
　
２
０
２
０（
令
和
２
）年
度
か
ら
実
施
さ

れ
る
学
習
指
導
要
領
で
は
、育
む
べ
き
学
力

の
３
要
素
の
一
つ
と
し
て
、「
思
考
力・判
断

力・表
現
力
」が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
力
は
、こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お

い
て
特
に
必
要
に
な
る
力
と
し
て
、社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
も
そ
の
重
要
性
が
繰

り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、ど

う
す
れ
ば
そ
の「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
」を
育
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、あ
る
い
は

「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」と
は
そ
も

そ
も
何
な
の
か
と
いっ
た
こ
と
が
、い
ま
一つ

は
っ
き
り
し
な
い
、ど
う
取
り
組
ん
で
い
け

ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
─
と
いっ
た
声

を
よ
く
聞
き
ま
す
。

　
例
え
ば
算
数
の
計
算
問
題
を
解
き
、

解
答
す
る
場
合
で
も
子
ど
も
た
ち
は「
考

え
、判
断
し
、表
現
す
る
」わ
け
で
す
か
ら
、

「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」を
使
っ
て

い
る
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
、か
も
し
れ

ま
せ
ん
。そ
う
いっ
た
力
で
あ
れ
ば
こ
れ
ま

で
の
教
育
の
中
で
も
育
ま
れ
て
き
ま
し
た

し
、従
来
の
よ
う
な
学
習
方
法
や
授
業
で

も
培
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
私
は
、こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
と
な
る

「
思
考
力・判
断
力・表
現
力
」と
は
、

初
め
て
出
合
う
問
題
や
課
題
に
対
し

て
、こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
・
学
ん

だ
こ
と
や
、周
囲
の
人
々
の
意
見
な
ど
と

関
係
付
け
た
り
、比
較
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、そ
の
解
決
方
法
を
見
つ
け

出
す
力

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術

が
急
速
に
発
達
す
る
社
会
で
は
、こ
れ
ま

で
の
成
功
体
験
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
問
題・課
題
に
直
面
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。そ
の
と
き
に
、誰
か
が
対
処

方
法
を
教
え
て
く
れ
る
の
を
た
だ
待
つ
の

で
は
な
く
、自
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
の

で
き
る
力
を
子
ど
も
た
ち
に
獲
得
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　
私
は
こ
の
力
を「
す
べ
」と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　「
す
べ
」と
は
、漢
字
で
書
け
ば「
術
」で
す

が
、私
は
あ
え
て
ひ
ら
が
な
で「
す
べ
」と

表
記
し
て
い
ま
す
。「
術
」に
は
、「
学
習
術
」

「
交
渉
術
」の
よ
う
に
、「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。法

則
化
さ
れ
た
一つ
の「
術
」を
身
に
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
何
か
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

─
と
いっ
た
意
味
で
す
。

子どもたちが「自分で考えられない」のは、
考えるための「すべ」を
獲得させていないから

「
す
べ
」と
は
未
知
の
問
題
に

子
ど
も
が
自
ら
取
り
組
め
る
力

新学習指導要領の全面実施を前に
子どもたちの「思考力・判断力・表現力」を
育むには何が必要なのかを明らかにする
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日本体育大学大学院
教育学研究科長　

⻆屋重樹 

来年度から実施される学習指導要領で示された「学力の3要素」の
一つ「思考力・判断力・表現力」。その重要性は
誰もが納得するものの、どうすれば育むことができるのか、
そもそもこの３つの力とは何なのか……。

「
す
べ
」は

「
教
え
る
」も
の
で
は
な
い

教育リサーチ

思考力・判
断力・

表現力の育
成
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し
か
し
、「
す
べ
」と
は
、そ
う
い
っ
た
法

則
化
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
関

係
付
け
る
」「
比
較
す
る
」と
いっ
た
用
語
を

使
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が（
詳
細
は
後
述
）、

そ
れ
が
必
ず
必
要
な
手
順
や
方
法
と
いっ

た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。で
す
か
ら
、「
す

べ
」を
子
ど
も
た
ち
に「
教
え
る
」こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。「
す
べ
」と
は
子
ど
も
た
ち

自
身
が「
獲
得
」す
る
も
の
な
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
、正
解
が
一
つ
の
も
の
は
子
ど

も
た
ち
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。あ
る

い
は
、あ
る
決
ま
っ
た
方
法
や
手
順
に
つ
い

て
も
教
え
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、い
ま
ま
で

出
合
っ
た
こ
と
の
な
い
問
題
、解
き
方
を
教

え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
問
題
に
出
合
っ
た
と

き
に
解
く
方
法
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。「
ど
ん
な
未
知
の
問
題
に
も
対
処
で

