
４．特集：遠隔授業の将来に向けた提言と課題 

学習材のブリコラージュからディープラーニングへ： 

ICAP フレームワークからの示唆 

 

児童学科  横山  草介  

 

１ ．  ON-LINE リ ソ ー ス と OFF-LINE リ ソ ー ス の ブ リ コ ラ ー ジ ュ  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 世 界 的 な 流 行 が 教 育 の あ り 方 に 猶 予 の な い 転 換 を 迫 っ た 事 実 は

方 々 の 指 摘 を 待 つ ま で も な い 。 た だ 、 猶 予 の な い 転 換 を 迫 ら れ た と 言 っ て も 、 た と え ば 「 遠 隔

授 業 」 を 可 能 に す る テ ク ノ ロ ジ ー が 我 々 の 手 近 に 無 か っ た わ け で は な い 。 そ れ ら は 利 用 可 能 な

リ ソ ー ス と し て 手 近 に あ っ た が「 使 わ れ て い な か っ た 」、あ る い は「 気 づ か れ て い な か っ た 」と

い っ た 方 が 適 切 で あ ろ う 。 こ の 意 味 に お い て 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 行 は 教 育 の 担 い 手

に こ れ ら の リ ソ ー ス の 「 発 見 」 と 「 使 用 」 と を 猶 予 な く 迫 っ た と い う こ と に な ろ う 。 以 降 、 利

用 可 能 な O n- l ine リ ソ ー ス と Of f - l ine リ ソ ー ス と を 如 何 に ブ リ コ ラ ー ジ ュ し 、教 育 者 を 主 体 と

す る 教 育 活 動 と 、 そ の 先 に 見 据 え ら れ る 学 習 者 を 主 体 と す る 学 習 活 動 を 支 え て い く か 、 と い う

実 践 的 な 課 題 が 探 究 さ れ て き た こ と に な る 。と は い え 、利 用 可 能 な On- l ine リ ソ ー ス と O f f - l in e

リ ソ ー ス の ブ リ コ ラ ー ジ ュ の 可 能 性 は 際 限 な い 。 し た が っ て 、 こ こ で ブ リ コ ラ ー ジ ュ の 仕 方 に

つ い て の 適 切 、不 適 切 を 論 じ て も あ ま り 実 り あ る も の と は な ら な い だ ろ う 。そ こ で 以 下 で は Ch i ,  

M .  &  Wyl i e ,  R .（ 2014） に よ っ て 提 唱 さ れ た I CAP Fr amew ork と い う 考 え 方 を 概 説 し 、 利 用 可

能 な On - l in e リ ソ ー ス と O f f - l i n e リ ソ ー ス の ブ リ コ ラ ー ジ ュ が 学 習 者 の 深 い 学 び と 結 び つ い て

い く た め の 1 つ の 方 向 性 を 共 有 す る こ と に よ っ て 今 後 の 教 育 に 関 す る 展 望 を 得 る こ と と し た い 。 

 

２ ．  学 び 手 の 学 習 材 （ LEARNING MATERIALS） へ の 関 与 を 問 う ICAP フ レ ー ム ワ ー ク  

 I CAP Fr amew ork は Ch i ,  M.  &  Wy l i e ,  R .（ 2014） に よ っ て 提 唱 さ れ た 枠 組 で 、 学 び 手 の 学

習 材 （ l ear n ing  mater ia l s） へ の 関 与 の 度 合 い と 学 び 手 の 学 習 の 深 浅 と の 関 連 に つ い て 類 型 化

し た も の で あ る 。 よ り 具 体 的 に は 学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 を In ter ac t iv e（ 相 互 的 ）、

Construc t i ve（ 構 成 的 ）、Act ive（ 能 動 的 ）、P ass iv e（ 受 動 的 ）の 4 つ の モ ー ド に 類 型 し た も の

で 、 そ れ ぞ れ の 頭 文 字 を と っ て I CAP と 呼 ば れ る 。 学 び 手 の 学 習 の 深 浅 は P a s s iv e で あ る ほ ど

「 浅 く（ sh a l l o w）」、 I n ter ac t iv e に 至 る ほ ど「 深 く（ d e ep）」な る と さ れ る 。た だ し 、 IC AP の

4 つ の モ ー ド は 連 続 性 を 持 っ た も の と し て 理 解 さ れ る べ き も の で あ り 、 い ず れ か 1 つ の モ ー ド

