
梶
田　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校

で
の
全
面
実
施
が
、い
よ
い
よ
目
前
に
迫
っ

て
き
ま
し
た
。

板
倉　

そ
う
で
す
ね
。今
回
の
学
習
指
導

要
領
改
訂
は
、中
央
教
育
審
議
会
に
お
い
て

４
７
０
名
を
超
え
る
専
門
家
や
有
識
者
の

方
々
に
よ
る
、４
４
０
時
間
以
上
に
も
及
ぶ

審
議
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

現
在
の
日
本
の
教
育
に
必
要
で
あ
る
と
自

信
を
も
っ
て
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
今
回
の
改
訂
で
は
、そ
の
学
習
に
よ
っ

て「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」と
い
う

こ
と
を
前
面
に
示
し
て
い
る
点
が
大
き
な

特
徴
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

学
習
指
導
要
領
改
訂
と
い
う
と
、ど
う

し
て
も
学
習
の
内
容
の
変
化
が
話
題
に
な

り
が
ち
で
す
が
、今
回
は「
何
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
か
」と
い
う
点
が
非
常
に
重
視
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

梶
田　

確
か
に
こ
れ
ま
で
は「
何
を
学
ぶ
か
」

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

今
回
は
、「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」も
大
切

に
さ
れ
て
い
ま
す
。

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

新
学
習
指
導
要
領

ま
ず
お
さ
え
る
べ
き
こ
と
は

2020年4月、いよいよ新学習指導要領が小学校で全面実施となり、新しい教科書を使った授業がスタートします。そこで、文部
科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室の板倉 寛室長に、改めて新学習指導要領の理念と、学校現場で関心の深い

「評価」について聞きます。また12ページでは、新学習指導要領における学習評価の在り方を改めて整理します。
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いよいよ全面実施 新学習指導要領
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ま
た
、「
主
体
的・対
話
的
で
深
い
学
び
」

の
視
点
か
ら
の
授
業
改
善
と
、学
び
の
成
果

と
し
て「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」。こ

の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
の
ど
れ
を
も
大
切
に
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

板
倉　

は
い
。ま
ず
そ
こ
を
お
さ
え
て
い
た

だ
く
こ
と
が
、大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

板
倉
室
長
は
こ
れ
ま
で
、ロ
ン
ド
ン

に
赴
任
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
ね
。

　

私
は
と
き
ど
き
思
う
の
で
す
が
、こ
れ
ま

で「
日
本
の
教
育
は
」と
か「
海
外
で
は
」と

い
っ
た
言
い
方
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、い

ま
、日
本
の
子
ど
も
が
身
に
つ
け
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、実
は
ロ
ン
ド
ン

の
子
ど
も
も
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
の
子
ど
も
も
身

に
つ
け
て
お
く
べ
き
こ
と
。あ
る
い
は
パ
リ
、

北
京
、ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
…
…
と
、ど
こ
の
国
、

ど
こ
の
街
の
子
ど
も
に
も
共
通
し
て
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
そ
う
い
っ
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
も
っ
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

改
革
や
、内
容
の
改
善
と
いっ
た
こ
と
も
行

わ
れ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
ロ
ン
ド
ン
に
赴
任
さ
れ
て
い
た
経
験
も
踏

ま
え
て
、板
倉
室
長
は
こ
の
あ
た
り
の
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

板
倉　

は
い
、英
国
に
は
３
年
７
か
月
お
り
、

英
国
の
良
さ
、ま
た
日
本
の
良
さ
を
い
ろ
い
ろ

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

英
国
の
良
さ
と
し
て
、特
に
ロ
ン
ド
ン
の

良
さ
と
言
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

最
も
強
く
感
じ
た
の
は「
多
様
性
の
尊
重
、

寛
容
さ
」と
いっ
た
こ
と
で
し
た
。

　
ロ
ン
ド
ン
で
は
、例
え
ば
普
通
の
公
立
学
校

の
中
に
も
、60
か
国
以
上
も
の
国
か
ら
や
って

き
た
子
ど
も
た
ち
が
通
っ
て
い
る
学
校
も

あ
り
ま
す
。外
国
人
の
子
ど
も
の
ほ
う
が

ず
っ
と
多
い
学
校
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

で
す
が
、そ
う
いっ
た
学
校
で
も
、非
常
に
う

ま
く
包
括
的
な
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。学

校
に
限
ら
ず
そ
う
いっ
た
文
化
が
英
国
、特

に
ロ
ン
ド
ン
に
は
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、英
国
の
学
校
を
見
た
こ
と
に