き
る
方
法
」は
な
い
か
ら
で
す
。

　
私
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
で
き
る

こ
と
は
、未
知
の
問
題
に
対
し
て
ど
う
取
り

組
ん
で
い
く
か
を
子
ど
も
た
ち
自
身
が
見
つ

け
る
…
…
つ
ま
り
獲
得
す
る
の
を
手
助
け

す
る
こ
と
な
の
で
す
。

　
教
師
が
教
え
る
こ
と
な
く
し
て
子
ど
も

た
ち
自
身
の
力
で
身
に
つ
け
る
こ
と
が
本
当

に
で
き
る
の
か

─
と
いっ
た
指
摘
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
実
は
こ
の「
す
べ
」と
は
、人
間
が
も
と
も

と
も
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。私
た
ち
は

生
き
て
い
く
う
え
で
出
合
う
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
対
し
、「
あ
の
と
き
こ
う
だ
っ
た
か

ら
、き
っ
と
こ
れ
も
こ
う
だ
ろ
う
」「
今
回
は

前
回
と
違
う
か
ら
、も
っ
と
〇
〇
し
た
ほ
う

が
い
い
か
も
し
れ
な
い
」な
ど
と
自
分
で
考

え
、行
動
し
て
い
ま
す
。日
常
生
活
レ
ベ
ル

で
私
た
ち
は
無
意
識
の
う
ち
に「
す
べ
」を

使
っ
て
い
る
の
で
す
。学
習
課
題
や
、よ
り

高
度
な
社
会
生
活
上
の
課
題
の
解
決
の
た

め
に
必
要
な「
す
べ
」も
、本
質
的
に
は
こ
の

「
す
べ
」と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
そ
う
いっ
た

問
題
に
対
処
す
る
と
き
に
は「
一つ
の
正
解
」

「
過
去
の
成
功
体
験
に
基
づ
い
た
対
処
法
」

と
いっ
た
こ
と
を
念
頭
に
取
り
組
む
習
慣
が

つ
い
て
い
ま
し
た
し
、教
育
も
同
じ
で
し
た
。

こ
の
状
況
を
見
直
し
、学
習
課
題
な
ど
に
対

し
て
も
子
ど
も
た
ち
が
意
識
的
に「
す
べ
」

を
使
う
姿
勢
を
つ
く
る
こ
と
が
、子
ど
も

た
ち
に「
す
べ
」を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
だ
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
よ
く
、「
す
べ
」と「
ス
キ
ル
」は
ど
う
違
う

の
か
と
い
っ
た
質
問
を
受
け
ま
す
。私
も

以
前
は
ス
キ
ル
と
い
う
表
現
も
考
え
て
い

ま
し
た
が
、い
ろ
い
ろ
な
方
と
話
す
う
ち
、

「
ス
キ
ル
」と
い
う
言
葉
に
は
学
習
や
練
習

を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
で
き
る

技
能
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。私
が
考
え
て
い
る

意
味
と
は
異
な
り
ま
す
。そ
こ
で「
ス
キ
ル
」

で
は
な
く「
す
べ
」と
表
現
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　「
す
べ
」は
教
え
る
も
の
で
は
な
い
…
…

と
は
言
う
も
の
の
、た
だ
子
ど
も
た
ち
に

任
せ
る
こ
と
で
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」に
気
づ

く
状
況
を
教
師
が
つ
く
って
あ
げ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」を
獲

得
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、教
師
が「
〇
〇
に

つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
」と
投
げ
か
け
た
だ

け
で
は
、子
ど
も
た
ち
は
、何
を
ど
う
考
え

れ
ば
い
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
私
は
子
ど
も
た
ち
が
獲
得
す
べ
き「
す

べ
」に
つ
い
て
、思
考
の「
す
べ
」、判
断
の

「
す
べ
」、表
現
の「
す
べ
」の
３
つ
に
分
け
て

考
え
、そ
れ
ぞ
れ
の
柱
を
立
て
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
れ
ら
の
分
類
や
柱
は
あ
く
ま
で
も

目
安
で
あ
り
、こ
れ
ら
を
子
ど
も
た
ち
に

教
え
れ
ば
い
い
と
か
、こ
れ
ら
以
外
に
は
な

い
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

すべ

正解が一つの問題の解決法

既存の公式や手法が
使える問題の解決法

未知の問題に出合ったときに
自ら解決法を見つける力

教えることができるが、そのままでは、
他の新たな問題の解決には使えない。

教えることはできないが、
子どもたちが獲得するための
はたらきかけはすることができる。

無
意
識
に
使
っ
て
い
た｢

す
べ｣

を

意
識
的
に
使
え
る
よ
う
に
す
る

教
師
は
、
子
ど
も
た
ち
が

「
す
べ
」に
気
づ
く
授
業
を
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《
思
考
の「
す
べ
」》

