
今
は「
学
び
」の
と
ら
え
方
が

人
に
よ
っ
て
異
な
る
変
革
期

 

「
授
業
改
革
」の
必
要
性
を
感
じ
て
日
々
奮
闘

し
て
い
る
が
、周
囲
の
理
解
を
得
る
の
が
な
か
な

か
難
し
い
。自
分
の
な
か
で
も
ふ
と
方
向
性
に
迷

い
が
生
じ
る
。そ
ん
な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
先
生

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
か
し
た
ら
そ
れ
は
、今
が
時
代
の
変
革

期
で
、「
学
び
」に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
が
い
ろ
い

ろ
混
在
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
問
題
か
も

し
れ
な
い
。
先
生
同
士
で
よ
く
話
し
合
っ
て
、よ

り
よ
い
授
業
を
目
指
そ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
と

き
に
共
通
言
語
と
し
て
使
っ
て
い
る「
学
び
」「
知

識
」「
経
験
」と
い
っ
た
言
葉
の
と
ら
え
方
が
、実

は
人
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
ケ
ー
ス
が
往
々
に
し

て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。だ
か
ら
議
論
が
今

一つ
か
み
合
わ
な
い
。
共
通
の
目
標
を
立
て
て
み

ん
な
で
授
業
改
革
を
進
め
た
は
ず
な
の
に
、先

生
に
よ
っ
て
方
向
性
が
違
っ
て
き
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、「
学
び
」と
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
一
度
整
理
す
る
た
め
に
、こ
れ
ま
で
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
主
な「
学
習
理
論
」を
追
い
か
け

て
い
く
。
ま
た
、い
く
つ
か
の
学
習
理
論
が
混
在

す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
あ
る「
社
会
」の
変

化
も
押
さ
え
て
い
き
た
い
。

行
動
主
義
に
も
と
づ
く
学
び

│
│
教
師
が
知
識
を
伝
達

　

行
動
主
義
に
も
と
づ
く
学
習
理
論
は
、20
世

紀
前
半
に
広
ま
り
、学
校
の
授
業
を
進
化
さ
せ

る
の
に
貢
献
し
て
き
た
理
論
だ
。

　

そ
の
理
論
に
は一つ
の
前
提
が
あ
る
。

 

「
知
識
」と
い
う
の
は
、客
観
的
に
こ
の
世
界
に

あ
る
も
の
で
、人
か
ら
人
へ
と
伝
達
で
き
る
、と

い
う
考
え
方
だ
。学
校
教
育
で
は
、文
系
や
理
系

の
知
識
か
ら
道
徳
的
な
こ
と
ま
で
、生
き
て
い
く

う
え
で
重
要
な「
普
遍
的
な
知
識
」を
、生
徒
に

伝
え
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　

さ
て
、そ
の
知
識
が
ど
れ
だ
け
相
手
に
伝
わ
っ

た
か
は
、内
面
の
こ
と
な
の
で
確
か
め
る
の
は
難

し
い
。し
か
し
、あ
る
知
識
が
身
に
つ
い
た
か
ど
う

か
は
、本
人
の「
行
動
の
変
容
」に
表
れ
る
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
ネ
ズ
ミ
を
箱
に
入
れ

て
、ブ
ザ
ー
が
鳴
っ
た
と
き
に
、そ
の
ネ
ズ
ミ
が
レ

バ
ー
を
押
し
た
な
ら
エ
サ
を
与
え
る
と
い
う
実

験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、し
だ
い
に
ネ
ズ
ミ
は
、ブ
ザ

ー
音
の「
刺
激
」に
対
し
て
、レ
バ
ー
を
押
す
と
い

う
「
反
応
」を
自
発
的
に
返
す
よ
う
に
行
動
が

変
容
し
た
と
い
う
。

　

こ
の「
刺
激
」と「
反
応
」の
結
び
つ
き
に
よ
る

「
行
動
の
変
容
」に
着
目
し
た
の
が
、行
動
主
義

の
理
論
だ
。
例
え
ば
、授
業
や
テ
ス
ト
で
問
題
を

出
し（
刺
激
）、生
徒
か
ら
回
答（
反
応
）を
も
ら

い
、そ
の
反
応
が
客
観
的
に
正
し
け
れ
ば
高
く

評
価
し
、誤
っ
て
い
れ
ば
減
点
や
罰
を
与
え
る
。

そ
う
し
た
刺
激
と
反
応
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、

学
習
者
の
行
動
が
望
ま
し
い
方
向
に
変
容
す
る

こ
と
が「
学
習
」だ
と
考
え
た
。い
う
な
れ
ば
、教

師
が
生
徒
に
必
要
な
こ
と
を
一つ
ひ
と
つ
教
え
て

い
く
ス
タ
イ
ル
だ
。

　

