
梶
田
　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校

で
の
実
施
ま
で
、い
よ
い
よ
あ
と
１
年
あ
ま

り
と
な
り
ま
し
た
。

白
井
　
今
回
の
改
訂
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

は
、資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
で
学
習
指
導
要
領

全
体
を
組
み
立
て
直
し
た
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。「
知
識
及
び
技
能
」、「
思
考
力
、判
断

力
、表
現
力
等
」、そ
し
て「
学
び
に
向
か
う

力
、
人
間
性
等
」と
い
う
３
つ
の
柱
で
学
習

指
導
要
領
を
組
み
立
て
直
し
ま
し
た
。そ
れ

ぞ
れ
の
教
科
に
お
い
て
新
し
く
で
き
た
目

標
、
内
容
で
、
ど
ん
な
力
を
つ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
明
確

に
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

も
明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　「
ど
ん
な
こ
と
を
教
え
る
の
か
」と
い
う
こ

と
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の

教
科
、あ
る
い
は
単
元
を
通
じ
て
、「
ど
ん
な

力
を
つ
け
る
の
か
」と
い
う
と
こ
ろ
に
、特
に

関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

梶
田
　
ど
う
し
て
も
学
習
指
導
要
領
改
訂

の
と
き
等
に
は
、内
容
的
な
こ
と
や
教
え
方

ば
か
り
が
話
題
に
な
り
が
ち
で
す
ね
。こ
れ

ら
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、そ
の
結
果
と

教育ほっとにゅーす 1

新
学
習
指
導
要
領
で
の「
評
価
」は
？ 

─

客
観
テ
ス
ト
方
式
だ
け
で
な
く

多
面
的
、
多
角
的
な
評
価
に

新学習指導要領の小学校での実施が、いよいよ目前に迫ってきました。今回の学習指導要領では学力の３要素として「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」が位置づけられました。「評価」という観点でこれらをとらえたとき何が見えて
くるのか、評価の実際はどう変わっていくのかについて意見を交わしていただきました。

評価の具体はどう変わる？
２０２０年 新学習指導要領 教育ほっとにゅーす教育ほっとにゅーす教育ほっとにゅーす
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あ
る
と
思
い
ま
す
。

白
井
　
今
回
、い
わ
ゆ
る「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
」と
い
う
授
業
改
善
の
視
点
を
規
定
し

て
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
授
業
の
中
で
は
、自

然
と
、
従
来
の
よ
う
な
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
主

体
の
学
習
評
価
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
。た
と
え
ば
授
業
の
中

で
対
話
を
す
る
機
会
が
増
え
れ
ば
、授
業
中

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
の
評
価
を
入
れ

る
と
か
、先
生
が
評
価
を
す
る
側
面
も
様
々

な
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
評
価
が
多
面
的
、

多
角
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、そ
の

中
で
、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」

の
評
価
の
た
め
の
資
料
を
先
生
が
収
集
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　「
知
識
・
技
能
」の
評
価
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
客
観
テ
ス
ト
方
式
、た
と
え
ば
○
×

式
で
あ
っ
た
り
、多
肢
選
択
で
あ
っ
た
り
、単

語
や
短
文
な
ど
短
い
解
答
を
記
し
た
り
す
る

と
い
っ
た
方
法
が
、ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
発
達

し
て
き
ま
し
た
。こ
れ
ら
は「
知
識
・
技
能
」

の
達
成
目
標
の
結
果
を
見
る
た
め
に
は
と
て

も
適
し
た
方
法
で
す
が
、「
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
」や
、「
問
題
解
決
力
」と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、そ
う
い
う
方
法
で
は
評
価
が
難
し

く
、記
述
に
よ
っ
て
解
答
す
る
も
の
や
、小
論

文
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
の

テ
ス
ト
な
ど
が
よ
い
例
だ
と
思
い
ま
す
が
、単

な
る
客
観
テ
ス
ト
方
式
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
か
な
り
複
雑
な
テ
ス
ト
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、「
学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性

等
」に
つ
い
て
文
部
科
学
省
は
今
回
、こ
れ
ま

で
使
っ
て
い
な
い「
涵か

ん

養
」と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
ま
す
。単
に「
こ
れ
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
」と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
徐
々

