
　

そ
し
て
、子
供
た
ち
に
は「
も
っ
と
考
え

て
」ほ
し
い
で
す
ね
。足
り
な
い
も
の
が
あ
れ

ば
、考
え
て
工
夫
を
す
る
。周
り
に
合
わ
せ

て
も
ら
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、自
分
で
合
わ
せ

る
力
を
獲
得
す
る
。

　

自
ら
考
え
、行
動
す
る
こ
と
で
、物
事
っ

て
変
え
ら
れ
る
ん
で
す
か
ら
。

先
生
方
は
も
っ
と
自
分
の

立
ち
位
置
を
主
張
し
て
い
い
。

最
後
に
、有
森
さ
ん
か
ら
先
生
方
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　
「
先
生
は
子
供
を
ジ
ャ
ッ
ジ
す
る
立
場
で

は
な
い
」と
言
い
た
い
で
す
ね
。ア
イ
デ
ア
を

提
供
し
た
り
、機
会
を
つ
く
っ
た
り
、子
供

の
想
い
を
汲
ん
で
言
葉
を
か
け
た
り
す
る

の
が
、先
生
や
大
人
の
役
割
。固
定
観
念
で

ジ
ャ
ッ
ジ
を
し
て
物
事
を
決
め
る
立
場
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
本
人
が
ど
う
な
り
た
い
の
？
」が
主
体

で
あ
っ
て
、周
り
は
そ
れ
を
支
え
る
よ
う
に

手
を
か
け
思
い
を
か
け
て
あ
げ
る
。そ
う
し

て
子
供
と
共
に
育
つ
場
、そ
れ
が
学
校
だ
と

私
は
思
う
ん
で
す
ね
。

　

子
供
と
共
に
考
え
、経
験
を
通
し
て
機

会
を
つ
く
り
、育
む
。
先
生
と
は「
共
育

者
」だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、先
生
方
は
も
っ
と
自
分
の
立

ち
位
置
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

立
ち
位
置
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
…
そ
の
意
味
は
。

　
い
ま
は
礼
儀
か
ら
躾
ま

で
学
校
に
期
待
さ
れ
て
い

て
、先
生
が
全
部
責
任
を

負
っ
て
、何
か
あ
っ
た
ら
謝

ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
よ
う

な
風
潮
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。子
供
が
起
こ
し
た

こ
と
は
全
部
学
校
の
せ
い

に
さ
れ
が
ち
な
い
ま
、「
そ

れ
、お
か
し
い
で
し
ょ
」と

先
生
が
声
を
あ
げ
て
も
い

い
と
思
う
。

　

現
実
に
、何
十
人
の
子

供
を
一
人
で
そ
こ
ま
で
見

ら
れ
る
わ
け
が
な
い
し
、そ
も
そ
も
躾
は
家

庭
の
中
の
、親
の
教
育
の
分
野
で
す
か
ら
。

　

学
校
と
は
何
か
、自
分
た
ち
の
役
割
は

何
か
。改
め
て
先
生
方
は
ご
自
身
の
立
ち

位
置
を
明
確
に
し
て
、主
張
さ
れ
て
い
い
。

日
ご
ろ
学
校
の
先
生
方
と
接
し
て
い
て
、私

は
そ
う
思
う
ん
で
す
ね
。

「
共
育
者
」で
あ
る
こ
と
に
、専
念
で
き
る

場
こ
そ
学
校
だ
と
。

　

現
場
は
も
っ
と
複
雑
で
、理
想
論
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
日
々
奮
闘
さ
れ
る
先
生
方
に
、私
は

そ
う
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「
人
か
ら
言
わ
れ
て
、あ
き
ら
め
た
と
い
う