よ
っ
て
改
め
て
気
づ
い
た
日
本
の
学
校
の
良

さ
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。そ
の
中
で

最
も
大
き
か
っ
た
の
は
、学
校
に
お
け
る
教

育
環
境
の
良
さ
で
す
。英
国
で
は
、学
校
の

廊
下
に
ゴ
ミ
が
落
ち
て
い
た
り
、ト
イ
レ
に

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が
散
乱
し
て
い
た
り

と
いっ
た
光
景
も
よ
く
見
ま
し
た
。ま
た
授

業
に
遅
刻
し
て
く
る
子
ど
も
も
数
多
く
い

る
な
ど
、授
業
に
お
け
る
規
律
が
と
れ
て
い

な
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、校
内
の
清
掃

も
行
き
届
い
て
い
る
し
、時
間
を
守
る
と
いっ

た
習
慣
も
よ
く
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。こ
れ

は
日
頃
の
先
生
方
の
指
導
の
た
ま
も
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、こ
う
い
っ
た
こ
と
の
積
み

重
ね
で
、子
ど
も
た
ち
が
落
ち
着
い
て
学
習

に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
学
校
の
環
境

と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
だ
な

と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

も
う
一つ
、英
国
と
日
本
の
学
校
制
度
の

大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。日
本
で
は
ど
の

公
立
小
中
学
校
に
就
学
す
る
か
は
、居
住

地
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

一
方
英
国
の
都
市
部
で
は
、ど
の
公
立
学
校
に

通
う
の
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
良
さ
も

あ
り
ま
す
が
、反
面
、一
部
の
公
立
学
校
―

例
え
ば
外
部
評
価
が
良
か
っ
た
と
か
、学

力
調
査
の
結
果
が
良
か
っ
た
と
いっ
た
学
校

に
人
気
が
集
中
し
て
し
ま
う
と
いっ
た
こ
と

も
起
こ
り
ま
す
。そ
の
結
果
、家
の
近
所
の

学
校
が
た
ま
た
ま
人
気
校
で
入
学
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、わ
ざ
わ
ざ
離
れ
た
学
校
ま
で

通
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
か
、第
２
希
望

ど
こ
ろ
か
第
４
希
望
、第
５
希
望
の
学
校
に

通
う
こ
と
に
な
り
、入
学
は
し
た
も
の
の
転

校
希
望
を
何
度
も
出
し
続
け
る
と
い
っ
た

こ
と
も
珍
し
く
な
い
よ
う
で
す
。

　

こ
う
いっ
た
環
境
の
中
で
ど
う
し
て
も
学

子どもたちが身につけておくべきことは、どの国にも共通して求められているのでは。（梶田）

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

改
め
て
感
じ
る

日
本
の
教
育
の
良
さ

教育ほっとにゅーす

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、日本人間教育学
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に
つ
い
て
は
、先
ほ
ど
梶
田
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
共
通
の
方
向
に
向
か
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
１
９
年
５
月
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
よ
り
出
さ

れ
た
ラ
ー
ニ
ン
グ・コ
ン
パ
ス
２
０
３
０
を
見
て

も
、資
質・能
力
に
つ
い
て
は
、日
本
の
資
質・

能
力
の
三
要
素
と
共
通
点
の
多
い
も
の
に

な
っ
て
い
ま
す
。グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
だ
こ

と
に
よ
っ
て
、教
育
に
関
し
て
ど
の
国
に
も

共
通
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。そ
う
いっ
た
中
で
、日
本
の
教
育

に
つ
い
て
も
国
際
的
な
観
点
に
基
づ
い
て
き

ち
ん
と
比
較
を
行
い
、優
れ
て
い
る
点
は
し
っ

か
り
伸
ば
し
、学
ぶ
べ
き
こ
と
は
学
ん
で
い

く
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
に
は「
前

文
」が
つ
き
ま
し
た
。前
文
の
中
で
日
本
の

学
校
教
育
に
つ
い
て
の「
ビ
ジ
ョ
ン
」が
き
ち

ん
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
と
て
も
大

き
な
変
化
だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
場
の
先
生
方
に
も
こ
の「
前
文
」を
も

う
一
度
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、そ
の
上
で
新
し

い
学
習
指
導
要
領
、そ
し
て
新
し
い
教
科

書
と
向
き
合
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

板
倉　

　

