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１ 今 な ぜ 、 知 識 を 問 わ な け れ ば な ら な い の か
本 発 表 で は 、無 藤（ 2016:31）が 主 張 す る「 授 業 は プ ロ セ ス な の で 、授 業 も ⼦ ど も の

学 習 も リ ニ ア な の で あ る 。順 番 に や る し か な い 。こ れ が ⼈ 間 の 特 徴 だ。」と い う 枠 組 み
を 、教 師 が ⽣ 徒 の 発 達 に 着 ⽬ し た 経 験 的 な 学 び へ と 拡 張 さ せ る こ と に つ い て 述 べ る 。本
発 表 で 筆 者 が 主 張 す る 拡 張 の 枠 組 は 、 教 師 が 意 識 的 に ⽣ 徒 を ア セ ス メ ン ト す る こ と を
気 づ か せ る も の で あ る 。例 え ば 、⽣ 徒 を 画 ⼀ 的・強 制 的 に ス タ ー ト ラ イ ン に 並 ば せ て い
な い こ と 、⽣ 徒 の ワ ク ワ ク す る こ と 、こ れ な ら で き そ う だ か ら 、ま た は ⾃ 分 の 将 来 に 関
係 し そ う だ か ら や っ て み よ う な ど の ⽣ 徒 の ⽂ 脈 に 沿 っ て 学 習 が 始 ま る こ と 、 ⽣ 徒 同 ⼠
の 対 話 を 繰 り 返 す こ と を 助 ⻑ す る な ど の 特 徴 を も っ て い る 。こ の よ う な 、⽣ 徒 が 授 業 を
は じ め と す る 教 育 活 動 に 対 し て ⼗ 全 に ア ク セ ス で き る 環 境 こ そ が 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ
イ ン 、 す な わ ち 、 障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、「 使 う ⼈ の 側 に ⽴ っ て デ ザ イ ン す る 発 想 」
（ 阿 部 ,2017:9） と し て の 「 学 ぶ 側 の ⽴ 場 」 に た っ た 視 座 で あ る 。 つ ま り 、 こ の よ う に
学 校 と 社 会 の つ な が り を 捉 え 直 し て 、学 校 全 体 で 授 業 を 創 っ て い く と い う 、「 学 ぶ こ と
の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 」を も と に 据 え 、学 校 が 地 域 や 社 会 、世 界 と の 接 点 を 持 ち つ つ 、
多 様 な ⼈ 々 と つ な が り な が ら 学 ぶ と い う 学 校 づ く り に つ い て ⾒ て い く 。

２ 学 校 と 社 会 を つ な げ る こ と と は
⽣ 徒 の ⽇ 常 の “あ れ っ ？ ”は 、教 科 書 の 中 に は な い 現 実 に 存 在 す る “真 正（ Authentic）” 

な 疑 問 で あ る 。こ の “真 正 ”な 疑 問 に 対 す る 解 決 の 過 程 は 、学 校 で の 学 習 の 断 ⽚ 的 な 知 識
と 実 際 に ⽣ 活 や 社 会 で 直 ⾯ す る 状 況 に 即 し た 学 び（ ⽯ 井 ,2015）の 結 合 と い え よ う 。そ
の 結 合 が 、た と え 間 違 っ た 発 ⾔ や 失 敗 し た こ と で あ っ て も よ く 、こ こ か ら 考 え る こ と の
意 味 を ⾒ 出 し 、⾃ 分 の 意 ⾒ が 他 者 や 社 会 で 受 け ⼊ れ ら れ 、「 社 会 的 、⽂ 化 的 な ミ ー テ ィ
ン グ ポ イ ン ト 」（ ア ー ル ベ リ エ ル ,2019:87） と し て 、 学 校 が 社 会 を 構 成 す る 異 な る 個 ⼈
が 集 ま る 空 間 と し て 機 能 す れ ば よ い 。 こ の よ う な 空 間 で 教 師 と ⽣ 徒 が ⼒ を 合 わ せ て 探
求 す る 過 程 で は 、⾃ 分 だ け で 、ま た は 他 者 と「 ⼒ 」を 合 わ せ て 探 求 す る わ け だ が 、そ の
過 程 で 意 ⾒ 衝 突（ ⽴ 場 の 違 い・⽅ 向 性 の 違 い・主 張 の 違 い な ど ）な ど が 起 こ る 。こ の 過
程 こ そ が 、教 師 と ⽣ 徒 が「 協 同 的 な 学 び 」を 実 現 す る 過 程 で あ り 、教 師 も ⽣ 徒 も 何 で も
．．．．．「 居 ⼼ 地 の よ い ク ラ ス 」づ く り そ の も の な の で あ る 。こ の「 居 ⼼ 地 の よ い クい い 合 え る

ラ ス 」が 基 盤 に あ れ ば 、学 校 で 学 ん だ 知 識・技 能 や 学 校 内 外 で 経 験 し た こ と や疑 問 に 思
っ た こ と を 教 師 と ⽣ 徒 が ⼀ 緒 に な っ て 、つ な ぎ 合 わ せ 、当該の問 題 を 解 決 し 、その解決によ
り、新 し い も の に 気 づ き 、 さ ら に 関 連 し た 新 た な 問 題 に 挑 戦 し て い く と い う 主 体 的 な 思
考 ⼒ ・ 判 断 ⼒ ・ 表 現 ⼒ の 表 出 が 容 易 に な ろ う 。

３ 知 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 教 育 の 視 座 か ら 考 え る
戦 後 の ⽇ 本 の 学 習 指 導 要 領 は 国 内 の 各 学 校 の 教 育 の 質 を 確 保 す る た め 、 学 校 教 育 法