に
、
徐
々
に
、あ
る
も
の
が
高
ま
っ
て
い
く
」

と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

白
井
　「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
」が
目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、こ
れ
ま
で
の

「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」と
近
い
も
の
が
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」

に
つ
い
て
の
評
価
と
い
う
と
、
子
ど
も
の
努

力
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
と
受
け
取
っ
て

い
る
先
生
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、勉
強
は
あ
ま
り

で
き
な
い
け
れ
ど
、
頑
張
っ
て
い
る
子
ど
も

に
、
何
と
か
よ
い
評
定
を
つ
け
た
い
と
い
う

こ
と
で
、「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」を
高
く
評

価
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
現
実
に
起
き
て
い

ま
す
。

教育ほっとにゅーす 1

「学びに向かう力、人間性等」の評価は多面的である必要があると思います。（梶田）

新
学
習
指
導
要
領
で
の「
評
価
」は
？ 

─

単
に
頑
張
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く

自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
大
切

し
て
子
ど
も
に
ど
う
い
う
力
が
つ
く
の
か
、

と
い
う
一
番
大
事
な
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
が
ち

に
な
る
面
も
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
改
訂
で
は
、「
評
価
」に
つ
い
て
も

関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
知
識

及
び
技
能
の
面
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現

力
等
の
面
、学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等

―
―
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
性
格
が
違
う
も
の

だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

白
井
　
中
央
教
育
審
議
会
で
も
、い
ま
梶
田

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た「
性
格
の
違
い
」に
つ

い
て
は
、か
な
り
議
論
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。「
知
識
及
び
技
能
」と「
思
考
力
、
判
断

力
、
表
現
力
等
」に
つ
い
て
は
比
較
的
近
い

部
分
が
あ
り
ま
す
が
、「
学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等
」に
つ
い
て
は
、
特
に
形
成
的
な

評
価
を
大
事
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
意
見
も
出
て
い
ま
す
。
学
期
末
や
学

年
末
に
な
っ
て「
あ
な
た
の
学
び
に
向
か
う

力
は
Ｂ
で
す
」と
い
っ
た
評
価
を
行
う
の
で

は
な
く
、必
要
に
応
じ
早
い
段
階
で
支
援
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い

か
、と
い
っ
た
議
論
が
出
て
い
ま
す
。

梶
田
　「
学
び
に
向
か
う
力
、人
間
性
等
」の

評
価
は
、か
な
り
多
面
的
で
あ
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。エ
ネ
ル
ギ
ー
の
面
、や
る
気

の
面
も
あ
れ
ば
、継
続
的
な
学
習
習
慣
が
つ

い
て
き
て
い
る
か
ど
う
か
や
、あ
る
い
は
、そ

う
い
う
も
の
が
授
業
の
中
で
ど
う
表
れ
て
い

る
か
な
ど
、
場
面
に
よ
る
違
い
も
い
く
つ
か

かじた えいいち＊1941年松江市に生まれ、米子市で育つ。京都大学文学
部哲学科（心理学専攻）卒業。文学博士。国立教育研究所主任研究官、
大阪大学教授、京都大学教授、京都ノートルダム女子大学学長、兵庫教
育大学学長、環太平洋大学学長、奈良学園大学学長などを経て、現在、桃
山学院教育大学学長、学校法人聖ウルスラ学院理事長、学校法人松徳
学院理事長、日本人間教育学会会長。これまでに、中央教育審議会副会長

（教員養成部会長、教育課程部会長など）を歴任。著書に『教師力の再興
――使命感と指導力を』（文溪堂）、『和魂ルネッサンス』『内面性の人間教
育を』（ERP)、『人間教育のために』『教師・学校・実践研究』（金子書房）、

『不干斎ハビアンの思想』（創元社）、『教育評価』（有斐閣）など多数。

08＊評価の具体はどう変わる？



い
け
る
の
か
と
い
う「
振
り
返
り
」と
、「
自
己

内
対
話
」が
大
事
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う

ね
。ま
た
、評
価
に
お
い
て
も
そ
の
視
点
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