経
験
は
私
に
は
な
い
で
す
ね
」

　
さ
ば
さ
ば
と
頼
も
し
く
語
る
口
調
。そ
れ
が

変
わ
っ
た
の
は
、フ
ェ
ア
プ
レ
イ
精
神
を
子
供
た

ち
に
教
え
る
話
題
に
な
っ
た
と
き
だ
。

　「
フ
ェ
ア
と
は
何
か
。い
ま
意
味
を
改
め
て
考

え
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
…
」と
、息
を
つい
た
。

　
子
供
た
ち
か
ら
投
げ
返
さ
れ
た
こ
と
を
真

摯
に
受
け
止
め
、妥
協
せ
ず
に
追
求
す
る
。そ

の
有
森
さ
ん
の
姿
勢
こ
そ
が
、“
フ
ェア
”で
は
な

い
か
と
も
感
じ
た
。

　
恩
師・安
藤
先
生
か
ら「
人
と
違
っ
て
い
い
。

お
前
は
お
前
で
いい
」と
言
わ
れ
、自
信
が
芽
生

え
た
と
い
う
有
森
さ
ん
。

　「
先
生
と
は
、人
を
元
気
に
す
る
仕
事
」と

い
う
言
葉
が
、大
き
な
エ
ー
ル
と
な
っ
て
響
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

梶
田　
「
子
ど
も
に
つ
け
た
い
力
」「
育
て
た
い

人
間
と
し
て
の
在
り
方
」と
い
っ
た
こ
と
を
大

切
に
す
る
た
め
に
は
、ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
評

価
で
き
る
と
こ
ろ
だ
け
、と
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
以
外
で
の
評
価

が
、ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。そ

う
い
っ
た
意
味
で
、新
し
い
学
習
指
導
要
領

で
は
、「
学
習
評
価
の
充
実
」と
い
う
こ
と
も

打
ち
出
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
点

も
私
は
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
と
て
も
大
切

な
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

合
田　

平
成
19
年
の
学
校
教
育
法
の
一
部
改

正
に
よ
り
、第
30
条
第
２
項
に
学
力
の
三
要

素（「
知
識
・
技
能
」、「
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
」、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む

態
度
」）が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。前
回
の
改
訂

に
お
い
て
も
学
習
評
価
は
こ
の
学
校
教
育
法

の
規
定
を
踏
ま
え
て
三
観
点
で
行
う
べ
き
だ

と
い
う
議
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、引
き
続
き

四
観
点
で
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

昨
年
12
月
の
今
回
の
改
訂
に
関
す
る
中
央

教
育
審
議
会
答
申
で
は
、学
力
の
三
要
素
や

三
つ
の
資
質
・
能
力
に
沿
っ
て
、「
知
識
・
技
能
」

と「
思
考
・
判
断
・
表
現
」、「
主
体
的
に
学
習

に
取
り
組
む
態
度
」の
三
つ
で
評
価
し
て
い
く

次期学習指導要領の姿が明らかになってきました。「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・
人間性」という３つの観点が整理される中で、評価はどう行うべきなのか、これからの評価には何が求められる
のかという点にも関心が集まっています。そこで前回に引き続きお話しいただきました。

これからの｢評価｣の在り方
次期学習指導要領に見る

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る「
評
価
」と
は 

─

細
か
い
基
準
を
つ
く
る
の
で
は
な
く

見
取
り
の
着
眼
点
を
共
有
化
し
た
い

教育
ほっとにゅーす

1996年アトランタ五輪の女子マラソンで、持てる力を出し尽くして３位でゴール。
バルセロナで銀メダル獲得後、相次ぐ故障に悩みながらつかんだ銅メダルだった。
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梶
田　

⻆
屋
先
生
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は

ど
の
よ
う
に
お
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

⻆
屋　

私
は
、評
価
を
本
質
的
に
見
直
す
必

要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

評
価
と
は
、自
分
が
ど
れ
だ
け
変
わ
っ
た

の
か
を
自
覚
す
る
こ
と
が
最
終
目
的
だ
と
思

い
ま
す
。
教
師
は
そ
れ
を
助
け
る
た
め
に
視

点
を
用
い
て
子
ど
も
の
変
容
を
見
て
い
く
わ

け
で
す
。そ
の
変
容
を
見
る
た
め
の
視
点
が
、

「
三
観
点
」な
の
で
す
。こ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
三
観

点
」と
は
、子
ど
も
を
見
取
る
視
点
、子
ど
も

を
見
つ
め
る
目
な
の
で
す
。そ
れ
を
き
ち
ん
と

出
す
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、い
ろ
い
ろ
な
評
価
の
技
法
が
話