　
思
考
の「
す
べ
」の
柱
は
、「
比
較
」と

「
関
係
付
け
」で
す
。

　
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、た
だ
漠
然

と
考
え
て
も
何
も
浮
か
び
ま
せ
ん
。考
え
る

対
象
に
つ
い
て
何
か
と「
比
較
」し
て
み
る

こ
と
で
、そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か

が
見
え
は
じ
め
ま
す
。す
で
に
も
っ
て
い
る

知
識
と
関
係
付
け
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

例
え
ば
予
想
を
た
て
る
場
合
は
、対
象
と

な
る
も
の
や
問
題
と
、す
で
に
知
識
を
も
っ

て
い
る
も
の
や
問
題
と
を
比
較
し
、同
じ

部
分
、異
な
る
部
分
を
根
拠
と
し
て
考
え
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問題解決過程 理科の授業の例 すべ

問題を見いだし、
学習問題を設定する

校庭と砂場の雨上がりの様子
の違いに気づき、何が関係し
ているのかを話し合う。

子どもが現象の違いに気づき（思
考）、それをもとに学習問題を設
定する。

▼

見通しを発想する

土の様子の違いから、水のし
みこみ方の違いは土の粒の大
きさの違いが関係していそう
だと予想する。

子どもが現象の違いと要因とを
関係付け（思考）、問題となる事
象を説明する予想・仮説などを
発想する。

▼

解決方法を発想する 実験方法を考える。
子どもが現象の違いを観察の視
点と関係付け（思考）、解決方法を
発想する。

▼

解決方法を実行し、
実行結果を整理する 実験を行い、結果をまとめる。

子どもが観察・実験結果を、問
題や見通しと関係付け、整理（判
断）し、表現する。

▼

実行結果について
考察する

水のしみこみ方は土の粒の大
きさに関係し、粒が大きいほ
どしみこみやすい。

子どもが問題や見通しと観察・
実験結果を関係付けて（思考・
判断）、その要因を決定する。

▼

問題解決過程を
振り返る

はじめの問題と考察の結果を
振り返る。

子どもが問題や見通しをもとに、
観察・実験結果を整理し、表現（判
断・表現）する。

理科の授業の問題解決過程の例と「すべ」

子
ど
も
の
発
言
か
ら
、「
使
え
る
話
形
」を
拾
い
、

共
通
の
言
語
に
す
る

　東
菅
小
学
校
で
は
、子
ど
も
た
ち
に「
す
べ
」を
獲
得
さ
せ
る

た
め
に
、さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　例
え
ば
そ
の
一
つ
が「
話
形
」の
共
有
で
す
。

　あ
る
新
し
い
問
題
に
つ
い
て
、そ
の
解
決
方
法
を
子
ど
も
た

ち
が
話
し
合
う
と
き
、単
に「
〇
〇
し
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
だ
け
で
は
、た
と
え
そ
れ
が「
正
解
」で
あ
っ
た
と
し
て
も
、根
拠
が
示
さ
れ
て

お
ら
ず
不
十
分
で
す
。そ
こ
で「
ど
う
し
て
そ
う
考
え
た
ん
だ
ろ
う
」と
投
げ
か
け
る

と
、「
だ
っ
て
、前
に
や
っ
た
あ
の
問
題
が
…
…
」な
ど
と
話
し
ま
す
。こ
の「
だ
っ
て
」を

と
り
あ
げ
、「
お
っ
、『
だ
っ
て
』っ
て
い
う
言
葉
を
使
う
と
わ
か
り
や
す
く
な
る
な
」と

整
理
。「
だ
っ
て
」の
カ
ー
ド
を
つ
く
り
、子
ど
も
た
ち
が
意
識
し
や
す
い
よ
う
に
黒
板

近
く
に
貼
っ
て
お
き
ま
す
。

　こ
の
よ
う
に
し
て
、子
ど
も
た
ち
の
中
か
ら
出
て
き
た
、「
思
考・判
断・表
現
」の
た
め

に
使
い
や
す
い
言
葉
を
掲
示
し
、そ
れ
ら
の
言
葉
を
意
識
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　た
だ
し
そ
の
目
的
は
、こ
れ
ら
の
言
葉
や
表
現
を
子
ど
も
た
ち
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
う
い
っ
た
言
葉
を
使
う
と
、考
え
た
り
、判
断
し
た
り
、表
現
し
た

り
し
や
す
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
─
つ
ま
り「
す
べ
」を
獲
得
さ
せ
て
い
く
た
め
で
す
。