　
全
国
の
小
学
校
を
見
渡
し
て
み
た
と
き
、

こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
芽
は
出
て

い
ま
す
か
？

白
井
　
実
は
か
な
り
あ
る
と
感
じ
て
い
ま

す
。私
は
、ひ
と
昔
前
と
大
き
く
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
は
、体
育
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

体
育
は
か
つ
て
は「
運
動
を
行
う
」こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
が
ち
で
し
た
が
、最
近
は
体
育

の
授
業
を
行
う
体
育
館
や
校
庭
に
、子
ど
も

が「
学
習
カ
ー
ド
」を
持
参
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
跳
び
箱
だ
っ
た
ら
、

「
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
う
ま
く
跳
べ
た
の
か
」

と
い
っ
た
振
り
返
り
を
行
い
、そ
れ
を
カ
ー
ド

に
書
か
せ
る
よ
う
な
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
体
育
で
も
紙
と
鉛

筆
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
最
近
の
傾
向
か
な

と
感
じ
て
い
ま
す
。

梶
田
　
非
常
に
い
い
で
す
ね
。
考
え
よ
う
に

よ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
教
科
で
そ
の
教
科
独
自

の
視
点
も
入
れ
な
が
ら
で
き
る
で
し
ょ
う
か

ら
ね
。

白
井
　
た
だ
、一
方
で
懸
念
し
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
何
の
た
め
に
振
り

返
り
を
す
る
の
か
と
い
う
目
的
が
不
明
確
な

ま
ま
、と
に
か
く
振
り
返
り
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り
、
本
来
そ

の
授
業
時
間
の
中
で
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

梶
田
　
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
、自
分
自

身
を
支
え
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
本
当
に
こ

れ
か
ら
大
事
な
ん
で
す
が
、そ
こ
だ
け
を
切

り
離
し
て
考
え
て
し
ま
う
と
、本
来
の
学
び
、

学
習
活
動
を
阻
害
し
て
し
ま
う
面
も
出
て
く

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
ね
。

梶
田
　「
人
間
性
等
の
涵
養
」に
つ
い
て
の
評

価
に
関
し
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

子ども達の努力が、良い方向に向かっているのかどうかを先生方に見ていただきたい。（白井）

新
学
習
指
導
要
領
で
の「
評
価
」は
？ 

─

「
人
間
性
等
の
涵か

ん

養
」の
評
価
は

所
見
な
ど
へ
の
記
述
で

　
そ
う
し
た
先
生
の
お
気
持
ち
は
よ
く
わ
か

る
の
で
す
が
、
今
回
の
評
価
に
お
い
て
は
、

「
よ
り
よ
く
学
ぼ
う
」と
い
う
側
面
を
重
視

し
た
評
価
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。「
頑
張
っ
て
い
る
」と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
の
評
価
は
も
ち
ろ
ん
大
切

な
の
で
す
が
、そ
の
努
力
が
よ
い
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
を
子

ど
も
自
身
が
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

か
ど
う
か
―
い
わ
ゆ
る
メ
タ
認
知
が
で
き

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
が
―
そ
れ
を
、先
生
方
に
は
見
て

い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
点
が
、非
常
に
大

事
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。「
頑
張
り
」「
努

力
」は
確
か
に
大
切
で
す
ね
。し
か
し
そ
れ
が

長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
持
続
し
て
い
く
か
ど

う
か
が
大
切
で
し
ょ
う
。
小
学
校
で
身
に
つ

け
た
も
の
が
中
学
校
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、高
校
、大
学
で
も
生
き
な
く
て
は
な
ら