題
に
な
り
ま
す
が
、い
ち
ば
ん
簡
単
に
で
き

る
方
法
は
何
か
と
い
う
と
、私
は
日
記
を
書

か
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

古
い
話
で
恐
縮
な
の
で
す
が（
笑
）、我
々

の
時
代
は
日
記
を
書
か
さ
れ
ま
し
た
。日
記

を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、自
分
の
一
日
を
振
り

返
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
振
り
返
っ

て
、
自
分
は
ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
を
自

覚
す
る
の
で
す
。評
価
の
最
終
目
標
は
自
分

自
身
の
変
容
を
自
覚
す
る
こ
と
だ
と
申
し

上
げ
ま
し
た
が
、一
日
の
中
で
自
分
が
ど
う

変
わ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る

日
記
は
、評
価
方
法
の
一
つ
と
言
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。

　

い
ま
現
場
の
先
生
方
が
苦
労
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
一
つ
に
、評
価
の
際
に
、観
点
別
で
す

べ
て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
大
き
な
負
担
に

な
っ
て
い
ま
す
。い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、私
は
原
点
に
返
り
、観
点
は

示
す
け
れ
ど
も
、評
価
自
体
は
そ
れ
に
基
づ

い
た
簡
単
な
チ
ェ
ッ
ク
で
す
ま
せ
る
と
い
っ
た

と
い
う
大
き
な
方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
、各
教
科
等
の

教
科
目
標
や
領
域
目
標
が「
知
識
及
び
技

能
」、「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
」、「
学

び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
」で
再
整
理
さ

れ
、各
教
科
の
内
容
項
目
も
基
本
的
に「
知

識
及
び
技
能
」と「
思
考
力
、
判
断
力
、
表

現
力
等
」で
規
定
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が

「
何
の
た
め
の
学
び
か
」を
明
確
に
い
た
し
ま

し
た
。

　

例
え
ば
、中
学
校
理
科
の「
化
学
変
化
と

物
質
の
質
量
」で
は
、化
学
変
化
と
質
量
の

保
存
や
質
量
変
化
の
規
則
性
に
関
す
る
科

学
的
な
知
識
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、「
化

学
変
化
に
つ
い
て
、
見
通
し
を
も
っ
て
解
決

す
る
方
法
を
立
案
し
て
観
察
、実
験
な
ど
を

行
い
、原
子
や
分
子
と
関
連
付
け
て
そ
の
結

果
を
分
析
し
て
解
釈
し
、化
学
変
化
に
お
け

る
物
質
の
変
化
や
そ
の
量
的
な
関
係
を
見
い

だ
し
て
表
現
す
る
」力
の
育
成
を
図
る
こ
と

が
、こ
の
単
元
の
学
び
の
目
的
で
あ
る
と
規

定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、教
科
や
単
元
を
見
渡
し
て

指
導
し
て
お
ら
れ
る
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
に
は

「
当
た
り
前
」の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し

か
し
、い
ま
教
員
の
代
替
わ
り
の
な
か
で
急

速
な
勢
い
で
若
い
先
生
が
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
先
生
方
に
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
学
校
教

育
が
大
事
に
し
て
き
た「
何
の
た
め
の
学
び

か
」を
踏
ま
え
た
授
業
改
善
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、子
ど
も
た
ち
の「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」を
実
現
す
る
た
め
の
授
業