を 取 り 出 し て 議 論 す べ き も の で は な い 。こ の 趣 旨 の も と に Ch i ,  M .  &  Wy l i e ,  R .（ 2014）は ICA P 

の 4 つ の モ ー ド と 学 び 手 の 学 習 の 深 浅 と の 関 連 を I＞ C＞ A＞ P と し て 表 記 し て い る 。 こ れ は 、

学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 が Pass iv e な モ ー ド か ら In ter ac t iv e な モ ー ド へ と 連 続 的 に 移

行 し て い く に つ れ て 、 学 び 手 の 学 習 の 質 が 深 ま っ て い く こ と を 仮 説 的 に 示 し て い る 。  

以 下 、 ICAP の そ れ ぞ れ の モ ー ド に つ い て 概 説 し て お こ う （ see  Tab le  1）。  

PASSIVE MODE  講 義 や テ キ ス ト や 動 画 と い っ た 学 習 材 に 学 び 手 の 注 意 は 向 い て い る も の の

「 聴 く 」、「 読 む 」、「 視 聴 す る 」と い っ た 以 外 の 取 り 組 み は と も な わ れ て お ら ず 、「 た だ 聴 い て い

る 」、「 た だ 読 ん で い る 」、「 た だ 視 聴 し て い る 」 と い っ た 状 態 に あ る こ と を 指 し て い る 。 学 び 手

の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 と し て は 受 動 性（ Re ce iv ing）が 際 立 ち 、 I C AP の 4 つ の モ ー ド の な か
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で も っ と も 浅 い 学 び の レ ベ ル に 位 置 づ け ら れ る 。  

TABLE 1  

学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 4 つ の モ ー ド （ Chi, M. & Wylie, R., 2014, p. 221）  

 PA S S I V E  

R e c e i v i n g  

A C T I V E  

M a n i p u l a t i n g  

C O N S T R U C T I V E  

G e n e r a t i n g  

I N T E R A C T I V E  

D i a l o g u i n g  

講 義 を 聴 く  た だ 聴 い て い る 。

聴 く 以 外 の こ と

は し て い な い 。  

内 容 を 再 現 し た り 、

解 決 の 手 立 て を 書 き

出 し た り 、 ノ ー ト を

と っ た り す る 。  

声 に 出 し て 復 習 し た

り 、 概 念 図 を 作 っ た

り 、質 問 し た り す る 。 

2 人 組 や 少 人 数 グ ル

ー プ で 各 々 の 立 場 を

明 確 に し た 上 で 議 論

す る 。  

テ キ ス ト を

読 む  

た だ 黙 読 ／ 音 読

を し て い る 。読 む

以 外 の こ と は し

て い な い 。  

下 線 を 引 い た り 、 文

を 目 立 た せ た り 、 要

約 を 作 っ た り す る 。  

自 分 の 言 葉 で 説 明 し

た り 、 ノ ー ト に ま と

め 直 し た り 、 複 数 の

テ キ ス ト の 情 報 を ま

と め た り す る 。  

仲 間 と 一 緒 に お 互 い

の 理 解 に つ い て 質 疑

応 答 を 交 わ す 。  

動 画 を 視 聴

す る  

た だ 動 画 を 視 聴

し て い る 。視 聴 す

る 以 外 の こ と は

し て い な い 。  

動 画 を 止 め て 見 た

り 、 先 に 進 め て 見 た

り 、 巻 き 戻 し て 見 た

り す る 。  

動 画 の 要 点 を 説 明 し

た り 、 既 有 知 識 や 他

の 学 習 材 と 比 較 し た

り 、対 比 し た り す る 。 

仲 間 と 一 緒 に 納 得 の

い く 説 明 に つ い て 議

論 し た り 、 類 似 点 や

相 違 点 に つ い て 話 し

合 っ た り す る 。  

 

ACTIVE MODE  学 び 手 の 学 習 材 へ の 能 動 的 な 働 き か け （ M an ip u l a t ing） を と も な う モ ー ド

で あ る 。 た と え ば 、（ 1） 講 義 を 聞 き な が ら 講 義 ノ ー ト を と る 、（ 2） テ キ ス ト を 読 み な が ら 下 線

を 引 い た り 、 要 約 を 作 っ た り す る 、（ 3） 動 画 を 視 聴 し な が ら 一 時 停 止 し た り 巻 き 戻 し た り し て