な
い
、あ
る
い
は
社
会
に
出
て
か
ら
ず
っ
と
生

涯
の
中
で
学
び
を
続
け
て
い
く
た
め
の
底
力

に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
た

め
に
は
、い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、「
頑
張

り
」を
も
う
一
度
自
分
で
振
り
返
っ
て
み
て
、

自
分
自
身
の
励
ま
し
方
、自
分
自
身
の
支
え

方
、自
分
自
身
の
方
向
付
け
の
仕
方
は
ど
う

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
、そ
の
中
で
不

得
手
の
部
分
を
自
分
自
身
で
ど
う
カ
バ
ー
で

き
る
の
か
、得
手
の
部
分
を
ど
う
生
か
し
て

しらい しゅん＊1976年埼玉県生まれ。東京大学法学部卒業。コロンビア大
学法科大学院修士課程修了。2000年文部省（当時）入省。生涯学習政
策局政策課専門調査官、徳島県教育委員会学校政策課課長、同教職員
課課長、同教育総務課課長、高等教育局大学振興課課長補佐、経済協
力開発機構（OECD）教育スキル局アナリストを経て現在、初等中等教育
局教育課程課教育課程企画室室長。
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白
井
　
人
間
性
に
つ
い
て
の
価
値
観
は
多
様

で
す
の
で
、
中
央
教
育
審
議
会
で
も
、い
わ

ゆ
る
観
点
別
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
評
価
か
ら
は
外
し
て

い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
、よ
り
よ
く

生
き
よ
う
と
す
る
面
だ
と
か
、他
者
に
対
す

る
思
い
や
り
や
配
慮
と
か
、そ
う
い
っ
た
こ

と
を
評
価
す
る
こ
と
自
体
は
大
切
で
す
か

ら
、個
人
内
評
価
と
い
っ
た
形
で
総
合
所
見

欄
な
ど
に
書
か
れ
る
文
章
で
の
評
価
が
基
本

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、こ
こ
に
も
課
題
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。通
知
表
は
文
章
で
書
く
こ
と
が
で

き
る
量
が
か
な
り
限
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

指
導
要
録
は
基
本
的
に
は
子
ど
も
の
目
に
触

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
が
個
人

内
評
価
を
ど
う
見
と
っ
た
か
、子
ど
も
の
成

長
や
、頑
張
っ
て
い
る
姿
に
対
す
る
声
か
け

や
励
ま
し
を
通
じ
て
伝
え
て
い
く
と
い
っ
た

こ
と
が
、「
人
間
性
等
の
涵か

ん

養
」の
中
で
は
重

要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　「
人
間
性
等
の
涵
養
」は
ち
ょ
う
ど

教
育
基
本
法
の
中
で「
人
格
の
完
成
」と
言

わ
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
、本
当
に
大
事

な
こ
と
で
す
し
、そ
れ
も
念
頭
に
置
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、「
こ
う
な
っ
た
か
ら
人

間
性
が
身
に
つ
い
た
」と
い
っ
た
こ
と
は
な
か

な
か
言
い
に
く
い
も
の
で
す
。「
こ
う
い
う
面

で
は
前
よ
り
も
し
っ
か
り
し
て
き
た
ね
」と

か
、「
こ
う
い
う
面
で
は
よ
り
豊
か
な
感
受
性

が
育
っ
た
ね
」と
か
、「
こ
う
い
う
面
で
は
、

人
の
気
持
ち
ま
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
ね
」な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
、発

達
段
階
に
応
じ
て
先
生
が
見
と
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
も
な
か
な

か
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。
観
点
別
に
、
と
い

う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
も
の
ね
。
総
合
所

見
等
で
記
述
的
に
、
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
を

書
き
留
め
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
に
な
り
ま

す
か
ね
。

白
井
　
基
本
的
に
は
そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、

指
導
要
録
も
様
式
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
が
。

白
井
　
小
学
校
の
指
導
要
録
に
お
い
て
は

従
前
か
ら
所
見
欄
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。も
ち
ろ
ん
書
く
こ
と
は
大
事
で
す
が
、一

方
で
指
導
要
録
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、な
か

な
か
子
ど
も
の
目
に
触
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、通
知
表
と
の
役
割
分
担

を
も
う
一
度
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、通
知
表
は
指

導
要
録
と
か
な
り
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
の
で
、
通
知
表
と
指
導
要
録
を
一
つ
の