改
善
の
普
遍
的
な
視
点
、我
が
国
の
ベ
テ
ラ

ン
の
先
生
方
は
こ
の
よ
う
な
視
点
で
授
業
改

善
を
や
っ
て
き
た
の
で
す
よ
、と
い
う
こ
と
を

中
央
教
育
審
議
会
の
専
門
的
な
審
議
を
踏

ま
え
て
学
習
指
導
要
領
で
今
回
お
示
し
し
ま

し
た
。　

　

こ
の
よ
う
に
今
回
の
改
訂
に
よ
り
、学
校

に
お
け
る
先
生
方
の
創
意
工
夫
を
お
支
え
す

る
基
盤
を
形
成
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

学
習
評
価
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
観
点
で

今
後
さ
ら
に
専
門
的
な
議
論
を
深
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

中
教
審
答
申
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、「
知
識
・
技
能
」に
つ
い
て
は
、一
つ
一
つ
の

個
別
の
知
識
を
再
生
可
能
な
よ
う
に
記
憶
し

て
い
る
か
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、概
念
的
に

理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
が
こ
れ
ま
で

以
上
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」は
、

子
ど
も
た
ち
が
取
り
組
ん
だ
レ
ポ
ー
ト
、小

論
文
、表
現
な
ど
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

て
評
価
を
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
に
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
主

体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」は
、こ
れ
ら

の
活
動
を
通
じ
て
い
か
に
主
体
的
に
取
り
組

ん
だ
の
か
を
見
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。「
知
識
の
理
解
」の
質
を
高
め
る
と

い
う
今
回
の
改
訂
の
方
向
性
を
踏
ま
え
て
、

さ
ら
に
専
門
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
た
だ
く

予
定
で
す
。も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
、人
と
し

て
の
や
さ
し
さ
だ
と
か
思
い
や
り
と
い
っ
た
、

そ
の
子
ど
も
の
評
価
す
べ
き
面
は
た
く
さ
ん

あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
こ
と
は
観
点

別
で
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、「
総
合
所
見
」

な
ど
で
積
極
的
に
記
述
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
い
う
点
も
中
教
審
答
申
の
と
お
り
か
と

存
じ
ま
す
。

　

も
う
一
点
触
れ
ま
す
と
、福
島
県
立
ふ
た

ば
未
来
学
園
高
等
学
校
が
教
育
実
践
に
活

か
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、各
教
科
等
の「
見

方
・
考
え
方
」を
総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お

い
て
、ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
育
む
の
か

を
可
視
化
し
た
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク（
※
１
）は
、学

校
と
し
て「
つ
け
た
い
力
」そ
の
も
の
に
重
な

っ
て
き
ま
す
よ
ね
。こ
の
学
校
と
し
て
育
成
し

た
い
資
質
・
能
力
と
い
う
観
点
か
ら
、学
校

教
育
目
標
を
ど
う
見
直
す
か
は
、今
回
の
改

訂
で
学
習
指
導
要
領
の
総
則
に
規
定
さ
れ
た

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
基
盤
だ

と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

内
容
項
目
で
育
み
た
い
資
質
・
能
力
が
こ
れ

ま
で
の
学
校
教
育
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
再
整

理
さ
れ
、「
何
の
た
め
の
学
び
か
」が
明
確
に

な
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、梶
田
先
生
の
お
っ
し

ゃ
る
形
成
的
評
価
を
ど
う
捉
え
る
か
も
一つ

の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。し
た

が
っ
て
、
資
質
・
能
力
を
重
視
し
た
今
回
の

改
訂
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
の
着
眼
点
や
見
取

り
の
ポ
イ
ン
ト
を
共
有
化
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。評
価
は
難
し
い
課
題
で
す
が
、新

し
い
学
習
指
導
要
領
を
ど
う
実
現
し
て
い
く

の
か
と
い
う
観
点
か
ら
皆
さ
ん
の
お
知
恵
を

お
借
り
し
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
と
も
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。例
え
ば
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
結
果

と
日
記
を
重
ね
る
と
い
っ
た
簡
易
な
方
法
を

考
え
な
い
と
、先
生
方
の
負
担
が
大
き
す
ぎ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。校
長
先
生
も
各