み る 、 と い っ た 取 り 組 み が こ れ に 該 当 す る 。 学 習 材 に 何 ら か の 働 き か け や 工 夫 を 施 し て い る 、

と い う 点 に お い て 学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 に 能 動 性 が と も な わ れ て お り 、 ICAP の 4 つ

の モ ー ド の な か で は Pass iv e  mode よ り は 深 い 学 び が 見 込 ま れ る 。  

CONSTRUCTIVE MODE  提 供 さ れ た 学 習 材 を 足 場 に し て 新 た に 自 分 な り の 考 え を 創 出 す る 取

り 組 み を と も な う モ ー ド で あ る 。 た と え ば 、（ 1） 内 容 に 関 す る 概 念 図 を 描 く 、（ 2） 質 問 を 投 げ

か け る 、（ 3）自 分 の 言 葉 で 説 明 し な お す 、（ 4）既 有 知 識 や 他 の 学 習 材 と の 比 較 や 対 比 を お こ な

う 、（ 5） 計 画 や 仮 説 を 立 て る 、 と い っ た 取 り 組 み が こ れ に 該 当 す る 。 提 供 さ れ た 学 習 材 の 内 容

に 留 ま ら ず 、 そ れ ら を 足 場 と し て 新 た に 自 分 な り の 考 え を 創 出 し て い る と い う 点 に お い て 、 学

び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 に 生 成 的 （ G enerat ing） な 側 面 が 加 わ る 。 ICAP の 4 つ の モ ー ド

の な か で は こ の 段 階 に 至 っ て 深 い 学 び の レ ベ ル に 位 置 づ け ら れ る 。  

INTERACTIVE MODE  学 習 材 に 対 す る 自 分 な り の 考 え や 立 場 を 他 者 と 共 有 し 語 り 合 う プ ロ セ

ス を と も な う モ ー ド で あ る 。 た と え ば 、（ 1） あ る 論 題 に つ い て 各 々 の 立 場 を 明 確 に し た 上 で 議

論 す る 、（ 2）学 習 内 容 に 関 す る 質 疑 応 答 を 交 わ し 合 う 、（ 3）内 容 つ い て の 自 分 の 理 解 を 説 明 し

合 う 、 と い っ た 取 り 組 み が こ れ に 該 当 す る 。 Construc t i ve  Mode に お い て 創 出 さ れ た 学 習 材 に
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対 す る 自 分 な り の 考 え や 見 方 を 他 者 と 交 流 す る こ と に よ っ て 、 よ り 革 新 的 な 考 え や 見 方 が 発 見

さ れ る 可 能 性 が 期 待 さ れ る 。 学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の 仕 方 に 協 同 的 、 対 話 的 （ D ia log u ing）

な 側 面 が 加 わ っ て お り 、 ICAP の 4 つ の モ ー ド の な か で は も っ と も 深 い 学 び の レ ベ ル に 位 置 づ

