教
育
の
ス
タ
イ
ル

は
、
工
業
社
会
に
標
準
を
合
わ
せ
た
も
の

で
し
た
。
大
学
入
試
が
、
記
憶
し
た
知
識

や
解
法
パ
タ
ー
ン
の
再
生
に
重
き
を
置
い

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を

受
け
た
臨
時
休
業
は
、
私
た
ち
に
「
こ
れ

か
ら
の
学
校
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。

　
今
回
の
事
態
が
起
き
る
ま
で
は
、
同
じ

年
齢
の
生
徒
が
同
じ
教
室
に
集
ま
り
、
教

師
か
ら
の
様
々
な
働
き
か
け
を
通
じ
て
学

ぶ
場
、
そ
れ
が
学
校
で
し
た
。
し
か
し
、

臨
時
休
業
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
よ

う
な
場
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
広
島
県

は
、Google

の
教
育
支
援
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
「G Suite for Education

」
を
導

入
し
、
県
内
の
児
童
・
生
徒
全
員
分
に
相

当
す
る
約
30
万
人
分
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
確

ひらかわ・りえ
2010 年、公募により、公立
中学校民間人校長として横
浜市立市ヶ尾中学校に着任。
文部科学省中央教育審議会
特別部会委員などを歴任。
18年 4月から広島県教育長
に就任。著書に『クリエイティ
ブな校長になろう――新学
習指導要領を実現する校長
のマネジメント』（教育開発
研究所）など。

臨
時
休
業
に
よ
っ
て
進
ん
だ

未
来
に
向
け
た
学
び
の
変
革

学
校
と
授
業
の
あ
り
方
を

タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
に
乗
っ
て
考
え
て
み
る

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

平
川
理
恵

将
来
の
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
時
代
を
生
き
る
上
で
必
要
な
資
質
・
能
力
を
生
徒
に
育
む
学
校
と
は
、

ど
の
よ
う
な
場
な
の
だ
ろ
う
か
。
主
体
的
な
学
び
を
促
す
教
育
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た

広
島
県
の
平
川
理
恵
教
育
長
に
、
臨
時
休
業
下
で
の
気
づ
き
を
踏
ま
え
て
話
を
聞
い
た
。

トップ
インタビュー

社会の変化を見据えた変革先進県の
取り組みに見る、「これから」の学校像

新型コロナウイルスの感染拡大と全国的な臨時休業は、私たちは既に
「予測困難な時代」を生きていることを実感させた。この事態を教育改革に先進的に

取り組む自治体はどう捉え、学校はどのような対応を行ったのだろうか。
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て
き
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。
し
か
し
、

技
術
革
新
に
よ
っ
て
、
経
済
発
展
と
社
会

的
課
題
の
解
決
を
両
立
す
る
人
間
中
心
の

社
会
、Society 5.0

の
時
代
を
迎
え
、
学

校
教
育
は
、
生
徒
が
自
分
の
興
味
・
関
心

を
軸
に
、
学
校
の
中
だ
け
で
な
く
、
地
域

や
企
業
な
ど
と
も
つ
な
が
り
な
が
ら
、
意

欲
的
に
学
び
を
深
め
る
場
へ
と
変
わ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

広
島
県
で
は
、
２
０
１
４
年
12
月
に
策

定
し
た
「
広
島
版
『
学
び
の
変
革
』
ア
ク

シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
主
体
的
に
学
び
続
け
、
多
様
な

人
々
と
協
働
し
て
新
た
な
価
値
を
創
造
で

き
る
人
材
の
育
成
を
目
指
し
た
教
育
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
学
び
た
い
こ
と
、
や
り

た
い
こ
と
を
自
覚
し
た
生
徒
が
、
教
室
に

お
い
て
だ
け
で
な
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
個
別
最
適
化
さ
れ
た
教
育
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
将
来
を

切
り
拓
く
資
質
・
能
力
が
育
ま
れ
る
…
…

私
た
ち
は
そ
ん
な
学
び
を
実
現
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
す
が
、
臨
時
休
業
に
よ
っ