「人間性等の涵養」についての評価は、「観点別」というわけにはいきませんね。（梶田）

教育ほっとにゅーす 1

新
学
習
指
導
要
領
で
の「
評
価
」は
？ 

─

指
導
要
録
と
通
知
表
は
、

一
体
化
も
視
野
に
入
れ
て

子どもたちの学習改善につなげる評価
　学習評価は、授業や子どもの学習改善に生かすことが大
切です。例えば、算数の評定が２と言われても、子どもたちも具
体的に何をどう改善したらよいのかわかりません。そのため、子
どもたちへの日常的なフィードバックを重視し、特に記録のため
の評価については、場面や頻度についても見直す方向です。
また、統合型校務支援システムの整備の推進、箇条書きを含
めて所見欄の記述の簡素化、指導要録（指導に関する記録）
と通知表を同一の様式とすることが可能であることの周知など
も提言されています。国立教育政策研究所の参考資料につ
いても、従来の資料では、ややもすれば毎時間、常に複数の
観点の評価を記録しなければならないように見受けられる部
分もありますので、こちらも見直していく予定です。

特別な配慮が必要な子どもの学びを支える評価
　子どもたち一人ひとりの状況に応じた評価方法や指導方法
を工夫することで、学習の改善につなげていくことが必要です。
障害のある児童生徒についての評価については、個別の指
導計画を活用していくことが大切です。不登校により学習状

況が十分把握できない児童生徒についても、不十分な資料
に基づいて安易に観点別評価や評定を行うのではなく、今後
の指導につながるような文章記述による評価も可能です。ま
た、今後、日本語指導が必要な児童生徒が増えていくことも想
定されますが、学習評価にあたっては、通級指導を担当する教
員の指導や評価に関する知見を生かしていくことも大切です。

「観点別評価」と「評定」双方の良さを生かす
　「評定」と「観点別評価」は二項対立でとらえられるべきもの
ではなく、それぞれの役割を考えて活用することが必要です。
評定については、教科等の全体を見渡して、得意、不得意が
明らかになります。「観点別評価」については、各教科等の中
での成果や課題がわかる、というそれぞれの役割があります。
逆に言えば、どちらも学習状況の一つの側面をとらえたものに
過ぎませんので、その役割を超えて、過度に重視するような使
い方は問題であるとも言えます。特に、高校入試で用いられる
内申書における「評定」の扱い方については、各高等学校の
入学者選抜の方針に基づいて、学力検査等も含めて全体の
中で、適切な用い方になっているか、見直しが求められます。

2020年度からの「評価」の具体的なポイントは？
対談後の平成30年12月17日に、「児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ」の第12回
会合が開催され、これまでの議論の整理が取りまとめられました。そこで改めて、白井室長に取り
まとめの内容をうかがいました。

もう少し
聞きたい

10＊評価の具体はどう変わる？



様
式
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
も
研
究
し
て
い
ま
す
。
制

度
的
に
は
い
ま
で
も
可
能
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、指
導
要
録
自
体
は
教
育
委
員
会
が
様
式

を
お
決
め
に
な
り
、作
成
さ
れ
る
も
の
で
す

し
、通
知
表
は
学
校
で
作
ら
れ
る
も
の
―

と
い
っ
た
事
情
も
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な

中
で
、も
し
条
件
が
う
ま
く
合
っ
た
場
合
に

は
両
者
を
統
合
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
あ
っ
て
も
い
い
の
か
と
。い
ま
そ
の
条