や ⽂ 部 科 学 省 の 規 則 な ど 、学 校 の 教 育 課 程 に 関 し て の 基 準 の ⼀ つ と し て 存 在 し て い る 。
授 業 で 使 ⽤ さ れ る 教 科 書 を １ 年 間 で 、 ど の よ う に “こ な す ”の か と い う 年 間 指 導 計 画 が
作 成 さ れ 授 業 展 開 が さ れ る 。教 科 書 を “こ な す ”意 識 は 、授 業 の  1 単 位 時 間 を ど う や っ て 
“成 ⽴ さ せ る か ”に 変 化 し 、教 師 が 考 え る 正 解 を ⽣ 徒 に 押 し つ け る “教 え 込 む ”傾 向 が 強 く
な る 。こ の “こ な す ”か ら “教 え 込 む ”へ の 意 識 の 変 化 は 、“こ れ だ け は 何 と し て も 教 え る ” 
と い う 意 識 に な り 、 教 科 の ⽬ 的 や 単 元 間 の 関 連 性 を 取 り 扱 う 時 間 を 確 保 す る こ と を 気



に か け な く な る 。こ の 教 師 の 意 識 は 、⼤ 学 受 験 の ク リ ア に 向 け て、個 性 を 伸 ばす こ と よ
り 、⽬ 先 の テ ス ト に 向 け て 教 師 ⽤ の 指 導 書 に 書 か れ て い る 教 え ⽅ に 駆 り ⽴ て 、 「 他 の ⼈
が 考 え つ か な い よ うな創 造 性 よ り も 、他 の ⼈ が 考 え た 知 識 の 丸 暗 記 が 強 調 さ れ 、 （ 中
略 ） い か に 速 く 正 解 に た ど り 着 く か の 競 争 」（ 川 崎 ,2019:12） を 招 い て い る 。

こ の よ う な 様 相 の 中 で 中 央 教 育 審 議 会 は 、「 何 を 知 っ て い る か 」で は な く 、「 何 の た め
に 学 ぶ の か 」と い う こ と こ そ が 重 要 だ と い う 考 え に ⽴ っ て 、知 識・技 能 、思 考 ⼒・判 断
⼒・表 現 ⼒ 等 、そ し て 学 び に 向 か う ⼒ や ⼈ 間 性 な ど の ⽣ き る ⼒ を 総 合 的 に 育 ん で い く 必
要 が あ る と し た 。 ⾼ 等 学 校 学 習 指 導 要 領 に は 、 各 学 校 に お い て 指 導 す べ き 中 核 的 な 事
項 、各 教 科 等 で 育 む 資 質・能 ⼒ を 明 確 化 し 、⽬ 標 や 内 容 を 構 造 的 に ⽰ す こ と で 、教 科 指
導 に お け る 教 師 の ⾃ 発 的 な 創 意 ⼯ 夫 を 求 め た 。同 時 に ⽣ 徒 の「 主 体 的・対 話 的 で 深 い 学
び 」 の 実 現 に 向 け た 授 業 改 善 が 伴 っ た 、 教 師 の 特 ⾊ あ る 教 育 活 動 を 求 め て い る 。

筆 者 は 聾 学 校 で 担 当 し た 授 業 や 特 別 活 動 な ど に お い て 、 ⽣ 徒 が 家 庭 内 や 登 下 校 時 に
感 じ た “あ れ っ ？ ”と 感 じ た 疑 問 を 拾 い 上 げ 、そ れ を ⼀ 緒 に 探 求（ 確 認 ）す る 教 育 実 践 を
し た 。こ の 時 の ⽣ 徒 た ち の イ キ イ キ と し た 表 情 は 忘 れ ら れ な い 。こ の 授 業 過 程 は 、⽣ 徒
の “つ ぶ や き ”を も と に 教 師 と そ の ⽣ 徒 、複 数 の ⽣ 徒 が 共 に 考 え を つ な げ 、⾃ 分 の 意 ⾒ が
他 の ⽣ 徒 に 認 め ら れ た 経 験 の 実 感 、そ し て「 承 認 」さ れ る 過 程 で あ る 。つ ま り 、⽣ 徒 の 
“思 い つ き ”や “つ ぶ や き ”を 聴 き な が ら 、教 師 は ⽣ 徒 と ⼀ 緒 に 探 求 す る こ と を 通 じ て 、⽣
徒 の 思 考 や 知 識 、 ⽣ 活 の 状 態 を “値 踏 み ”で は な い 、 実 態 把 握 が 可 能 に な る の で あ ろ う 。

⽣ 徒 の 状 態（ 発 達 ）に 応 じ て 、戻 っ た り 、シ ョ ー ト カ ッ ト し て 先 に 進 ん だ り 、他 の 教
科 の 関 係 性 か ら 理 解 を 促 し た り 、 ⽇ 常 ⽣ 活 や 地 域 の 課 題 の 解 決 策 か ら 教 科 と の 関 連 を
考 え た り 、⽴ ち ⽌ ま っ て 考 え た り 、繰 り 返 し て 定 着 を 促 す な ど の ⾃ 由 度 が ⼤ き い 授 業 が
可 能 に な る 。 つ ま り 、 学 校 全 体 で 社 会 と つ な が る 授 業 を 創 っ て い く こ と こ と こ そ が 、
「 学 ぶ こ と の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 」を 考 え る こ と で あ り 、そ れ に よ り 、⽣ 徒 が 多 様 な
⼈ 々 が つ な が り な が ら 学 ぶ 学 校 づ く り を 可 能 に な ら し め る こ と に な る の で あ ろ う 。
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