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1
．
全
て
の
子
供
を
自
立
し
た
学
習
者
に
ま
で
育
て
上
げ
る

　

中
教
審
答
申
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目
指
し
て
」
に
も
あ
る

よ
う
に
「
子
供
た
ち
の
知
・
徳
・
体
を
一
体
で
育
む
『
日
本
型
学
校
教
育
』
は
、
全

て
の
子
供
た
ち
に
一
定
水
準
の
教
育
を
保
障
す
る
平
等
性
の
面
、
全
人
教
育
と
い
う

面
な
ど
に
つ
い
て
諸
外
国
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
」（
5
頁
）
が
、
同
時
に
深

刻
な
問
題
を
抱
え
込
ん
で
も
い
る
こ
と
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に

よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

そ
の
典
型
が
「
学
校
の
臨
時
休
業
中
、
子
供
た
ち
は
、
学
校
や
教
師
か
ら
の
指

示
・
発
信
が
な
い
と
、『
何
を
し
て
良
い
か
分
か
ら
ず
』
学
び
を
止
め
て
し
ま
う
と

い
う
実
態
が
見
ら
れ
た
こ
と
」
で
あ
り
、「
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
で
は
、
自
立
し

た
学
習
者
を
十
分
育
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
13
頁
）
と
の
懸
念

で
あ
る
。

　

そ
の
原
因
に
つ
い
て
答
申
は
「
我
が
国
の
経
済
発
展
を
支
え
る
た
め
に
、『
み
ん

な
と
同
じ
こ
と
が
で
き
る
』『
言
わ
れ
た
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
お
り
に
で
き
る
』
上

質
で
均
質
な
労
働
者
の
育
成
が
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
の
社
会
の
要
請
と
し
て
学
校

教
育
に
求
め
ら
れ
て
き
た
中
で
、『
正
解
（
知
識
）
の
暗
記
』
の
比
重
が
大
き
く
」

な
っ
て
い
た
こ
と
、「
学
校
で
は
『
み
ん
な
で
同
じ
こ
と
を
、
同
じ
よ
う
に
』
を
過

度
に
要
求
す
る
面
が
見
ら
れ
、
学
校
生
活
に
お
い
て
も
『
同
調
圧
力
』
を
感
じ
る
子

供
が
増
え
て
い
っ
た
」（
8
頁
）
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
で
は
、
こ
れ
ら
「
正
解
主
義
」
や
「
同
調
圧
力
」

と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
問
題
を
克
服
し
、
全
て
の
子
供
を
「
自
立
し
た
学
習
者
」
に

ま
で
育
て
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、「
個
別
最
適

な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
の
一
体
的
な
充
実
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

2
．�

子
供
の
都
合
と
タ
イ
ミ
ン
グ
で
学
び
進
め
ら
れ
る�

パ
ラ
ダ
イ
ム
へ

　

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
別
最
適
な
学
び
も
協
働
的
な
学
び
も
、
単
な
る

形
態
の
問
題
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
１
９
９
０
年
に
ブ
ラ
ン
ソ
ン
が
来
た
る
べ
き
情

報
化
社
会
を
見
据
え
て
提
起
し
た

図
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。
教

師
が
あ
ら
か
じ
め
の
正
解
を
一
方

的
に
教
え
込
む
「
口
頭
継
承
パ
ラ

ダ
イ
ム
」
と
い
う
過
去
の
モ
デ
ル

か
ら
、
１
９
９
０
年
時
点
で
は
教

師
と
生
徒
、
生
徒
と
生
徒
の
間
で

双
方
向
の
や
り
取
り
が
な
さ
れ
る

「
現
在
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
へ
の
移

行
が
完
成
し
て
い
る
と
い
う
。

　

ち
な
み
に
、
ブ
ラ
ン
ソ
ン
は
ア

メ
リ
カ
の
学
校
の
現
状
に
基
づ

き
、
生
徒
間
の
相
互
作
用
は
二
次

的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
わ
ざ

わ
ざ
そ
の
箇
所
の
矢
印
を
点
線
に

し
て
い
る
が
、
日
本
の
授
業
な
ら

ば
、
堂
々
と
太
い
実
線
で
表
し
て

い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
日
本
の
授
業
は
世
界
に
冠
た

る
水
準
に
達
し
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
。

　

と
は
言
え
、
そ
ん
な
日
本
の
授

業
も
含
め
「
現
在
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
」
で
は
、
生
徒
は
常
に
教
師
を

介
し
て
の
み
、
学
習
の
対
象
で
あ

る
「
経
験
」
や
「
知
識
」
に
出
合
う
よ
う
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ブ
ラ

ン
ソ
ン
が
未
来
の
学
校
教
育
の
モ
デ
ル
と
し
た
「
情
報
技
術
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
は
、