担
任
の
先
生
が
書
か
れ
た
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。本
来
な
ら
ば
、担

任
の
先
生
は
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
力
を

注
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、校
長
先
生

は
授
業
を
ど
う
改
善
し
て
い
く
か
と
い
っ
た

こ
と
に
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、「
評
価
を
書
く
こ
と
・

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
」に
大
き
な
労
力
を
割
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、そ
う
い
っ
た

評
価
の
方
法
は
考
え
直
す
べ
き
時
期
に
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

評
価
の
際
の
記
述
に
つ
い
て
は
、種
々

の「
文
例
集
」が
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

ね
。
私
は
そ
れ
も
い
い
と
思
い
ま
す
。「
文
例

集
」に
は
た
く
さ
ん
文
例
が
出
て
い
る
の
で
す

が
、そ
の
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
の
か
を
見
て
い

く
と
い
う
の
も
、現
場
で
の
生
活
の
知
恵
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
も
の
も
活
用
し

つ
つ
、自
分
の
言
葉
で
ひ
と
言
で
も
二
言
で
も

書
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

梶
田　

私
が
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
と

て
も
よ
か
っ
た
と
感
じ
る
の
は
、
資
質
・
能

力
の
三
観
点
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、

「
知
識
及
び
技
能
」に
つ
い
て
は「
習
得
」と
い

う
言
葉
を
使
い
、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
等
」に
つ
い
て
は「
育
成
」、そ
し
て「
学

び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」に
つ
い
て
は

「
涵か

ん

養よ
う

」と
、使
い
分
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と

で
す
。

　

結
果
に
こ
だ
わ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
は
大

切
で
す
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」で
も
、「
活
動
は
あ
る
の
だ
け
れ

ど
、そ
こ
で
何
を
学
ん
だ
の
か
」と
い
う
、結

果
を
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
の
で
は
、自
己
満
足
に
終
わ
っ
て
し
ま
い

か
ね
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
結
果
」と
い
っ
て
も
、

三
観
点
の
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
は
基
本
的
に
タ

イ
プ
が
違
い
ま
す
。

　
「
習
得
」は
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。正
解
が
一
つ
だ
し
、正
解
に
つ

い
て
の
表
現
の
仕
方
も
ほ
ぼ
一
つ
だ
か
ら
で

す
。

　

と
こ
ろ
が「
育
成
」と
な
っ
て
く
る
と
正
解

は
一つ
で
は
な
い
の
で
、ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
だ

け
で
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

教育ほっとにゅーす

今回の改訂においては、それぞれの内容が「何のための学びか」を明確にいたしました。（合田）現場の先生方の、評価のための苦労を見直すべきに時期にきているのではないでしょうか。（⻆屋）

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る「
評
価
」と
は 

─

評
価
で
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

現
場
の
実
態
の
改
善
も
必
要
で
は

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る「
評
価
」と
は 

─

 「
結
果
を
評
価
す
る
」
と
い
っ
て
も

そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
は
違
う

※1　ルーブリック：パフォーマンス課題の評価指針。評価尺度として、評価指標と典型的事例をつけたもの。＊09 08＊アクティブ・ラーニング＊09 これからの｢評価｣の在り方 08＊これからの｢評価｣の在り方



と
書
く
経
験
を
重
ね
て
い
る
の
に
、高
校
に

入
る
と「
次
の
五
つ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
正
解

を
選
ぶ
」た
め
の
学
力
を
つ
け
る
こ
と
に
集
中

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
状
況
を
変
え
、確

実
な
知
識
と
そ
の
活
用
、探
究
も
視
野
に
入

れ
た
高
校
教
育
の
質
的
転
換
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、例
え
ば
タ
キ
ソ
ノ

ミ
ー
の
よ
う
な
構
造
が
頭
に
入
っ
て
い
な
け

れ
ば
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
公
平
な
評
価
と
い

う
も
の
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。
本
当
に
大
き
な

転
換
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、学
習
指
導
要
領
が
大
臣
告
示
と
し