て
そ
れ
が
加
速
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

｢

学
び
の
変
革｣

を
実
現
す
る
上
で
重

要
に
な
る
の
が
、「
本
質
的
な
問
い
」
を

通
じ
て
資
質
・
能
力
を
育
む
授
業
で
す
。

例
え
ば
、
20
年
４
月
か
ら
、
４
つ
の
県
立

商
業
高
校
で
ス
タ
ー
ト
し
た
「
ビ
ジ
ネ
ス

探
究
」
で
は
、
１
年
生
は
毎
週
４
コ
マ
連

続
で
、「
生
き
る
と
は
」
と
い
っ
た
本
質

的
な
問
い
に
向
き
合
い
ま
す
。
最
初
は
考

え
が
ま
と
ま
ら
な
い
生
徒
も
、
こ
れ
ま
で

の
人
生
を
振
り
返
り
、
仲
間
と
語
り
合
う

中
で
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
や
学
び
の
目

的
を
言
葉
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
が
本

質
的
な
問
い
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
教
科

の
知
識
・
技
能
を
含
む
資
質
・
能
力
を
身

に
つ
け
る
授
業
は
県
全
体
で
展
開
し
て
い

く
べ
き
も
の
で
す
。
そ
こ
で
６
月
か
ら
、

全
指
導
主
事
を
対
象
に
各
教
科
・
科
目

に
お
け
る
本
質
的
な
問
い
の
立
て
方
と
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
に
基
づ
い
た
評
価
の
方
法

に
関
す
る
研
修
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
実
施

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
19
年
４
月
に
は
、

｢

学
び
の
変
革｣

を
先
進
的
に
実
践
す
る

広
島
県
立
広
島
叡え

い

智ち

学
園
中
学
校
・
高
校

が
開
校
し
て
お
り（
P.
　

18
〜
19
で
紹
介
）、今

後
、
同
校
で
の
取
り
組
み
の
成
果
を
共
有

し
な
が
ら
、
県
全
体
で
新
学
習
指
導
要
領

で
目
指
す
教
育
を
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

　

私
た
ち
大
人
に
必
要
な
の
は
、
タ
イ
ム

マ
シ
ー
ン
に
乗
る
勇
気
で
す
。
未
来
の
社

会
を
想
像
し
、
そ
こ
で
幸
せ
に
生
き
る
た

め
に
、
学
校
は
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
何

を
す
べ
き
か
を
考
え
て
み
る
の
で
す
。
私

た
ち
は
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
古
い
社
会

を
前
提
に
、「
子
ど
も
は
、
学
校
は
、
こ

う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
決
め
つ
け
る

こ
と
は
も
う
や
め
て
、
自
校
の
生
徒
が
こ

れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
て
い
く
上
で
必
要

な
資
質
・
能
力
と
は
何
か
、
そ
の
育
成
の

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
学
び
が
必
要
な
の

か
を
本
気
で
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
広
ま
り
な
ど
、
学

校
の
物
理
的
な
あ
り
方
は
今
後
大
き
く
変

わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
学
校

そ
の
も
の
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
は
ず

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
新
学
習
指
導
要
領
で

目
指
す
未
来
の
学
校
は
、
人
と
の
か
か
わ

り
の
中
で
学
び
を
広
げ
、
深
め
る
場
だ
か

ら
で
す
。
そ
し
て
、
学
校
に
お
い
て
、
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
大
切
に
な
る
の
は
、
生

徒
の
学
び
の
意
欲
を
高
め
、
多
様
な
人
と

結
び
つ
け
て
い
く
先
生
方
の
授
業
力
だ
と

思
い
ま
す
。

これまでの学校教育は、生徒が物理的に学校に来て、教
室に入って初めて学びが成立した。また、知識の伝達や
問題提起といった学びのアクションは、教師が起点である
ことが多かった。

これからの学校教育は、生徒一人ひとりの「これを学びた
い」「これをしたい」という思いが起点となり、学校内外の
場や人が結びつきながら展開されていく。学びの場も、従
来の教室という場にとどまらなくなる。
※ ICT toolbox（https://ict-toolbox.com/）提供資料を基に編
集部で作成。

これまでの学校教育のイメージ

これからの学びのイメージ

知識伝達

問題提起 反応

学び合い

先生

学校

体験・つながり

社会とのつながり 学び・つながり

いつでも・どこでも
「学び」につながれる

双方向
＆

一方通行

教室

生徒
課題提出

教材提示

地域文化

デバイス = 自宅

企業

地域
学校

地域スポーツ

興味喚起

管理

生徒

学びたい！やりたい！

人
と
の
か
か
わ
り
の
中
で

学
び
を
深
め
る
学
校
を
創
る

教育の「これから」を考える─「今」を見つめた未来の創り手たち─特集
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