生
徒
が
教
師
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
都
合
と
タ
イ
ミ
ン
グ
で
「
知
識

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
各
自
が
今
現

在
必
要
と
す
る
「
経
験
」
や
「
知
識
」
と
出
合
い
、
主
体
的
・
個
性
的
に
学
び
を
進

め
て
い
く
。

経験 知識 経験 知識

教師

生徒

教師

教師

知識データベース
エキスパートシステム

口頭継承パラダイム 現在のパラダイム 情報技術パラダイム

生徒 生徒 生徒 生徒

図　学校教育の過去・現在・未来のモデル（Branson,1990）

個別最適な学びを進めるために 
必要なこと
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も
ち
ろ
ん
、
学
び
は
「
孤
立
」
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
徒
相
互
の
間
で
自
発
的

に
生
じ
る
豊
か
で
自
然
な
対
話
や
協
働
を
伴
い
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
。「
現
在
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
」
で
は
伝
達
者
、
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
を
担
い
、
情
報
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ラ
ー
を
全
面
的
に
掌
握
し
て
い
た
教
師
は
、
そ
の
役
割
を
学
び
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
へ
と
大
き
く
変
貌
さ
せ
て
い
く
。
そ
う
な
る
と
、
も
は

や
過
剰
な
権
威
も
不
要
と
な
る
だ
ろ
う
。「
生
徒
に
な
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
肝
心
」

な
ど
と
い
っ
た
前
近
代
的
な
言
説
は
、
学
校
か
ら
す
っ
か
り
放
逐
さ
れ
る
に
違
い
な

い
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
実
現
し
、
個
別
最
適
な
学
び
を
日
常

化
す
る
に
は
、
子
供
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
自
在
に
活
用
で
き
る
情
報
端
末
と
、
ス
ト

レ
ス
な
く
ク
ラ
ウ
ド
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
高
速
大
容
量
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
が
不

可
欠
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ソ
ン
が
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
１
９
９
０
年
時
点
で
は
夢
の
よ

う
な
話
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
２
０
２
２
年
の
日
本
の
学
校
で
は
、
す

で
に
ほ
ぼ
完
璧
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
真
価
で
あ
り
、
個
別
最
適
な
学
び
に
際

し
、
答
申
が
「
子
供
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ 

も
活
用
し
な
が
ら
自
ら
学
習
を
調
整
し
な
が
ら
学

ん
で
い
く
」（
17
頁
）
こ
と
を
強
調
す
る
真
意
で
あ
る
。
一
人
一
台
端
末
が
ほ
ぼ
す

べ
て
の
授
業
で
主
体
的
・
個
性
的
に
使
わ
れ
て
い
る
学
校
と
、
週
に
何
回
か
の
み
、

し
か
も
一
斉
画
一
的
に
し
か
使
わ
れ
な
い
学
校
の
違
い
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
の
実
現
状
況
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
。

3
．
規
律
訓
練
型
教
育
と
の
決
別

　

ブ
ラ
ン
ソ
ン
は
、
未
来
の
モ
デ
ル
の
中
心
に
「
知
識
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
「
エ
キ

ス
パ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
」
を
描
い
た
が
、
さ
ら
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
学
習
環
境
全
般

と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
日
本
の
一
般
的
な
幼
児
教
育
の
モ
デ
ル

に
も
な
る
し
、
教
育
学
的
に
は
ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
描
い
た
世
界
に
も
な

る
。
何
の
こ
と
は
な
い
。
特
に
未
来
の
教
育
で
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
逆
に
言
え

ば
普
遍
性
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

写
真
は
ご
く
普
通
の
幼
稚
園
の
様
子
だ
が
、
道
具
も
材
料
も
子
供
た
ち
の
都
合
と

タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
い
つ
で
も
自
由
に
使
っ
て
い
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
小
学
校
に
上
が
っ
た
途
端
「
今
日
は
ハ
サ
ミ
を
使
い
ま
す
。
先
生
が
配
り
ま
す

か
ら
、
１
班
の
人
だ
け
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
後
の
人
は
静
か
に
待
ち
ま
す
」
な
ん

て
抑
圧
的
な
環
境
に
置
く
か
ら
、
子
供
た
ち
は
一
気
に
主
体
性
も
個
性
も
知
性
も
感

性
も
す
べ
て
封
印
し
て
し
ま
う
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
個
別
最
適
な
学
び
を
含
め
、「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
へ

の
取
り
組
み
は
「
手
は
お
膝
、
お
口
チ
ャ
ッ
ク
」
や
「
生
徒
に
な
め
ら
れ
な
い
」
な

ど
、
抑
圧
的
な
規
律
訓
練
型
教
育
と
の
決
別
か
ら
開
始
し
た
い
。

写真　幼稚園における学習環境整備

「個別最適な学びを進めるための副校長・教頭の役割」
〈連載テーマ②〉　学習指導要領


