
梶
田　

２
０
２
０
年
か
ら
新
し
い
学
習
指
導

要
領
に
基
づ
い
た
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。
新

し
い
期
待
を
も
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
す
わ
け
で

す
が
、こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
求
め
ら

れ
て
い
る
教
師
の
姿
勢
と
力
は
、ど
の
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
か
。

⻆
屋　

ひ
と
こ
と
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、こ

れ
ま
で
は「
問
題
解
決
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
」

と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す

が
、こ
れ
か
ら
は「
問
題
解
決
の
た
め
に
は
各

ス
テ
ッ
プ
で
ど
の
よ
う
な
力
が
必
要
か
」と
い

う
こ
と
自
体
を
子
ど
も
た
ち
自
身
が
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
教

師
も「
ス
テ
ッ
プ
を
示
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え

る
」こ
と
か
ら
、「
問
題
解
決
の
た
め
に
は
各

ス
テ
ッ
プ
で
ど
の
よ
う
な
力
が
必
要
な
の
か

を
見
い
だ
す
力
」
―
―
私
は
そ
れ
を「
す
べ

（
術
）」と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、そ
の「
す
べ
」

を
子
ど
も
た
ち
に
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
変
わ

っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

梶
田　

な
る
ほ
ど
。
い
わ
ば
教
師
の
役
割

も
新
た
に
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
も

含
め
て
文
部
科
学
省
で
は
大
き
な
視
点
か

ら
、い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
教
師
像 
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新
学
習
指
導
要
領
で
は

教
師
の
在
り
方
が
変
わ
る
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教育課程課長

淵上 孝
ふちがみ　たかし＊昭和42年鹿児島県徳之島町生まれ。東京
大学法学部卒業。平成4年文部省（当時）入省、香川県教育委
員会義務教育課長、同高校教育課長、文部科学省初等中等
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⻆屋 重樹
かどや　しげき＊昭和24年三重県生まれ。広島大学大学院教
育学研究科教科教育学（理科教育）専攻博士課程単位取得
退学。博士（教育学）。広島大学教育学部助手、宮崎大学教育
学部助教授、文部省初等中等教育局教科調査官、広島大学
大学院教育学研究科教授、国立教育政策研究所教育課程研
究センター基礎研究部部長を経て、現在、日本体育大学大学院
教育学研究科長、広島大学名誉教授、国立教育政策研究所
名誉所員、日本教科教育学会会長。著書に『なぜ、理科を教え
るのか―理科教育がわかる教科書―』、『今なぜ、教科教育なの
か』（共に文溪堂）など多数。

新学習指導要領の実施が迫ってきました。今回の改訂では、外国語活動などをのぞきカリキュラムそのものには大きな変化が
なかった一方で、学力の三要素に変化が見られるなど、「どう教えるのか」「どう学ぶのか」といった部分が重視されるものとな
っています。そこで新学習指導要領が求める教師像とはどんなものなのかを話し合っていただきました。
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う
の
で
す
が
…
。

淵
上　

先
生
方
に
必
要
と
な
る
力
は
多
岐
に

わ
た
っ
て
お
り
、平
成
29
年
３
月
に
は
文
部

科
学
大
臣
か
ら
出
さ
れ
た
、い
わ
ゆ
る
教
員

育
成
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針（
公
立
の

小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質

の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指

針
）な
ど
に
も
、さ
ま
ざ
ま
な
資
質
・
能
力
な

ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
中
で
、

私
個
人
と
し
て
は
、先
生
方
ご
自
身
が「
学

び
続
け
る
存
在
」で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
重
要

な
点
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。平
成
18
年
に
改

正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
も
、「
教
員
は
、自

己
の
崇
高
な
使
命
を
深
く
自
覚
し
、絶
え
ず

研
究
と
修
養
に
励
み
」と
さ
れ
て
い
る
の
も
そ

の
あ
ら
わ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
と
の
関
係
で
申
し

上
げ
れ
ば
、例
え
ば
、子
ど
も
た
ち
が「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」を
実
現
す
る
こ

と
で
必
要
な
資
質
・
能
力
を
身
に
つ
け
て
い

く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
た
め
に

は
、ま
ず
先
生
方
一
人
ひ
と
り
、あ
る
い
は
学

校
の
先
生
集
団
、職
員
室
全
体
も
、「
主
体
的・

対
話
的
で
深
い
学
び
」を
実
現
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ

が
相
似
的
に
子
ど
も
た
ち
の
学
び
に
返
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、そ
れ
ぞ
れ
の