て
公
示
さ
れ
て
60
年
、大
き
な
転
換
の
時
期

と
し
て
、機
は
熟
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
20
年
前
は
全
く
雰
囲
気
が
違
い
ま

し
た
し
、前
回
改
訂
を
室
長
と
し
て
担
当
し

た
10
年
前
も
こ
こ
ま
で
は
な
か
な
か
議
論
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

梶
田　

⻆
屋
先
生
い
か
が
で
す
か
。

⻆
屋　

先
ほ
ど
梶
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、教
師
が
子
ど
も
を
見
る
と
き
に
視

点
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

の
練
習
方
法
が
あ
り
ま
す
。「
３
分
間
印
象

評
価
法
」と
い
い
ま
す
。例
え
ば
、初
任
者
と

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
に
授
業
を
し
て
も
ら
い
ま

す
。そ
の
後
に
、３
分
間
で
で
き
る
だ
け
子
ど

も
の
行
動
を
思
い
出
し
、書
き
出
し
て
も
ら

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
初
任
者
は
３
人
ぐ

ら
い
し
か
書
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
、ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
は
10
人
以
上

書
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
。

　

こ
の
違
い
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
こ
と
で

徹
底
し
て
問
い
詰
め
て
い
っ
た
ら
、ベ
テ
ラ
ン

の
先
生
は「
私
は
子
ど
も
を
見
つ
め
る
枠
組

み
を
も
っ
て
い
ま
す
」と
言
う
ん
で
す
。そ
の

枠
組
み
と
い
う
の
が
こ
の
三
観
点
な
ん
で
す
。

そ
の
三
観
点
を
き
ち
ん
と
も
ち
、
把
握
し
、

子
ど
も
を
見
る
と
い
う
習
慣
が
必
要
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。そ
れ
が
本
当
に
子
ど
も
の
成

長
を
理
解
で
き
る
評
価
の
形
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。そ
う
い
う
枠
を
も
っ
て
子
ど
も
を
見

つ
め
る
こ
と
が
、子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

梶
田　

最
後
に
ひ
と
言
ず
つ
お
願
い
し
ま

す
。

合
田　

新
学
習
指
導
要
領
の
円
滑
な
実
施

の
た
め
に
は
、こ
れ
か
ら
条
件
整
備
を
し
っ
か

り
と
行
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
16

同
じ
正
解
で
あ
っ
て
も
、表
現
形
態
が
多
様

だ
か
ら
で
す
。
例
え
ば
論
述
や
口
述
な
ど
で

見
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
「
涵
養
」に
つ
い
て
は
、時
間
的
に
長
く
か

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、そ
れ
を
外
側

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
断
片
的
な
印
象
と
し
て
見

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。評
価
で
は
、シ
ン

プ
ト
ム
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
ま
し
た
。も

と
も
と
は
医
学
用
語
で
、「
兆
候
」と
い
う
意

味
で
す
。例
え
ば
風
邪
の
シ
ン
プ
ト
ム
と
い
う

と
、せ
き
、鼻
水
、発
熱
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

「
学
び
に
向
か
う
力
」や「
人
間
性
」と
い
っ
た

こ
と
を
見
る
た
め
に
、断
片
的
な
シ
ン
プ
ト
ム

を
準
備
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。「
こ
こ

ま
で
涵
養
で
き
て
い
れ
ば
こ
う
い
う
シ
ン
プ

ト
ム
が
見
ら
れ
る
」と
い
っ
た
も
の
で
す
。た

だ
し
、あ
る
シ
ン
プ
ト
ム
が
見
ら
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、そ
れ
だ
け
で
涵
養
で
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。や
は
り
時
間
を

か
け
た
継
続
的
な
見
取
り
が
必
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、ひ
と
言
で「
評
価
」と
言
い

ま
す
が
、「
知
識
及
び
技
能
」「
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
・
人