刺
激
と
反
応
に
よ
っ
て
生
徒
を
学
習
さ
せ
る

と
い
っ
て
も
、こ
の
世
の
す
べ
て
の
知
識
を
教
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。だ
か
ら
行
動
主
義
に
も

と
づ
く
学
び
で
は
、何
よ
り
も
ま
ず
、教
師
が「
生

徒
に
何
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
の
か
」と
い
う
学

習
目
標
を
立
て
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
ま
た
、

学
習
目
標
を
明
確
に
し
て
も
全
部
を
い
っぺ
ん
に

は
伝
達
で
き
な
い
の
で
、１
コ
マ
の
授
業
で
覚
え

ら
れ
る
量
な
ど
、生
徒
が
学
習
し
や
す
い
サ
イ
ズ

に
分
け
て
、系
統
立
て
て
教
え
る
こ
と
も
必
要

「
授
業
改
革
」の
前
に
知
っ
て
お
き
た
い

「
社
会
」の
変
化
と「
学
び
」の
未
来

文
／
松
井
大
助　

監
修
／
青
木
久
美
子（
放
送
大
学
）

授
業
改
革
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
背
景
に
は
、社
会
構
造
が
大
き
く
変
わ
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て「
学
び
」の
意
味
合
い
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

社
会
は
ど
う
変
わ
り
、学
び
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か
。関
連
す
る
ト
ピ
ッ
ク
を
ま
と
め
ま
し
た
。
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の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、「
そ
も
そ
も
人
間
が
物

事
を
学
ぶ
と
き
は
、頭
の
中
で
何
が
起
き
て
い
る

の
か
」と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
も
強
ま
っ
た
。
そ
の

よ
う
に「
学
び
」「
学
習
」を
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
情

報
処
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
ぞ
ら
え
て
と
ら
え
よ

う
と
し
た
の
が
、認
知
主
義
の
理
論
だ
。

　

例
え
ば
、認
知
心
理
学
で
は
、記
憶
の
シ
ス
テ

ム
を
感
覚
記
憶
、作
業
記
憶（
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ

リ
）、長
期
記
憶
の
３
つ
に
分
類
し
た
。
感
覚
記

憶
は
、視
覚
や
聴
覚
が
受
け
取
っ
た
刺
激
の
情

報
を
数
秒
間
だ
け
記
憶
す
る
も
の
。そ
こ
で「
注

意
」を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
作
業
記

憶
に
向
か
う
。
作
業
記
憶
は
、受
け
取
っ
た
情
報

を
ほ
か
の
情
報
と
関
連
づ
け
て
次
の
行
動
の
判

断
を
す
る
な
ど
、頭
の
中
で
情
報
を
処
理
す
る

た
め
に一
時
的
に
記
憶
す
る
も
の
。
そ
こ
で
よ
く

「
反
芻
」さ
れ
た
情
報
が
長
期
記
憶
に
向
か
う
。

長
期
記
憶
は
、情
報
の
重
要
性
や
ほ
か
と
の
関

連
性
を
踏
ま
え
て
長
期
に
わ
た
り
記
憶
す
る
も

の
。
こ
の
長
期
記
憶
ま
で
た
ど
り
つ
く
こ
と
が

「
学
習
」だ
と
考
え
ら
れ
た
。

　

ま
た
別
の
観
点
で
は
、人
間
は
経
験
し
た
こ

と
か
ら
そ
の「
出
来
事
」を
記
憶
す
る
だ
け
で
な

く
、さ
ま
ざ
ま
な
経
験
か
ら
関
連
性
や
共
通
点

を
見
い
だ
し
、物
事
の「
意
味
」も
記
憶
す
る
、と

い
う
理
論
も
打
ち
出
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
理
論
を
も
と
に
発
展
し
た
の
が
、