先
生
が
主
体
的
に
読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
、教

材
を
研
究
し
て
い
た
だ
い
た
り
、そ
れ
を
学

年
団
、あ
る
い
は
学
校
全
体
で
、も
う
一
度
み

ん
な
で
読
み
合
っ
た
り
、あ
る
い
は
深
く
議
論

し
た
り
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、新
し
い
学
習

指
導
要
領
を
さ
ら
に
確
実
な
も
の
に
し
て
い

く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。そ
の
こ
と
が
先
生

方
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、先
ほ
ど
の
文
部
科
学
大
臣
の

指
針
な
ど
の
中
に
も
新
学
習
指
導
要
領

が
し
っ
か
り
と
実
現
さ
れ
る
た
め
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
い
く
つ
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

梶
田　
「
教
育
は
人
な
り
」と
言
い
ま
す
が
、

新
学
習
指
導
要
領
で
の
期
待
を
実
現
す
る

に
は
、や
は
り
先
生
方
の
在
り
方
に
大
き
く

依
存
す
る
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
こ
と

が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
言
い

換
え
れ
ば
知
識
基
盤
社
会
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が
勉
強
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
身
が
増
え
て
い
る
わ

け
で
す
よ
ね
。

　

そ
う
な
っ
た
と
き
に
、先
生
方
が
子
ど
も

た
ち
に
新
し
い
知
識
を
教
え
る
と
い
う
こ
と

も
大
切
な
の
で
す
が
、そ
れ
以
上
に
、子
ど

も
た
ち
の
心
に
火
を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。嫌
々
勉
強
し
た
の

で
は
新
し
い
知
識
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。子
ど
も
た
ち
自
身
に「
よ

し
、や
る
ぞ
！
」と
い
う
気
持
ち
を
も
た
せ
る
、

火
を
つ
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
先
生
自
身
が
熱
く
な
い
と

い
け
な
い
。
燃
え
て
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
。そ

れ
も
、ペ
ラ
ペ
ラ
と
薄
っ
ぺ
ら
に
燃
え
る
の
で

は
な
く
て
、そ
の
背
景
に
非
常
に
分
厚
い
教

養
と
い
う
か
、人
類
社
会
が
積
み
上
げ
て
き

た
大
き
な
知
的
な
世
界
が
あ
る
こ
と
が
子
ど

も
た
ち
に
ど
こ
か
で
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ

り
た
い
。そ
の
分
厚
い
知
的
な
世
界
を
背
負

っ
た
先
生
が
言
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、や
っ

ぱ
り
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
、と
子
ど

も
た
ち
の
心
に
も
火
が
つ
く
…
…
。こ
う
な

ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
。

淵
上　

子
ど
も
の
心
に
い
か
に
火
を
つ
け
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
は
、学
校
教
育
を
終
え
、社
会
に
出

た
あ
と
も
ず
っ
と
学
び
続
け
て
い
く
存
在
で

す
。基
本
的
な
知
識
な
ど
に
加
え
て
、生
涯

に
わ
た
り
学
び
続
け
る
と
い
う
心
を
育
て
て

い
く
の
が
学
校
教
育
の
責
務
だ
と
思
い
ま

す
。い
ろ
い
ろ
な
国
際
比
較
調
査
や
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
な
ど
を
見
て
も
、や
は

り
な
お
日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
は
そ
の
点
に

課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま

す
。
何
の
た
め
に
こ
の
教
科
を
学
ぶ
の
か
と

い
う
学
び
の
意
義
や
、そ
の
必
要
性
と
い
っ
た

も
の
が
、ま
だ
十
分
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う

気
が
し
ま
す
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
を
、資
質
・
能
力

ベ
ー
ス
で
再
整
理
、再
構
造
化
し
た
こ
と
の

意
義
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
私
な
り
の
理

解
で
申
し
上
げ
れ
ば
、そ
の
一つ
と
し
て
、先

生
方
が
何
を
、ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
く
の

か
と
い
う
、そ
の
意
義
を
改
め
て
明
確
化
し

た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
に
加
え

て
、子
ど
も
た
ち
自
身
に
こ
れ
で
何
を
学
ん

先生方ご自身が「学び続ける存在」であることが一つの重要な点だと考えています。（淵上）

新
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
教
師
像 

│

子
ど
も
の
心
に

い
か
に
火
を
つ
け
る
か
が
重
要

教育ほっとにゅーす
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で
ほ
し
い
の
か
、ど
う
い
う
こ
と
を
身
に
つ
け

