
　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」は
、

資
質
・
能
力
の
育
成
に
あ
た
り
、
目

指
す
べ
き
「
学
び
の
質
」
を
表
現
す
る

た
め
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
知

識
を
覚
え
る
だ
け
の
浅
い
学
び
で
は
な

く
、
知
識
を
活
用
し
た
り
、
つ
な
げ
た

り
す
る
深
い
学
び
で
あ
り
、
教
科
本
来

の
面
白
さ
を
感
じ
る
こ
と
で
学
び
を
自

由
に
知
識
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
の
下
、
児
童
生
徒
が
自
分
が

学
ぶ
べ
き
こ
と
を
考
え
、
必
要
な
知
識

を
自
ら
獲
得
し
、
自
分
で
考
え
を
深
め

て
い
く
。
そ
れ
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い

る
「
個
別
最
適
な
学
び
」
で
す
。
そ
の

分
事
化
し
、
仲
間
や
教
師
、
そ
し
て
教

科
書
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
先
哲
な
ど

と
対
話
を
し
な
が
ら
深
め
て
い
く
学
び

を
指
し
ま
す
。
そ
う
し
た
学
び
の
質
を

実
現
す
る
た
め
の
「
学
習
形
態
」
と
し

て
示
さ
れ
た
の
が
、「
個
別
最
適
な
学

び
」と「
協
働
的
な
学
び
」で
す（
図
１
）。

　
そ
の
２
つ
の
学
習
形
態
を
行
い
や
す

く
し
よ
う
と
、
児
童
生
徒
１
人
に
つ
き

１
台
の
端
末
を
配
備
す
る
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス

ク
ー
ル
構
想
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
自

学
び
は
、
自
立
的
で
個
性
的
な
学
び
手

で
あ
る
生
徒
が
相
互
に
問
い
か
け
た

り
、
助
け
合
っ
た
り
す
る
「
協
働
的
な

学
び
」
に
よ
っ
て
一
層
深
ま
り
ま
す
。

　
「
個
別
最
適
な
学
び
」
を
深
め
て
い

き
、
自
分
な
り
の
考
え
が
固
ま
っ
て
く

「
個
別
最
適
な
学
び
」と「
協
働
的
な
学
び
」を
一
体
的
に

充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」を
実
現

２
０
２
１
年
１
月
、中
央
教
育
審
議
会
に
よ
る
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目
指
し
て
（
答
申
）」
に
て
、「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協
働
的
な
学
び
」
が
示
さ
れ
た
。

そ
の
２
つ
の
学
び
は
、
新
学
習
指
導
要
領
に
明
記
さ
れ
、
学
校
現
場
に
浸
透
し
て
き
た
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、

ど
の
よ
う
に
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
中
央
教
育
審
議
会
の
教
育
課
程
部
会
の
委
員
を
務
め
た 

上
智
大
学
総
合
人
間
科
学
部
の
奈
須
正
裕
教
授
に
聞
い
た
。

本特集テーマの
next

上
智
大
学　
総
合
人
間
科
学
部
教
育
学
科　
教
授

奈
須
正
裕　
　

な
す
・
ま
さ
ひ
ろ

専
門
は
教
育
方
法
学
、
教
育
心
理
学
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
。

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
、

総
則
・
評
価
特
別
部
会
な
ど
で
、
新
学
習
指
導
要
領
の
策
定

に
か
か
わ
る
。『
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
』（
東

洋
館
出
版
社
）
な
ど
、
著
書
多
数
。

学
び
の
質
を
高
め
る
学
習
形
態

と
し
て
示
さ
れ
た
２
つ
の
学
び

図１ 「主体的・対話的で深い学び」と
「個別最適な学び」「協働的な学び」

※中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目
指して（答申）」と、奈須教授への取材を基に編集部で作成。

指導の個別化
• 生徒個々の特性・学習進度・学

習到達度等に応じ、教師は必要
に応じた重点的な指導や、指導
方法・教材等の工夫を行う

→一定の目標をすべての生徒が達
成することを目指し、異なる方
法等で学習を進める

学習の個性化
• 生徒個々の興味・関心・キャリ

ア形成の方向性等に応じ、教師
は生徒一人ひとりに応じた学習
活動や課題に取り組む機会の提
供を行う
→異なる目標に向けて、学習を深
め、広げる

• 生徒個々のよい点や可能性を生
かし、生徒同士、あるいは地域
の人を始めとする、多様な他者
と協働する

→異なる考え方が組み合わさり、
よりよい学びを生み出す

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び

学び
の質

学習
形態

個
別
最
適
な
学
び

協
働
的
な
学
び

一体的に充実
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る
と
、
生
徒
は
、
同
様
に
学
び
を
深
め

て
い
る
仲
間
の
考
え
を
聞
き
た
く
な
り

ま
す
。
そ
の
段
階
で「
協
働
的
な
学
び
」

を
設
定
す
れ
ば
、
自
身
の
考
え
と
の
す

り
合
わ
せ
の
中
で
生
じ
た
感
想
や
疑
問

を
率
直
に
伝
え
合
う
、
極
め
て
互
恵
性

の
高
い
学
び
が
生
じ
る
で
し
ょ
う
。　

　
「
個
別
最
適
な
学
び
」
と
「
協
働
的

な
学
び
」
を
繰
り
返
し
、
一
体
的
に
充

実
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
徒
は
自
分
の
得

意
な
学
び
方
や
関
心
、
適
性
や
進
路
を

見
い
だ
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
」を
実
現
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