認
知
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
踏
ま
え
た
教
授
法
だ
。
教

え
る
こ
と
に
つ
い
て
、ま
ず
は
生
徒
の
注
意
を
喚

起
し
、既
存
知
識
と
関
連
づ
け
し
や
す
い
よ
う
に

説
明
も
工
夫
し
、頭
に
入
れ
た
そ
の
知
識
を
使

う
よ
う
な
練
習
の
機
会
も
設
け
、き
ち
ん
と
身

に
つ
け
て
い
た
ら
評
価
も
し
て
、長
期
記
憶
へ
の

転
移
を
促
す
。図
1
の
よ
う
に
、ど
ん
な
学
び
方

の
ほ
う
が
知
識
を
定
着
さ
せ
や
す
い
の
か
も
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。前
述
の
行
動
主
義
が

「
教
師
は
ど
の
よ
う
に
教
え
る
と
よ
い
か
」を
中

心
に
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、認
知
主
義
で
は

「
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
と
よ
い
か
」と
い
う

「
学
ぶ
側
」の
目
線
も
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、大
き
な
枠
組
み
で
は
、行
動
主
義

と
認
知
主
義
に
は
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。「
知
識
」は
こ
の
世
界
に
客
観
的
に
存
在
し
、

学
習
と
は
そ
の
普
遍
的
な
知
識
を
受
け
渡
し
て

い
く
も
の
、と
い
う
考
え
方
だ
。
だ
か
ら
認
知
主

義
で
も
、学
ぶ
側
の
目
線
に
立
つ
と
は
い
え「
ど

ん
な
知
識
を
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
で
身
に
つ
け

さ
せ
る
か
」は
、幅
広
い
知
識
を
も
つ
教
師
の
ほ

う
が
考
え
る
。
行
動
主
義
と
同
じ
く
、学
習
目

標
の
設
定
か
ら
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
ま
で

を
、教
師
が
主
導
す
る
。

構
成
主
義
に
も
と
づ
く
学
び

│
│
生
徒
自
ら
知
識
を
構
築

　

構
成
主
義
に
も
と
づ
く
学
習
理
論
は
、20
世

紀
終
盤
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
理
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、「
知
識
」は

相
対
的
な
も
の
で
あ
る
、と
い
う
考
え
方
だ
。

　

こ
の
世
界
に
は
、客
観
的
に
正
し
い
知
識
が

元
々
あ
る
の
で
は
な
い
。
他
者
と
か
か
わ
る
な
か

で
、お
互
い
に
通
じ
合
え
る
言
語
や
概
念
が
作
ら

れ
た
り
、ま
わ
り
に
あ
る
モ
ノ
を
い
じ
る
う
ち
に
、

あ
る
道
具
と
し
て
の
使
い
道
が
発
見
さ
れ
た
り
。

要
す
る
に
、社
会
を
構
成
す
る
人
び
と
や
道
具

と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、物
事
の「
意
味
」が
見

い
だ
さ
れ
、各
自
の
な
か
に「
知
識
」が
構
築
さ
れ

る
の
だ
。
構
成
主
義
で
は
そ
の
よ
う
に
知
識
を

と
ら
え
る
。

　

こ
の
立
場
に
立
つ
と
、知
識
と
い
う
の
は
、教

師
か
ら
生
徒
へ
と「
伝
達
」で
き
る
も
の
で
は
な

く
な
る
。あ
く
ま
で
も
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
周
囲

と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て「
自
分
で
構
築
」し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
れ
こ
そ
が「
学
習
」と
な
る
。

教
師
の
役
目
は
知
識
を
教
え
る
こ
と
で
は
な

く
、生
徒
が
自
分
で
知
識
を
構
築
し
て
い
け
る

よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
だ
。

　

で
は
ど
う
す
れ
ば
生
徒
の
知
識
構
築
を
後
押

し
で
き
る
だ
ろ
う
？　

参
考
に
な
る
と
思
わ
れ

る
の
は
、構
成
主
義
的
な
学
習
モ
デ
ル
と
し
て

知
ら
れ
る
経
験
学
習
理
論
だ
。
学
習
と
は
結
果

で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
だ
と
す
る
理
論
で
、次
の
４

つ
を
繰
り
返
す
こ
と
が
学
習
だ
と
し
て
い
る
。

①
具
体
的
な
経
験
を
積
む
。

②
内
省（
ふ
り
か
え
り
）。
経
験
し
た
こ
と
を
、な

ぜ
う
ま
く
い
っ
た
か
、何
が
問
題
だ
っ
た
か
な
ど
、

多
様
な
視
点
か
ら
ふ
り
か
え
る
。

③
抽
象
的
な
概
念
化
。
内
省
を
も
と
に
、こ
の

先
も
応
用
で
き
そ
う
な
理
論
を
ま
と
め
る
。

④
能
動
的
な
試
み
。
新
た
な
場
面
で
そ
の
理
論

を
試
し
て
み
る
。

　