て
ほ
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
そ
こ
に
は
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
先
生
方
は
新
し
い
学
習
指
導
要

領
を
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
解
い
て
い
か
れ
る
と

思
い
ま
す
が
、そ
の
中
で
、学
び
に
向
か
う

力
が
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ
く
よ
う
な
仕
掛

け
を
考
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

学
力
の
三
要
素
は
、従
来
は「
知
識
・

理
解
・
技
能
」「
思
考
力
・
表
現
力
・
判
断
力
」

「
関
心・
意
欲・
態
度
」と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は「
関
心
・
意
欲
・

態
度
」に
替
え
て
、も
っ
と
は
っ
き
り
と「
主

体
性
を
も
っ
て
多
様
な
人
々
と
協
働
し
て
学

ぶ
態
度
」が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
非
常
に
大

切
な
こ
と
で
、子
ど
も
た
ち
の「
学
び
に
向
か

う
力
・
人
間
性
」を
教
師
が
ど
う
や
っ
て
育

成
す
る
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、私
は
子
ど
も
た
ち
が

自
立
し
て
主
体
的
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
土

台
づ
く
り
に
大
事
な
こ
と
と
し
て
、各
教
科

ご
と
の「
見
方
・
考
え
方
」を
し
っ
か
り
と
お

さ
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。例
え
ば
理
科
な
ら
理
科
で
、国

語
な
ら
ば
国
語
で
、他
の
教
科
に
は
還
元
で

き
な
い「
も
の
の
見
方
・
考
え
方
」が
あ
る
と

思
い
ま
す
。そ
れ
を
踏
ま
え
た
授
業
づ
く
り

の
た
め
に
、先
ほ
ど
⻆
屋
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
、「
す
べ
」を
教
師
が
も
う
少
し
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

⻆
屋　

子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
学
ぶ
た
め

に
は
、「
学
ぶ
面
白
さ
」、「
知
」を
つ
く
る
面
白

さ
│
「
知
」と
い
う
の
は
技
能
も
含
ん
で
い

る
の
で
す
が
、こ
の「
知
」を
つ
く
る
面
白
さ

を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

　

で
は「
知
」を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
の
は

何
か
と
言
う
と
、や
は
り「
す
べ
」な
の
だ
と

思
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
、子
ど
も
た
ち
に
も
先

生
方
に
も「
す
べ
」を
も
た
せ
る
こ
と
を
し
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。だ
か
ら「
知
」を
つ
く
る

面
白
さ
を
、子
ど
も
た
ち
も
先
生
方
も
実
感

さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。

　

今
、
我
々
は「
知
」を
つ
く
る
面
白
さ
と

し
て
の
学
び
の「
す
べ
」を
出
さ
な
い
と
い
け

な
い
時
代
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

梶
田　

な
る
ほ
ど
。そ
の
た
め
に「
こ
う
い
う

と
こ
ろ
に
も
う
少
し
着
目
し
て
ほ
し
い
」と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

⻆
屋　

例
え
ば
、私
た
ち
は「
問
題
を
見
い

だ
せ
」と
か｢

目
標
を
見
い
だ
せ
」と
よ
く
言

い
ま
す
。し
か
し
、た
だ
そ
う
言
わ
れ
た
だ
け

で
問
題
や
目
標
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
、走
る
の
が
遅
い
子
ど
も
に「
ど
う

す
れ
ば
速
く
走
れ
る
の
か
考
え
な
さ
い
」と

言
っ
た
と
こ
ろ
で
、そ
れ
だ
け
で
は
自
分
の
走

り
方
の
ど
こ
を
変
え
れ
ば
い
い
の
か
は
わ
か

ら
な
い
ん
で
す
ね
。そ
こ
に「
走
る
の
が
速
い

人
の
走
り
方
と
対
比
し
て
考
え
る
」と
い
う

「
す
べ
」を
与
え
る
と
、違
い
に
気
づ
く
わ
け

で
す
。足
の
上
げ
方
が
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

体
の
傾
け
方
を
変
え
る
べ
き
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
っ
た
具
合
で
す
。そ
う
考
え
る
と
、問

題
を
見
い
だ
す
、目
標
を
見
い
だ
す
と
き
に

必
要
な
「
す
べ
」
と
い
う
の
は
、
違
い
に

気
づ
く
力
、比
較
す
る
力
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、満
月
だ
け
見
て