件
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

梶
田
　
指
導
要
録
と
い
う
の
は
学
校
の
記

録
で
あ
り
、同
時
に
い
ろ
い
ろ
な
証
明
な
ど

の
原
簿
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す

が
、そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
で
、
指
導
要

録
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、通
知
表
に
も

生
か
し
、子
ど
も
自
身
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

つ
な
が
る
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

白
井
　
そ
う
で
す
ね
。そ
れ
と
も
う
一
つ
感

じ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
指
導
要
録
は

ご
指
摘
の
よ
う
に
、本
来
正
式
な
記
録
の
原

簿
と
な
る
も
の
と
し
て
保
存
す
る
も
の
な
の

で
す
が
、
情
報
公
開
制
度
が
で
き
て
か
ら
、

先
生
方
も
指
導
上
の
機
微
に
触
れ
る
点
が

あ
る
と
書
き
づ
ら
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、

指
導
要
録
に
当
た
り
障
り
の
な
い
こ
と
し
か

書
け
な
く
な
っ
て
く
る
。
本
来
は
次
の
学
年

や
次
の
学
校
で
の
指
導
に
活
用
し
て
も
ら
う

と
い
う
趣
旨
も
あ
る
の
で
す
が
…
…
。
指
導

要
録
を
見
れ
ば
過
去
の
指
導
の
履
歴
が
わ
か

る
と
い
う
具
合
に
は
な
か
な
か
い
か
な
く

な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。そ
う
考

え
る
と
、指
導
要
録
の
在
り
方
も
見
直
す
時

期
に
来
て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

梶
田
　
そ
う
で
す
ね
。
と
は
い
え
、
指
導
要

録
を
書
く
の
も
な
か
な
か
労
力
が
い
り
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、で
き
れ
ば
簡

素
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

白
井
　
先
生
方
の
働
き
方
改
革
と
い
う
こ

と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。な
か
な
か
子
ど

も
の
目
に
触
れ
な
い
記
録
を
皆
さ
ん
頑
張
っ

て
書
い
て
い
た
だ
く
よ
り
は
、子
ど
も
に
う

ま
く
伝
わ
る
も
の
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
か
な
と
思
い
ま
す
。

梶
田
　
先
生
方
に
は
で
き
る
だ
け
子
ど
も

と
、生
で
触
れ
合
っ
て
い
た
だ
く
、言
葉
を
交

わ
す
、笑
顔
を
交
わ
す
、そ
う
い
う
時
間
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
多
く
し
て
ほ
し
い
で
す
か
ら

ね
。

白
井
　
観
点
別
評
価
や
指
導
要
録
の
所
見

欄
に
よ
る
評
価
は
、も
ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と

で
す
。た
だ
一
方
で
、子
ど
も
を
一
人
の
人
間

と
し
て
見
た
と
き
に
、そ
の
子
ど
も
に
将
来

の
日
本
を
背
負
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
な

力
が
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、観

　新しい学習指導要領のキーワードの一つに「主体
的・対話的で深い学び」があります。率直に言ってこれ
までの教育の中では、うっかりすると「学校で、先生の
おっしゃることを素直に聞いて、その通り理解したり、
やったりすればいい」といったところがありました。
　しかし、それじゃいけない、一人ひとりの子どもがもっ
と能動的にならなければならないんだということが、
新しい学習指導要領では打ち出されています。
　そういった中で、評価方法についての見直しだけで
なく、「評価を行うこと」自体が目的なのではなく、「子ど
ものさらなる成長につなげることが、評価の本当の目
的」という形成的評価の考えが強く打ち出されている
ことに感銘を受けました。

新しい学習指導要領が示す
「評価の本当の目的」

カジタは
カンジタ！

「通知表や指導要録を書くこと」だけが評価ではないはずです。（白井）

点
別
評
価
や
所
見
欄
の
記
述
だ
け
で
は
表

し
き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　「
評
価
」の
本
来
の
目
的
を
考
え
る
と
、や

は
り
先
生
方
に
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
を
よ

く
見
て
い
た
だ
い
て
、普
段
の
、日
常
の
生
活

の
中
で
子
ど
も
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
あ

げ
て
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

梶
田
　
通
知
表
や
指
導
要
録
の
面
で
表
現

で
き
る
部
分
も
あ
る
け
れ
ど
、日
常
的
に
子

ど
も
一
人
ひ
と
り
の
姿
を
き
ち
ん
と
と
ら
え

て
い
た
だ
い
て
、そ
れ
を
次
の
指
導
に
生
か

し
、子
ど
も
に
も
奮
起
し
て
も
ら
う
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

　「
こ
れ
だ
け
指
導
し
て
お
け
ば
い
い
」と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、子
ど
も
の
、今
の
目
の

前
の
姿
と
の
対
話
の
中
で
、教
育
を
進
め
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
ょ
う

か
。

白
井
　
そ
う
で
す
ね
。指
導
要
録
や
通
知
表

を
書
く
こ
と
だ
け
が
本
当
の
評
価
で
は
な
い

は
ず
で
す
。
子
ど
も
が
ど
ん
な
人
に
育
っ
て

い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
か
な
と
思
い

ま
す
。

＊11 評価の具体はどう変わる？