　
「
個
別
最
適
な
学
び
」「
協
働
的
な
学

び
」
の
実
現
に
際
し
て

参
考
に
な
る
の
は
、ア

メ
リ
カ
の
学
者
ロ
バ
ー

ト
・
ブ
ラ
ン
ソ
ン
が
提

唱
し
た
「
過
去
・
現
在
・

未
来
の
学
校
教
育
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
」
で
す
。
か

つ
て
は
、
教
師
が
一
方

的
に
知
識
を
教
え
て

き
ま
し
た
（
図
２
Ａ
）。

そ
れ
が
、
教
師
と
生
徒

や
生
徒
同
士
の
対
話
・

協
働
が
行
わ
れ
る
現
在

の
姿
に
な
り
ま
し
た
が

（
図
２
Ｂ
）、
教
師
を
介

し
て
知
識
が
生
徒
に
伝

達
さ
れ
る
流
れ
の
ま
ま

で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、

生
徒
が
知
識
に
自
由
に

ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を

つ
く
り
、
生
徒
は
自
分
の
意
思
と
ペ
ー

ス
で
学
び
、
他
者
と
対
話
を
し
な
が
ら

問
い
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
が

求
め
ら
れ
ま
す
（
図
２
Ｃ
）。
そ
の
よ

う
な
発
想
の
転
換
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ

ト
）
が
重
要
で
す
。

　
そ
う
し
た
授
業
で
教
師
が
す
べ
き
こ

と
は
、学
習
環
境
の
整
備
や
、
生
徒
が

持
つ
知
識
を
概
念
化
し
た
り
、
構
造
化

し
た
り
す
る
思
考
の
サ
ポ
ー
ト
で
す
。

教
師
が
教
え
な
け
れ
ば
生
徒
は
学
ば
な

い
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、そ
れ
は
違

い
ま
す
。人
間
は
、適
切
な
環
境
が
あ

れ
ば
、自
ら
問
い
を
持
ち
、学
び
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
具
体
的
な
授
業
の
方
法
の
１
つ
と
し

て
、「
単
元
内
自
由
進
度
学
習
」
を
紹

介
し
ま
す
。単
元
の
目
標
と
学
習
内
容
、

授
業
時
数
、
教
材
と
そ
の
使
い
方
を
伝

え
る
こ
と
で
、
生
徒
が
見
通
し
を
持
っ

て
、
自
分
の
好
き
な
方
法
と
ペ
ー
ス
で

学
べ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
学
習
が
早
く

終
わ
っ
た
生
徒
は
発
展
問
題
に
取
り
組

み
、
理
解
が
不
十
分
な
生
徒
は
教
師
が

支
援
す
る
。
そ
れ
は
、
教
育
の
平
等
・

公
正
の
保
証
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
た
だ
、そ
う
し
た
授
業
は
準
備
が
大

変
で
す
。ま
ず
は
年
間
数
回
の
実
施
で

よ
い
と
思
い
ま
す
。少
な
い
回
数
で
も

継
続
し
て
実
施
す
れ
ば
、生
徒
の
学
び

の
意
識
は
大
き
く
変
わ
る
で
し
ょ
う
。

　
授
業
づ
く
り
で
は
、
教
科
内
で
学
習

目
標
や
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を

共
有
し
た
上
で
、「
個
別
最
適
な
学
び
」

と
「
協
働
的
な
学
び
」
を
ど
の
よ
う
に

行
う
の
か
、
実
施
す
る
単
元
や
授
業
時

数
、
授
業
の
進
め
方
、
教
材
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
単
元
ご
と
に
、
授
業
展
開
や
教
材
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
も
含
め
た
授
業
案
を
作

成
す
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
同
じ
教

科
で
も
専
門
領
域
が
異
な
る
教
師
が
い

る
の
が
、
高
校
の
特
徴
で
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
持
ち
味
を
発
揮
し
な
が
ら
授
業
案

を
作
る
過
程
は
、
互
い
の
指
導
力
を
高

め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ベ
テ
ラ
ン
教

師
か
ら
若
手
教
師
に
指
導
ノ
ウ
ハ
ウ
を

伝
え
る
機
会
に
も
な
り
ま
す
。
教
師
に

よ
る
「
個
別
最
適
で
、協
働
的
な
学
び
」

が
実
現
す
れ
ば
、
授
業
の
質
も
お
の
ず

と
高
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ 口頭伝承パラダイム
• 口頭による教師の経験

や知識の一方的な伝達。
• 生徒にとっての情報源

は教師。
• 生徒同士の相互作用は

ない。

B 現在のパラダイム
• 情報の伝達者及びゲート

キーパーとしての教師。
• 教師と生徒には相互作用

がある。
• 生徒間の相互作用は二次

的なもの。

C 情報技術パラダイム
• 知識データベース等に、生徒も

教師も等しくアクセスできる。
• 生徒間、生徒と教師間の相互作

用がある。
• 情報コントローラーとしての教

師は姿を消し、生徒と教師が知
識データベース等を取り囲む。

教
師
の
役
割
は
、
学
習
環
境
の

整
備
と
、
思
考
の
サ
ポ
ー
ト

教
師
が
各
自
の
持
ち
味
を
発
揮
し
、

授
業
の
質
を
向
上
さ
せ
る

経験 経験知識 知識

教師 教師

生徒 生徒 生徒

知識データベース
エキスパートシステム

教師

生徒 生徒

図２ 過去・現在・未来の学校教育のパラダイム

※奈須教授の提供資料を基に編集部で作成。Robert K. Branson 1990 Issues in the Design of 
Schooling : Changing the Paradigm. Educational Technology, Vol.30, No.4, 7-10.
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