間
性
」の
三
つ
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
違
う
わ
け
で

す
。そ
こ
に
、「
習
得
」「
育
成
」「
涵
養
」と
い

う
言
葉
を
あ
て
は
め
、整
理
さ
れ
ま
し
た
。こ

れ
も
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
ミ
ソ
の
一
つ

だ
と
思
い
ま
す
。

　

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
だ
け
で
は
評
価
は
で
き

ま
せ
ん
し
、論
述
だ
け
で
も
で
き
ま
せ
ん
。ペ

ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
見
る
部
分
、論
述
で
見
る
部

分
、さ
ら
に
も
う
少
し
広
く
見
て
い
く
部
分
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
指
導
の
中
に
も
織
り
込

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
本
人

に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て「
あ
あ
、自
分
は

こ
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
」と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
自
己
理
解
が
深
ま
っ
た
り
、自
信
が
生
ま

れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。そ
れ
が
長
い
目
で

見
た
と
き
に「
子
ど
も
が
育
つ
」と
い
う
こ
と

年
ぶ
り
の「
義
務
教
育
標
準
法
」改
正
は
そ

の
重
要
な
第
一
歩
で
す
。新
学
習
指
導
要
領

を
し
っ
か
り
実
現
す
る
こ
と
は
、我
々
大
人

の
、子
ど
も
た
ち
、さ
ら
に
は
未
来
社
会
に
対

す
る
大
き
な
責
任
で
す
。文
部
科
学
省
と
し

て
、そ
の
た
め
課
題
に
誠
心
誠
意
取
り
組
み

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、引
き
続
き
ご

指
導
、ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

⻆
屋　

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
こ
れ
ま

で
、例
え
ば「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」だ

と
か「
資
質
・
能
力
」と
い
っ
た「
言
葉
」だ
け

が
走
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
面
も
あ
り
ま
し

た
。で
す
か
ら
文
部
科
学
省
に
は
、
何
の
た

め
に
こ
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
構
造
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
大
切

さ
を
発
信
し
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
な
い
と
、い
か
に
も
時
代
の

最
先
端
を
走
っ
て
い
る
よ
う
で
、実
は
何
も

理
解
し
て
い
な
い
、授
業
は
何
も
変
わ
ら
な

い
、
子
ど
も
は
育
た
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と

の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
る
こ
と

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

先
日
、あ
る
実
践
論
文
を
読
ん
で
い
た
ら
、

授
業
で
先
生
に
ど
う
習
い
、自
分
の
中
で
ど

う
理
解
し
、授
業
に
ど
う
取
り
組
ん
だ
の
か
、

あ
る
種
の
反
省
作
文
の
よ
う
な
も
の
を
書
か

せ
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
が
な
か

な
か
よ
か
っ
た
の
で
す
。一
時
間
の
授
業
の
反

省
作
文
で
も
い
い
で
し
ょ
う
し
、あ
る
い
は
先

ほ
ど
⻆
屋
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
日
記
と
い
う

形
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
み
ん
な

涵
養
に
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。ア
メ
リ

カ
で
は
こ
う
い
う
研
究
を
１
９
６
０
年
代
に

行
っ
て
い
て
、そ
の
土
台
が
あ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

（
※
２
）と
い
う
と
、そ
れ
だ
け
が
出
て
終
り
で

す
。結
果
の
確
認
ま
で
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

抜
本
的
に
改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

私
は
や
は
り
資
質
・
能
力
の
三
要
素
と
し

て
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
、と
て
も
大
切
で
、

し
か
も
学
問
的
な
裏
づ
け
も
あ
る
し
、教
育

実
践
的
な
意
義
も
大
き
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
を
ま
ず
現
場
の
先
生
に