生
徒
が
周
囲
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、こ
の

プ
ロ
セ
ス
を
実
践
し
て
い
け
ば
、経
験
は
や
が
て

社
会
で
生
か
せ
る
知
識
に
変
わ
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、内
省
や
概
念
化
な
ど
は
た
だ
指

図1 ラーニングピラミッド（平均学習定着率）

アメリカの研究結果をもとに作成されたこの図は、数字の厳密性にはあいまいな部
分があるものの、上層の抽象度の高い体験より、下層の直接的・具体的体験のほ
うが記憶に残りやすいことをわかりやすく示し、多くの支持を得ている。

に
な
る
。
加
え
て
、要
素
ご
と
に
分
け
て
伝
え
た

知
識
が
生
徒
の
頭
に
入
っ
た
か
ど
う
か
、客
観
的

な
基
準
の
も
と
、テ
ス
ト
な
ど
で
確
認
し
、生
徒

に
定
期
的
に
評
価
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と

も
大
事
だ
。

　

教
師
が
学
習
目
標
を
立
て
、学
習
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
設
計
し
、生
徒
の
学
び
の
進
捗
は
テ
ス
ト
で

確
認
・
評
価
す
る
。従
来
の
学
校
の
学
習
ス
タ
イ

ル
の
基
礎
が
築
か
れ
た
と
い
え
る
。

認
知
主
義
に
も
と
づ
く
学
び

│
│
知
識
習
得
を
教
師
が
支
援

　

認
知
主
義
に
も
と
づ
く
学
習
理
論
は
、20
世

紀
後
半
に
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
誕
生
や
進
化
と
と

も
に
台
頭
し
た
。コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
の
ご
と
を

覚
え
さ
せ
た
り
、考
え
さ
せ
た
り
す
る
情
報
処
理

講義

読書

視聴覚

デモンストレーション

グループ討論

自ら体験する

人に教える

出典：National Training Laboratories
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思考の方法

創造性とイノベーション

批判的思考、問題解決、意思決定

学び方の学び、メタ認知

仕事の方法
コミュニケーション

協働（チームワーク）

仕事の道具
情報リテラシー

ICTリテラシー

社会生活

市民性－地域とグローバル

生活とキャリア

個人的・社会的責任

示
す
る
だ
け
で
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
教
師
の
側
が
問
い
か
け
た
り
、話
の
流
れ

を
整
理
し
た
り
し
て
、介
入
し
、生
徒
の
能
動
的

な
取
り
組
み
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
。い
わ
ゆ
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
。

 

「
経
験
」に
つ
い
て
、も
う
少
し
補
足
し
た
い
。経

験
が「
学
び
」に
な
る
こ
と
は
、以
前
か
ら
認
識

さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、刺
激
と
反
応
↓

行
動
変
容
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
。
こ
れ

に
対
し
て
構
成
主
義
で
は
、経
験
か
ら
の「
学

び
」も
本
人
と
周
囲
と
の
相
互
作
用
で
あ
っ
て
、

あ
る
刺
激
が
何
を
意
味
す
る
か
、そ
こ
か
ら
何

を
学
べ
る
か
は
、本
人
の
行
為
の
文
脈
に
左
右

さ
れ
る
、と
よ
り
複
雑
に
考
え
た
。
要
は
、あ
る

刺
激
を
本
人
が
ど
ん
な
心
持
ち
で
経
験
し
た

か
、そ
の
経
験
を
あ
と
で
ど
う
ふ
り
か
え
っ
た
か

に
よ
っ
て
、同
じ
経
験
で
も「
学
び
」の
質
は
変
わ

る
と
い
う
こ
と
。
経
験
さ
え
す
れ
ば
学
べ
る
と
い

う
単
純
な
図
式
で
は
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
構
成
主
義
に
も
と
づ
く
学
び
で

は
、経
験
か
ら
知
識
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の「
プ

ロ
セ
ス
」を
重
視
す
る
。学
習
の
評
価
も
、テ
ス
ト

の
得
点
の
よ
う
な
結
果
で
は
な
く
、望
ま
し
い
プ

ロ
セ
ス
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
で
み
よ

う
と
す
る
。

　