け ら れ る 。  

TABLE 2  

ICAP の 4 つ の モ ー ド と 知 識 様 態 の 変 化 （ Chi, M. & Wylie, R., 2014, p. 228）  

C AT E G O RY  

C h a r a c t e r i s t i c  

PA S S I V E  

R e c e i v i n g  

A C T I V E  

M a n i p u l a t i n g  

C O N S T R U C T I V E  

G e n e r a t i n g  

I N T E R A C T I V E  

D i a l o g u i n g  

活 動 例  説 明 を 聴 く 、

動 画 を 視 聴 す

る 。  

ノ ー ト を 取

る 、 文 章 に 印

を つ け る 。  

自 分 の 言 葉 で 説 明 す る 、比

較 や 対 比 を お こ な う 。  

仲 間 と 議 論 す る 、仲 間

と 一 緒 に 図 解 を 描 く 。 

知 識 の 変 容 過 程  蓄 積 プ ロ セ

ス ： 情 報 は 関

連 す る 解 釈 枠

組 に 組 み 込 ま

れ た り 統 合 さ

れ た り す る こ

と な く 独 立

に 、 挿 話 的 に

蓄 積 さ れ る 。  

統 合 プ ロ セ

ス：選 ば れ 、強

調 さ れ た 情 報

が 既 有 知 識 や

解 釈 枠 組 を 呼

び 起 こ し 、 新

た な 情 報 は 呼

び 起 こ さ れ た

解 釈 枠 組 に 組

み 込 ま れ る 。  

推 論 プ ロ セ ス :新 た な 情 報

と 既 有 知 識 と を 統 合 す る 、

推 論 を お こ な う 、新 た な 知

識 を 生 み 出 す た め に 手 元

の 情 報 の 様 々 な 側 面 を 結

び つ け 、比 較 し 、対 比 す る 。

類 推 す る 、一 般 化 す る 、手

続 き の 条 件 を 再 検 討 す る 、

あ る 事 象 の 発 生 理 由 を 説

明 す る 。  

協 同 的 推 論 プ ロ セ ス：

仲 間 同 士 で 交 互 に 自

分 の 考 え を 出 し 合 う 。

こ の 相 互 性 は フ ィ ー

ド バ ッ ク を 得 た り 、新

し い ア イ デ ア 、新 し い

視 点 、新 し い 方 向 を 発

見 す る た め の 有 益 な

機 会 や プ ロ セ ス に な

る 。  

期 待 さ れ る 知 識

の 変 容  

 

 

 

 

新 し い 知 識 が

蓄 え ら れ る 。

た だ し 応 用 は

効 か な い 。  

既 存 の 解 釈 枠

組 が よ り 完 全

で 、一 貫 し 、精

緻 で 強 固 な も

の に な る 。  

推 論 を 通 し て 新 た な 知 識

が 生 成 さ れ 、既 存 の 解 釈 枠

組 が よ り 豊 な も の に な る 。

方 法 は よ り 有 意 で 合 理 的

で 妥 当 な も の に 精 緻 化 さ

れ る 。メ ン タ ル モ デ ル は 修

正 さ れ 、解 釈 図 式 は 他 の 解

釈 図 式 と 結 び つ く 。  

お 互 い に 知 ら な か っ

た よ う な 知 識 が 協 同

的 に 生 成 さ れ 、新 た な

知 識 や 見 方 が 発 見 さ

れ る 。  

期 待 さ れ る 認 知

的 成 果  

 

想 起 ： 知 識 を

同 一 の 文 脈 内

に お い て 字 義

通 り に 再 生 で

き る 。  

応 用 ： 知 識 を

似 て い る け れ

ど も 異 な る 文

脈 に 応 用 で き

る 。  

転 移：方 法 知 は 新 奇 な 文 脈

や 距 離 の あ る 課 題 に 応 用

で き る 。概 念 知 は 新 た な 概

念 と し て 解 釈 し た り 、説 明

し た り で き る 。  

共 創：知 識 や 見 方 が 他

者 に 新 た な プ ロ ダ ク

ト や 解 釈 、方 法 、ア イ

デ ア を 創 出 さ せ る こ

と を 可 能 に す る 。  

学 習 の 成 果  

 

最 低 限 の 理 解  浅 い 理 解  深 い 理 解 、転 移 の 可 能 性 が

あ る 。  

最 も 深 い 理 解 、革 新 的

な ア イ デ ア に つ な が

る 可 能 性 が あ る 。  
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３ ．  ICAP の ４ つ の モ ー ド と 知 識 様 態 の 変 化  

で は 、 学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 与 の モ ー ド が 変 化 す る に つ れ て 学 習 者 に は ど の よ う な 知 識 様 態

の 変 化 が 期 待 さ れ る の で あ ろ う か 。 Ch i ,  M .  &  Wy l i e ,  R .（ 2014） は こ の 点 に つ い て も 仮 説 的 な

議 論 を 展 開 し て い る （ see  Tab le  2）。  

PASSIVE MODE の 知 識 様 態   新 た な 情 報 は 既 有 知 識 な ど と 関 連 づ け ら れ る こ と も な く 、独 立

し た 情 報 と し て 挿 話 的 に 蓄 え ら れ る 。 新 た な 情 報 は 提 供 さ れ た 文 脈 と 同 様 の 文 脈 に お い て は 引

き 出 し て 使 用 す る こ と が で き る が 、 異 な る 文 脈 に 応 用 す る こ と は で き な い 。 特 定 の 学 習 材 に つ

い て の 応 用 の 効 か な い 最 低 限 の 理 解 が 得 ら れ た 状 態 で あ る 。  

ACTIVE MODE の 知 識 様 態   学 習 材 へ の 能 動 的 な 働 き か け が 関 連 す る 既 有 知 識 や 解 釈 枠 組 を

呼 び 起 こ し 、 新 た な 情 報 は そ れ ら の 既 有 知 識 や 解 釈 枠 組 に 統 合 さ れ る 。 こ の プ ロ セ ス を 経 て 学