「
こ
の
月
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
」と
言
っ
て
も

何
も
問
題
は
発
生
し
ま
せ
ん
。満
月
と
、五
日

前
の
上
弦
の
月
の
二
つ
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
な
ん
で
形
が
違
う
ん
だ
ろ
う
」「
月

の
形
が
違
う
の
を
ど
う
や
っ
て
説
明
し
た
ら

い
い
の
だ
ろ
う
」と
い
う
よ
う
な
問
題
が
発
見

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
満
月
だ
け
を
見
る
の
で

は
な
く
て
、別
の
も
の
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、問
題
を
発
見
で
き
る
。私
は
こ
れ
が

問
題
発
見
の「
す
べ
」、問
題
を
つ
く
る
た
め

の「
す
べ
」で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

そ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す

ね
。

　

小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
毎
日
、与
え
ら

れ
た
世
界
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

与
え
ら
れ
た
世
界
で
意
識
で
き
る
の
は「
今
」

な
ん
で
す
。「
五
日
前
の
月
は
ど
う
だ
っ
た
」と

い
っ
た
こ
と
を
ど
こ
か
で
発
問
し
て
も
ら
わ
な

い
と
、な
か
な
か「
比
較
」の
視
点
を
も
つ
こ

と
が
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。同
じ
こ
と
は
い
ろ

い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
が
、子
ど
も
た
ち
が
見
て
い
る
も
の

か
ら
少
し
ず
ら
し
た
こ
と
、例
え
ば
ち
ょ
っ
と

前
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
、あ
る
い
は
具
体

物
を
提
示
す
る
、映
像
で
示
す
と
い
っ
た
こ
と

「問題を見いだせ」と言われただけでは、問題や目標を見いだすことはできません。（⻆屋）

新
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
教
師
像 

│

「
す
べ
」を
も
た
せ
る
こ
と
で

子
ど
も
自
身
が
問
題
を
見
い
だ
す
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も
必
要
で
す
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
お

や
？
」「
ど
う
し
て
？
」と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ

て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
心
理
学
の
世
界
で
は「
認
知
的
不

協
和
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。普
段
の
日
常
生

活
の
中
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
捉
え
て
し

ま
い
、「
お
や
？
」と
い
う
気
づ
き
が
な
か
な
か

な
い
わ
け
で
す
。と
こ
ろ
が
そ
こ
に
非
日
常
と

か
、今
こ
こ
で
は
な
い
も
の
を
ポ
ン
と
ぶ
つ
け

る
│
つ
ま
り
、認
識
の
世
界
に
異
質
な
も

の
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
問
い
」が

始
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。心
理
学
で
は
昔
か

ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、こ
れ
が
非
常

に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
が
要
所
要
所
で
、ど
う
や
っ
て
子
ど

も
た
ち
の
中
に
認
知
的
不
協
和
を
つ
く
り
出

し
て
い
く
か
、つ
ま
り「
違
い
」に
着
目
さ
せ

る
か
、あ
る
い
は「
対
比
」と
い
う
頭
の
は
た

ら
か
せ
方
、視
点
の
は
た
ら
か
せ
方
に
も
っ
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
る
の
で

し
ょ
う
ね
。

⻆
屋　

実
は
あ
る
小
学
校
で
は
、ま
ず
先
生

方
に「
す
べ
」を
獲
得
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。

す
る
と
そ
の
後
に
、子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」を

獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
今
は
、

ほ
と
ん
ど
先
生
は
も
の
を
言
わ
な
く
て
い
い
ん

で
す
。授
業
で
は
、子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
か
ら

「
こ
う
い
う
問
題
を
つ
く
ろ
う
」「
こ
ん
な
見
通

し
を
立
て
よ
う
」
と
や
っ
て
い
く
ん
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん「
先
生
が
何
も
言
わ
な
く
て
も
、

子
ど
も
が
自
分
た
ち
で
問
題
を
見
い
だ
し
て

い
く
」と
い
っ
て
も
、本
当
に
全
て
を
子
ど
も

に
任
せ
き
り
に
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
あ
た
か
も
そ
う
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、や
は
り
子
ど
も
た
ち

が「
す
べ
」を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
知
」

を
つ
く
る
面
白
さ
を
味
わ
っ
た
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。

　