生
徒
が
自
分
で
知
識
を
構
築
す
る
と
い
っ
て

も
、教
師
は
何
も
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ど
ん

な
空
間
で
ど
ん
な
道
具
を
使
い
、ど
の
よ
う
な

活
動
を
す
れ
ば
生
徒
の
学
び
が
深
ま
る
か
。
生

徒
の
よ
り
よ
い
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
が
実
現
さ
れ
る

よ
う
、学
習
環
境
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
大

事
な
役
目
を
担
う
の
だ
。

社
会
の
変
化
が
求
め
る

こ
れ
か
ら
の「
学
び
」

　

こ
う
し
た
学
習
理
論
に
つ
い
て
は
、現
在
、ど

れ
か
一つ
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
授
業
改
革
を
進
め
る
と
き
は
、「
学
び
」の
と

ら
え
方
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、

ま
ず
は
周
囲
の
先
生
方
と
お
互
い
の
ス
タ
ン
ス

を
理
解
し
合
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、一つ
の
潮
流
と
し
て
は
、構
成
主
義
は

今
後
ま
す
ま
す
多
く
の
人
の
関
心
を
集
め
て
い

く
と
予
想
さ
れ
る
。と
い
う
の
も
、構
成
主
義
的

な
学
び
、す
な
わ
ち
周
囲
と
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
学
ぶ
こ
と
が
、こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ

る
世
の
中
へ
と
、社
会
の
構
造
が
変
わ
っ
て
き
て

い
る
か
ら
だ
。

　

そ
の
変
化
は
、一
般
的
に「
工
業
社
会
」か
ら

「
情
報
社
会
」へ
の
移
行
と
い
わ
れ
る
。

　

工
業
社
会
に
お
い
て
は
、も
の
ご
と
は「
規
格

化
」さ
れ
、「
大
量
生
産
」す
る
体
制
が
整
え
ら

れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
は
、上
位
者
と
下
位
者

が
は
っ
き
り
し
て
い
る「
階
層
的
な
組
織
」の
も

と
で
、仕
事
を
明
確
に「
分
業
」し
、み
ん
な
で
シ

ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
作
業
す
る
こ
と
が
、生
産
効

率
を
高
め
る
の
に
有
効
だ
っ
た
。

　

働
く
人
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、割
り
当
て
ら
れ

た
仕
事
に
つ
い
て「
継
承
さ
れ
て
き
た
知
識
」も

効
率
的
に
吸
収
し
な
が
ら
、「
規
則
正
し
く
働

く
」こ
と
。
職
場
の
教
育
は
、上
司
や
先
輩
が
、

部
下
や
後
輩
に
仕
事
を
通
じ
て
指
導
す
る
Ｏ
Ｊ

Ｔ（O
n-the-Job Training)

や
、系
統
立
て
て

ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
る
研
修
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
一
方
、情
報
社
会
で
は
、情
報
通
信
技
術（
Ｉ

Ｃ
Ｔ
）の
め
ざ
ま
し
い
発
達
に
よ
り
、情
報
そ
の

も
の
が
価
値
を
も
ち
、政
治
や
経
済
や
文
化
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

も
、そ
れ
だ
け
の
力
を
も
つ
情
報
が
日
々
新
た
に

大
量
に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
、社
会
は
ど
ん
ど
ん

変
化
し
て
い
く
。物
事
は「
複
雑
化
」し
、ビ
ジ
ネ

ス
に
は「
多
品
種
少
量
生
産
」の
よ
う
に
目
の
前

の
状
況
に
応
じ
た「
柔
軟
な
」対
応
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、階
層
や
分
業

で
固
定
化
さ
れ
た
組
織
で
は
や
り
づ
ら
い
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
人
が
集
ま
っ
て
チ
ー
ム
を
組
む

な
ど
、「
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の
な
か
で
、

み
ん
な
で「
協
働
」す
る
ス
タ
イ
ル
が
増
え
た
。

　

そ
こ
で
働
く
人
が
目
指
す
の
は
、「
日
進
月
歩

で
進
展
す
る
知
識
」を
使
い
こ
な
し
て
、新
た
な

も
の
を「
創
造
す
る
」こ
と
。例
え
ば
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
つ