理
解
し
て
も
ら
っ
て
、ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
も
や

る
け
れ
ど
、日
記
も
書
か
せ
る
と
い
っ
た
こ
と

も
や
る
べ
き
で
し
ょ
う
。は
じ
め
は
部
分
的
で

も
、や
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

合
田　

私
が
一
年
間
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｓ
Ｆ（
全

米
科
学
財
団
）に
派
遣
さ
れ
て
い
た
時
に
親

し
く
し
て
い
て
ア
メ
リ
カ
の
教
育
事
情
や
政

治
情
勢
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
た
バ
ー
ジ
ニ
ア

州
ア
ー
リ
ン
ト
ン
郡
の
公
立
高
校
の
国
語
の

先
生
に
、彼
に
対
す
る
人
事
評
価
書
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

「
ブ
ル
ー
ム
の
タ
キ
ソ
ノ
ミ
ー
（
※
３
）の
観
点

を
踏
ま
え
れ
ば
、か
な
り
高
次
な
思
考
を
さ

せ
る
授
業
に
成
功
し
て
い
る
」な
ど
と
書
か
れ

て
い
て
驚
き
ま
し
た
。一
般
的
な
公
立
学
校
の

先
生
に
対
す
る
教
育
委
員
会
が
行
っ
た
人
事

評
価
に
、ブ
ル
ー
ム
の
タ
キ
ソ
ノ
ミ
ー
が
確
実

に
自
然
に
位
置
づ
い
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら

で
す
。子
ど
も
た
ち
に
深
く
思
考
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、先
生
方
の
間
に
こ
ん
な

形
で
ブ
ル
ー
ム
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、

新
鮮
な
驚
き
と
と
も
に
、ア
メ
リ
カ
の
教
育

の
土
壌
を
感
じ
ま
し
た
。

　

学
習
指
導
要
領
の
構
造
が
よ
り
わ
か
り
や

す
く
整
理
さ
れ
る
な
か
で
評
価
も
大
き
な
転

機
を
迎
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
の
子
ど
も
た
ち

の
様
子
、作
文
や
小
論
文
を
ど
う
公
平
に
見

取
っ
て
い
く
の
か
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。こ
れ
は
小
学
校
教
育
だ
け
の
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。い
ま
、
大
学
入
学
希
望
者

学
力
評
価
テ
ス
ト
に
記
述
式
を
導
入
し
よ
う

と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、せ
っ
か

く
小・中
学
校
で「
書
く
こ
と
は
考
え
る
こ
と
」

歴史に残る改訂です。
趣旨を
何とか実らせたい

　私は、今回の学習指導要領は歴史に残るものだと感
じています。今の日本社会でどういう学校教育を行っ
ていかなければならないかということをきちんと、う
たっています。これが全国の100万人の先生方の共通
理解にならなければならないし、同時にすべての子ど
もの学びの現場に届かなければなりません。そのため
にも、文部科学省を中心とした啓発活動をがんばって
いただきたいと思います。
　また、さまざまな条件整備が不可欠です。これは総
力戦だということで、文部科学省は学習指導要領の改
訂を大事なきっかけとしてさまざまな取り組みをされ
ています。この努力を何とか実らせたいと強く感じて
います。

カジタは
カンジタ！

新学習指導要領を実現することは、子どもたちや未来社会に対する大きな責任です。（合田） 「習得」「育成」「涵
か ん

養
よ う

」の３つに整理したことも今回の学習指導要領改訂のミソだと思います。（梶田）

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る「
評
価
」と
は 

─

教
師
が
「
視
点
」
を
も
つ
こ
と
で

子
ど
も
の
成
長
を
理
解
で
き
る

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る「
評
価
」と
は 

─

新
学
習
指
導
要
領
実
現
に
向
け

共
通
理
解
と
条
件
整
備
が
不
可
欠

※2　キー・コンピテンシー：主要能力。PISA調査の基本概念として話題になった。※3　ブルームのタキソノミー：ベンジャミン・ブルーム（1913-1999）の「完全習得学習」理論の基盤となっている教育目標の分類体系。＊11 10＊アクティブ・ラーニング＊11 これからの｢評価｣の在り方 10＊これからの｢評価｣の在り方