子
ど
も
た
ち
が「
す
べ
」を
獲
得
す
る

授
業
の
実
際

―
―
神
奈
川
県
川
崎
市
立

　
　東ひ

が
し

菅す
げ

小
学
校
の
取
り
組
み
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《
判
断
の「
す
べ
」》

　
思
考
を
行
う
と
き
に
は
、方
向
付
け
も

必
要
で
す
。方
向
付
け
が
な
い
ま
ま
思
考

し
て
も
考
え
が
拡
散
す
る
だ
け
で
す
。思

考
の
方
向
付
け
と
は
、目
的
や
見
通
し
を

明
確
に
し
た
う
え
で
、思
考
の
方
法（
実
行

計
画
）や
、思
考
の
結
果
の
中
か
ら
適
切
な

も
の
を
選
択
す
る
こ
と
で
す
。

　
よ
く
、も
の
ご
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に

見
当
違
い
の
方
向
に
走
っ
て
し
ま
い
思
考

が
混
乱
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は

判
断
の「
す
べ
」が
う
ま
く
使
え
て
い
な
い

た
め
で
す
。

《
表
現
の「
す
べ
」》

　
問
題
に
つ
い
て
思
考
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
結
果
を「
表
現
」し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。し
か
し
こ
れ
も
、ど
ん
な
形
で
も

い
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。一つ
に

は
、目
的
や
見
通
し
の
結
果
と
し
て
適
切

な
内
容
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

表
現
の
手
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。込
み

入
っ
た
内
容
に
つ
い
て
長
々
と
文
章
だ
け
で

説
明
し
た
の
で
は
わ
か
り
に
く
く
、目
的

に
か
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。図
や

表
を
併
用
す
る
、文
章
に
小
見
出
し
を
つ

け
る
、口
頭
で
説
明
す
る
の
な
ら
ば
い
く
つ

の
こ
と
を
言
う
の
か
を
あ
ら
か
じ
め
提
示

す
る
─
な
ど
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。こ
れ
が
表
現
の「
す
べ
」で
す
。

　
で
は
、こ
れ
ら
の「
す
べ
」を
子
ど
も
た
ち

に
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
、子
ど
も
た
ち
の
問
題
解
決
過
程

を
意
識
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
授
業
で
す
。

　
教
師
が
問
題
と
解
決
方
法
、解
答
を
提

示
す
る
授
業
で
は
、子
ど
も
は
問
題
解
決

を
行
っ
て
お
ら
ず
、「
す
べ
」を
獲
得
で
き
て

い
ま
せ
ん
。「
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
考
え
て

み
よ
う
」と
投
げ
か
け
て
い
た
と
し
て
も
、

実
は
表
面
的
に
投
げ
か
け
て
い
る
の
に
す

ぎ
ず
、一
方
的
に
考
え
さ
せ
る
だ
け
だ
っ
た

り
、正
解
に
た
ど
り
着
く「
考
え
方
」だ
け
を

探
さ
せ
る
授
業
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

　
前
ペ
ー
ジ
の
表
は
、子
ど
も
の
問
題
解
決

過
程
と
、そ
こ
で
獲
得
で
き
る「
す
べ
」と
を

整
理
し
た
も
の
で
す
。子
ど
も
た
ち
自
身

が
こ
の
問
題
解
決
過
程
を
踏
ん
で
い
く
こ
と

こ
そ
が「
思
考・判
断・表
現
」な
の
で
す
。

「
す
べ
」の
獲
得
と
は
、定
型
の
も
の
を
覚
え
る
こ
と
で
は
な
い

　し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
決
ま
っ
た「
定
型
」が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。繰
り
返
し
使
っ
て
い
る
う
ち
に「
こ
れ
と
こ
れ
は

同
じ
こ
と
だ
ね
」と
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
り
し
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
言
葉
が
子
ど
も
た
ち
の
中
に
定
着
す
る
と
、子
ど
も
た
ち
は
教
師
が
促
し

た
り
、誘
導
し
た
り
し
な
く
て
も
、未
知
の
問
題
に
対
し
て
も
自
分
で
そ
の
解
決
方
法

を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

子どもたちから出てきた言葉で、思考・判断・表現のために使い
やすい言葉を、黒板の近くなどに掲示している東菅小学校。

「
問
題
解
決
過
程
」で

子
ど
も
は｢

す
べ｣

を
獲
得
す
る

⻆屋重樹先生の「すべ」についてのさらに詳しい
解説と、子どもたちに「すべ」を獲得させる授業の
先進校として注目されている川崎市立東菅小学校
の取り組みが、文溪堂より書籍になります。
詳しくは文溪堂ホームページをご覧ください。
http://www.bunkei.co.jp/

書籍化
決定！
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