い
て
は
、仕
事
経
験
豊
富
な
ベ
テ
ラ
ン
よ
り
、若

手
の
ほ
う
が
通
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、知

識
は
必
ず
し
も
上
か
ら
下
へ
と
伝
え
る
も
の
で

は
な
く
な
っ
た
。
職
場
の
教
育
で
は
、Ｏ
Ｊ
Ｔ
や

研
修
の
ほ
か
に
、上
司
も
先
輩
も
部
下
も
後
輩

も
誰
も
が
相
互
に
学
び
あ
う
ワ
ー
ク
プ
レ
イ
ス
ラ

ー
ニ
ン
グ
や
、組
織
学
習
が
志
向
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
社
会
の
変
化
を
受
け
て
、世
界
各

国
で
は
、こ
れ
か
ら
の
社
会
に
必
要
な
能
力
を

整
理
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
た（
日

本
で
提
唱
さ
れ
た「
学
士
力
」や「
社
会
人
基
礎

力
」も
そ
の
一つ
）。
能
力
を
ま
と
め
て
言
い
表
し

た「
21
世
紀
型
ス
キ
ル
」と
い
う
語
句
も
登
場
。

米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
育
大
学
院
教
授
で
、学

図3 「階層型」から「ネットワーク型」の教育へ

階層型の教育では、科目ごとに情報を把握した先生が生徒全員を教える。一方、ネットワーク型の教育では、先生から生徒
までみんながお互いの情報を共有し、そのなかから課題や疑問をみつけ、物事への理解を深めて、学び合う。 

図2 21世紀型スキル例（ATC21sの定義）

欧米の政府や大学、産業界が立ち上げた国際団体ATC21sがまと
めた定義。こうした21世紀型スキルが世界中で関心を集めている。

階層型 ネットワーク型

先生 教科書など
情報源

生徒

生徒

生徒

21世紀型
スキル

情報源
学問以外の
情報も
人生・世界
問題・機会

カリキュラム

科目

科目

科目

科目 科目

カリキュラム

科目

生徒 生徒生徒

先生

先生 先生
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習
・
教
授
法
の
研
究
で
著
名
な
デ
イ
ビ
ッ
ド
・パ

ー
キ
ン
ズ
氏
は
、21
世
紀
型
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け

る
に
は
、従
来
の「
階
層
型
の
教
育
」よ
り
も「
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
教
育
」が
向
く
と
提
言
し
て
い
る

（
図
2
・
3
と
欄
外
参
照
）。

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は

学
び
に
何
を
も
た
ら
す
か

 

「
学
び
」や「
社
会
」の
変
化
と
合
わ
せ
て
注
目

し
た
い
も
の
が
も
う
一つ
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用

す
る
学
習
、い
わ
ゆ
る
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
だ
。

　
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、教
え
る
こ
と
や
学
ぶ
こ
と

の
効
率
性
を
高
め
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。だ
が
効

率
性
は
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
。ｅ

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
授
業
や
研
究
に
熱
心
な
教
育
関

係
者
は
、そ
れ
以
上
に「
や
り
た
く
て
も
で
き
な

か
っ
た
学
習
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」こ
と
に
期

待
を
寄
せ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、認
知
主
義
に
も
と
づ
い
て「
学
ぶ
側
」

の
目
線
に
立
っ
た
授
業
を
し
た
く
て
も
、一
人
の

教
師
が
数
十
人
を
教
え
る
な
か
で
は
、以
前
は

物
理
的
な
限
界
が
あ
っ
た
。け
れ
ど
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用
す
れ
ば
、生
徒
一
人
ひ
と
り
が
い
つ
何
を
ど

こ
ま
で
学
ん
だ
か
、学
習
履
歴
を
残
し
て
お
き
、

参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、映
像
や
音

声
も
交
え
た
教
材
を
生
徒
が
い
つ
で
も
ア
ク
セ

ス
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
あ
げ
て
お
け
ば
、彼

ら
が
自
分
の
ペ
ー
ス
で
、わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は

く
り
返
し
視
聴
す
る
な
ど
し
て
、学
習
・
復
習
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。要
す
る
に
、生
徒
一
人
ひ
と

り
の
理
解
状
態
に
合
わ
せ
た
学
習
を
実
現
し
や

す
く
な
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
、構
成
主
義
に
も
と
づ
い
て「
相
互
作
用