そ
の
小
学
校
で
は
４
年
に
わ
た
っ
て
こ
の

取
り
組
み
を
行
い
ま
し
た
が
、こ
の
４
年
間

で
、全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
が

10
ポ
イ
ン
ト
以
上
も
上
が
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ま
た
保
護
者
か
ら
も「
子
ど
も
が『
比
べ
る
と
』

と
か『
こ
れ
と
こ
れ
を
関
係
づ
け
る
と
』と
か

い
っ
た
言
葉
を
使
う
こ
と
が
増
え
た
」と
い
う

声
が
聞
こ
え
て
き
た
ん
で
す
ね
。

　

こ
の
小
学
校
の
例
を
見
る
と
、「
す
べ
」を

体
得
さ
せ
る
│
単
に
与
え
る
の
で
は
な
く

て
、与
え
て
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
人
間
の「
知
」

を
つ
く
る
面
白
さ
、あ
る
い
は
自
分
自
身
を

変
え
て
い
く
面
白
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

梶
田　

か
つ
て「
教
師
は
よ
け
い
な
こ
と
は
言

わ
な
く
て
い
い
。で
き
る
だ
け
子
ど
も
に
任
せ

て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
い
い
」と
い
っ
た
主
張
が

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
で
は
う
ま
く
い

か
な
い
の
で
す
。た
だ
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
、子
ど
も
た
ち
は
右
往
左
往
す
る
だ

け
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
と
き
そ
の
場

で
面
白
い
こ
と
を
つ
ま
み
食
い
す
る
だ
け
に

な
る
の
で
す
。

　
一
方
、先
ほ
ど
角
屋
先
生
が
ご
紹
介
く
だ

さ
っ
た
小
学
校
は
、「
教
師
が
何
も
言
わ
な
く

て
も
子
ど
も
が
動
く
」と
い
う
意
味
で
表
面

的
に
は
似
て
い
ま
す
が
、本
質
は
ま
っ
た
く

違
う
わ
け
で
す
。子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」を

も
ち
、比
較
し
た
り
、
対
比
さ
せ
て
み
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、違
い
を
見
つ
け
た
り
、

同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。だ
か
ら
本
質
的
な

こ
と
を
お
さ
え
な
が
ら
次
々
に
子
ど
も
が
自

分
で
問
題
と
取
り
組
み
、
子
ど
も
な
り
に

発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。こ
れ
は
、た
だ
子
ど
も
に
任
せ
て

お
け
ば
い
い
と
い
う
話
と
は
、１
８
０
度
違
う

わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
小
学
校
の
教
育
現
場

で
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

⻆
屋　

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
小
学
校
の
先
生

は
、教
材
解
釈
に
も
非
常
に
熱
心
に
取
り
組

ま
れ
て
い
ま
す
。例
え
ば
芥
川
龍
之
介
の
作

品
を
授
業
で
使
っ
た
ら
、子
ど
も
た
ち
に
夏

目
漱
石
も
紹
介
す
る
。そ
こ
で
比
較
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、芥
川
作
品
に
つ
い
て
の
解
釈

が
非
常
に
深
ま
る
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
そ

う
い
っ
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
背
景
に
は
先

生
方
の
努
力
が
あ
り
ま
す
。も
の
す
ご
く
勉

強
量
が
違
い
ま
す
。本
当
に
も
う
頭
が
下
が

る
ぐ
ら
い
に
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
読
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
。全
て
の
先
生
に
そ
れ
を
求
め
る
の

は
現
実
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、い

ず
れ
に
し
て
も
、先
生
方
も「
こ
の
教
材
と
あ

の
作
品
を
対
比
さ
せ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
」

「違い」に着目させたり「対比」の視点をもたせたりすることことが大切ですね。（梶田）

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
教
師
像 

│

全
て
の
子
ど
も
が
考
え
る

き
っ
か
け
を
も
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
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な
ど
と
発
想
で
き
る「
す
べ
」を
獲
得
し
、そ

れ
に
よ
っ
て
教
材
の
研
究
の
仕
方
も
変
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
入
っ
た
の

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、こ
う
い
っ
た
こ
と
の
大
切
さ
は
、実

は
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
ん

で
す
ね
。
例
え
ば
か
つ
て
は
学
校
に
も「
宿

直
」が
あ
っ
て
、先
生
が
交
代
で
学
校
に
泊
ま

っ
た
わ
け
で
す
が
、そ
う
い
っ
た
と
き
に
先
輩

の
先
生
が
後
輩
の
先
生
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え

て
い
た
わ
け
で
す
。
今
は
宿
直
の
制
度
が
な

く
な
り
、か
つ
て
は
そ
う
や
っ
て
大
切
な
こ
と

が
先
輩
か
ら
後
輩
へ
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
先
生
す
ら
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
い
ま
す
。社
会
も
変
化
し
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
が
、問
題