び 手 の 既 有 知 識 や 解 釈 枠 組 は 補 完 さ れ 、 よ り 精 緻 で 強 固 な も の に な る 。 知 識 の 適 用 範 囲 が 拡 張

さ れ 、 学 習 者 は 関 連 領 域 の 新 た な 文 脈 に も 自 身 の 知 識 を 応 用 す る こ と が 可 能 と な る 。  

CONSTRUCTIVE MODE の 知 識 様 態   帰 納 、 演 繹 、 類 推 と い っ た 様 々 な 推 論 を と も な う 。（ 1）

知 識 を 修 正 し た り 補 完 し た り す る 、（ 2）関 連 す る 知 識 間 の 関 係 構 造 を 吟 味 す る 、（ 3）自 身 の 理

解 を 評 価 す る 、 と い っ た 認 知 的 活 動 が と も な わ れ る 。 こ の 過 程 で 学 習 材 の 様 々 な 側 面 が 比 較 さ

れ た り 、 結 び つ け ら れ た り 、 対 比 さ れ た り 、 ま と め ら れ た り す る 。 そ の 結 果 と し て 既 存 の 知 識

が 補 完 さ れ た り 、 新 し い 知 識 が 生 成 さ れ た り す る 。 知 識 の 適 用 範 囲 は Ac t iv e  mode よ り さ ら に

拡 張 さ れ 、 ま っ た く 異 な る 文 脈 に お い て も 自 身 の 知 識 を 応 用 す る こ と が 可 能 と な る 。  

INTERACTIVE MODE の 知 識 様 態   学 習 者 同 士 が お 互 い に 相 手 の 既 有 知 識 や 思 考 を 足 場 に し

て 新 た な 発 見 や 知 識 の 生 成 に 関 わ る 。 こ の 過 程 で 帰 納 、 演 繹 、 類 推 と い っ た 様 々 な 推 論 が 協 同

的 、 対 話 的 に 担 わ れ る 。 学 習 者 同 士 が お 互 い に 特 定 の 学 習 材 に 関 連 す る 既 有 知 識 や 自 分 の 考 え

を 提 供 し あ う な か で 、 そ れ ぞ れ の 既 有 知 識 が 修 正 さ れ た り 補 完 さ れ た り す る の み な ら ず 、 単 独

で は 至 り 得 な か っ た 新 奇 で 革 新 的 な 考 え 方 や 見 方 が 生 成 さ れ る 。  

 

４ ．  学 習 材 （ LEARNING MATERIALS） の ブ リ コ ラ ー ジ ュ か ら デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ へ  

対 面 状 況 に お け る 教 育 活 動 に お い て も 、 遠 隔 状 況 に お け る 教 育 活 動 に お い て も 、 我 々 が 工 夫

す べ き は 学 び 手 の 学 習 材 へ の 関 わ り を も っ と も 受 動 的 な 関 与 の 様 式 で あ る Pass iv e  M o de に 留

め お く こ と に な ら な い よ う に す る こ と で あ ろ う 。 た と え ば 、 教 育 活 動 の な か に 学 び 手 の 学 習 を

Ac t iv e  Mo d e （ ノ ー ト を と る 、 テ キ ス ト に 下 線 を 引 く e t c ） へ と 誘 う 教 示 を 加 え た り 、

Con struc t i ve  Mode（ 自 分 の 言 葉 で ま と め 直 す 、概 念 図 を 描 く e tc）を 必 要 と す る 課 題 を 課 し た

り 、 In te r ac t iv e  Mo de（ 仲 間 と の 議 論 や 協 同 製 作 e tc）を と も な う 活 動 を 盛 り 込 ん だ り 、と い っ

た 工 夫 が 容 易 に 考 え ら れ よ う 。 こ れ ら の 工 夫 を 教 育 活 動 や 学 び 手 に 提 供 さ れ る 学 習 材 の な か に

組 み 込 む こ と に よ っ て 、 学 習 者 の 学 び を よ り 深 い も の に し て い く こ と が で き る の で は な い か 。

Ch i ,  M.  &  Wy l i e ,  R .（ 2 014）の ICAP フ レ ー ム ワ ー ク は こ の よ う な 示 唆 を 我 々 に 与 え て く れ る 。  
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