に
よ
る
学
び
」を
授
業
で
実
践
し
た
く
て
も
、以

前
ま
で
は
時
間
・
場
所
の
制
約
が
大
き
か
っ
た
。

し
か
し
、チ
ャ
ッ
ト
や
ウ
ェ
ブ
掲
示
板
な
ど
双
方

向
型
ツ
ー
ル
を
使
え
ば
、今
後
は
授
業
時
間
以

外
で
も
、教
師
と
生
徒
や
生
徒
同
士
が
柔
軟
に

か
か
わ
り
あ
え
る
。
ま
た
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
学
校
外
の
人
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。今
や
生
徒
が
学
び
合
え
る

相
手
は
、教
室
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、世
界
中
へ
と

広
が
っ
て
い
る
の
だ
。

　

生
徒
に
ど
ん
な「
学
び
」を
も
た
ら
す
た
め
に
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
ど
う
活
用
す
る
の
か
。ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
導
入
を
進
め
る
と
き
は
、そ
の
点
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
い
え
る
。

　

こ
の
記
事
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
学

び
」の
全
体
像
を
つ
か
む
う
え
で
欄
外
記
載
の

３
冊
を
特
に
参
考
に
し
た
。
理
論
を
詳
細
に
調

べ
た
い
と
き
な
ど
に
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

図4 社会の変化と学習理論のまとめ

工業社会 情報社会

社会の変化
物事が「規格化」され、仕事は「分業化」が進んだ。
「階層的な組織」のなかで「継承されてきた知識」を
効率的・効果的に学び、規則的に仕事をする。

物事が「複雑化」し、仕事は「柔軟性」「協働」が重要
に。「ゆるいネットワーク」のなかで「日進月歩で生まれ
る知識」を使って創造的に仕事をする

職場の学び OJT、研修
上位者が下位者を教える

OJTほか、組織学習
ワークプレイスラーニング
全員が学びあう

● 社会の変化

行動主義 認知主義 構成主義

学習理論
学習とは、行動の結果として表れ
るもの。刺激と反応を繰り返すこと
で、学習効果があがる。

学習とは、個人の頭の中の情報
処理によって起こるもの。コンピュ
ータによる情報の記憶と類似。

学習とは、他者や道具との相互
作用によって、一人ひとりのなか
に知識が構築されること。

知識とは？ 知識とは、客観的にこの世界に存在するもの。
「普遍的な知識」を人から人へと伝達できる（客観主義）。

知識は相対的なもの。社会を構
成する人びとや道具との相互作
用によってその意味が作られる。

経験が
もたらすもの

ある刺激に反応することを繰り返
すなかで、行動が変容する。

「出来事」を記憶し、個々の経験
のなかから関連性や共通点を見
いだして「意味」も記憶する。

同じ刺激や経験でも、得られるも
のはその前後の本人の行為の文
脈に左右される。

学校の学習
教師が問題を提示（刺激）、生徒
に回答（反応）させるなかで行動を
変容させる（生徒は受動的）。

生徒が、与えられたさまざまな情報
を頭の中の既存知識と関連づけ
て知識を習得（生徒は能動的）。

生徒が、周囲の人や道具とかかわ
るなかで、協働で物事の意味や知
識を構築（生徒は能動的）。

教師の役割
生徒に何を身につけさせたいか、教師が「学習目標」を立て、学びや
すいサイズに細分化。理論に基づく効率的な「教授法」を用いて系
統的に知識を教え、学習者の反応に「評価」をフィードバックする。

教師は教えるというより、学習者が
周囲とかかわるなかで自ら学べるよ
うな「学習環境」をデザインする。

教育の視点 教師中心
（どのように教えたらよいか）

学習者中心
（どのように学ぶとよいか）

代表的な
授業形式 講義型の授業 習熟度別学習 アクティブラーニング、協働学習

学習の評価 学習目標を達成できたかを、単元など要素ごとに量的・客観的に評価
教師作成のテストによる評価、学力検査による評価など

学習のプロセスを、全体的・質的
に主観的要素も入れて評価
パフォーマンス評価、ポートフォリオ
評価、生徒同士の相互評価

eラーニングが
もたらすもの

学習履歴を残せるので、個々の学習の達成度や進捗の確認が容易に

個々の理解に合わせた学習・復習が容易に

相互作用の学習が容易に

● 学習理論の比較

参考：デイビッド・パーキンズ「学習イノベーションの未来」東京大学 グローバル・リーダーシップ・プログラム講演（2013年5月）、青木久美子『ｅラーニングの理論と実践』ＮＨＫ出版
渡部信一『「学び」の認知科学事典』大修館書店、久保田賢一『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』関西大学出版部
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