な
の
は
そ
う
い
っ
た
変
化
に
仕
組
み
が
追
い

つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。現
場
の
状

況
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
、大
学
の
教
員
養
成

課
程
は
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら

若
い
先
生
方
が「
す
べ
」の
大
切
さ
や
、教
材

研
究
、授
業
研
究
の
仕
方
を
な
か
な
か
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

淵
上　

子
ど
も
た
ち
の
学
び
に
お
い
て
、基

礎
的
な
理
解
が
ベ
ー
ス
に
な
る
こ
と
を
お
ろ

そ
か
に
は
で
き
ま
せ
ん
が
、そ
の
一
方
で
、未

知
の
課
題
に
出
合
っ
た
と
き
に
、物
事
を
ど

う
捉
え
、考
え
て
い
く
の
か
│
と
い
う
こ

と
も
大
切
な
わ
け
で
す
。我
々
も
社
会
に
出

て
か
ら
日
常
的
に
未
知
の
課
題
を
突
き
つ
け

ら
れ
、そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

日
夜
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。で
す
か
ら
、人

は
ど
う
す
れ
ば
問
題
を
捉
え
て
、そ
の
こ
と

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、ま
た
、ど
う

す
れ
ば
も
の
を
考
え
た
こ
と
に
な
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
、非
常
に
大
き
な
課
題
で
あ
ろ

う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、私
の
願
い
は
、授
業
の
中

で
先
生
が「
こ
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
」と
投
げ
か
け
た
と
き
に
、ど
の
子
も
、な

に
が
し
か
考
え
る
き
っ
か
け
を
も
つ
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。

　

⻆
屋
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る「
す
べ
」

に
関
連
し
ま
す
と
、新
学
習
指
導
要
領
解
説

で
は
、総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
中
に
、「
考

え
る
た
め
の
技
法
」と
い
う
も
の
を
10
項
目

挙
げ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
各
教
科
等
の
構
造

を
か
な
り
精
緻
に
分
析
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
教

科
等
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
考
え
方
の

よ
う
な
も
の
を
取
り
出
し
な
が
ら
、ま
ず
は

今
回
、「
順
序
づ
け
る
」「
比
較
す
る
」「
分
類

す
る
」「
関
連
づ
け
る
」な
ど
の
10
項
目
に
整

理
し
た
も
の
で
す
。

　

昨
今「
働
き
方
改
革
」が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
ど
ん
な「
す
べ
」が
必
要
な
の
か
、

先
生
方
一
人
ひ
と
り
に
全
て
お
任
せ
す
る
の

で
は
大
変
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。文

部
科
学
省
と
し
て
も
、こ
う
い
っ
た
材
料
を

提
示
す
る
こ
と
で
、先
生
方
の
負
担
を
い
く

ら
か
軽
減
し
、そ
の
分
、研け

ん

鑽さ
ん

の
質
を
よ
り

高
い
も
の
に
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日本の教育界がもつ伝統を振り返ることで
「教師力」の再興を

　実は日本の教育界には、⻆屋先生がおっしゃる「すべ」のようなものを大
事にし、積み重ね、先輩から後輩に伝えるという伝統がありました。例え
ば、「揺さぶり」が大切だという考え方などもそうです。揺さぶり発問とい
うのは子どもたちに違和感をもたせることですから、まさに「違い」をぶつ
ける発問です。教材提示でも、子どもたちを揺さぶる教材提示の仕方を先
輩の先生が後輩の先生に伝え、それを各教科の授業に生かす、ということ
をよくしていました。
　今、教師の力について、時代の要請に応えていないのではないかという
指摘があります。教師の力に対する信頼や期待が薄らいでいるようにも感
じます。しかし、今回の鼎談でお二人もおっしゃっているとおり、これから
は教師の力の重要性はますます高まっていくでしょう。そういった中で「教
師力の再興」のためには、今回話題になっていたような日本の今までの伝
統的な授業研究、あるいは授業実践を先輩から後輩へ伝えていくという、
まさに「すべの蓄積」の大切さをもう一度見直すべきではないでしょうか。

カジタは
カンジタ！

未知の課題に出合ったときにも対応していける力をもつことが大事だと思います。（淵上）
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