学
習
指
導
要
領
は
、確
か
に
法
規
性
が

あ
り
ま
す
が
、事
細
か
く
規
定
し
て
い
る
と

い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、大
綱
的
な

も
の
で
す
。つ
ま
り
、か
な
り
の
部
分
に
つ
い

て
現
場
の
先
生
方
の
裁
量
性
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。教
科
書
を
指
導
の
中
で
ど

の
よ
う
に
活
用
す
る
か
、教
科
書
以
外
に

ど
う
い
う
教
材
を
使
う
か
、ど
う
い
う
教
え

方
を
す
る
か
と
いっ
た
こ
と
は
、学
習
指
導

要
領
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、先
生
方
が
自

由
に
創
意
工
夫
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
授

業
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
、本
来

の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ「
前
文
」

も
含
め
て
学
習
指
導
要
領
を
し
っ
か
り
と

読
ん
で
い
た
だ
き
、土
台
と
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

教
師
と
い
う
仕
事
は
、教
育
の
プ
ロ
フ
ェッ

シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
って
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。我
々
と
し
て
も
そ
こ
を
し
っ
か

り
と
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

梶
田　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
話

題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
も
先
ほ
ど

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た「
先
生
方
の
裁
量
性
」と

関
係
し
て
い
ま
す
ね
。

学習指導要領は、かなりの部分で現場の先生方の裁量性が認められています。（板倉）

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

指
導
要
領
を
土
台
に

先
生
方
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
て

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

決
し
て
新
し
い
概
念
で
は
な
い

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

校
間
格
差
が
生
じ
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。ま

た
、子
ど
も
の
自
宅
の
地
域
と
学
校
の
地

域
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
増
え
る
た
め
、

「
学
校
と
地
域
が
一
体
に
な
っ
た
教
育
」が

難
し
く
な
る
点
も
気
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、学
校
給
食
の
配
膳
や
教
室
の
清

掃
が
児
童・生
徒
に
よ
り
教
育
活
動
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
の
も
日
本
な
ら
で
は
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
英
国
と
日
本
と
を
比
較
し

て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、日
本
の
学
校
教
育

が
い
ま
ま
で
進
ん
で
き
た
積
み
重
ね
の
素

晴
ら
し
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

梶
田　

な
る
ほ
ど
。こ
れ
ま
で「
日
本
の
学

校
教
育
は
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
問
題
だ
」

と
批
判
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
が
、実
は
日
本
の
学
校
が

守
っ
て
き
た
伝
統
的
な
良
さ
も
あ
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
と
い
っ

た
節
目
に
、こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
良
さ

に
つ
い
て
も
再
確
認
し
、そ
れ
を
強
め
、さ
ら

に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
も

大
切
で
す
ね
。

板
倉　

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　
い
ま
教
育
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
は

日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。世
界
各
国

が
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。特
に
資
質
・
能
力

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

いたくら ひろし＊一橋大学法学部卒業。政策研究大学院大学修士（公共政
策）。平成11年文部省入省。体育課、学校健康教育課、教育課程課係長、
特別支援教育課課長補佐、初等中等教育企画課課長補佐、内閣官房副長
官補室参事官補佐、島根県教育委員会総務課長、在英国日本国大使館参
事官等を経て現職。
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て
、評
価
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
声
も

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

板
倉　

は
い
、確
か
に
皆
さ
ん
関
心
を
も
た

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

評
価
に
関
し
て
は
い
ま
、「
指
導
と
評
価

の
一
体
化
」と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
い
わ
れ
て

い
ま
す
。こ
れ
は
、今
回
の
学
習
指
導
要
領

改
訂
の
前
か
ら
い
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
す
が
、新
し
い
学
習
指
導
要
領

と
の
関
連
で
、い
ま
そ
の
大
切
さ
が
改
め
て

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
育
成
を
目
指

す
資
質・能
力
を「
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
」の
三
つ
の
柱
と
し
て
い
ま
す
。

そ
う
いっ
た
中
で
評
価
も
三
観
点
で
行
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
し
て

評
価
し
た
こ
と
を
指
導
に
結
び
つ
け
て
さ
ら

に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
過
度
に
依
存
し
た
評

価
や
、簡
単
に
見
と
れ
る
部
分
だ
け
で
の
評

価
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、指
導
と
評
価
が
切

り
離
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

評
価
と
は
本
来
、子
ど
も
た
ち
の
学
習

改
善
や
教
師
の
指
導
改
善
に
つ
な
が
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
目
的
を

再
認
識
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

評
価
に
も
、さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
ま

す
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
特
性
が
あ
り
、良
さ
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
よ
る

評
価
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
も
大
切
な
評

価
方
法
で
す
。そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
だ

け
で
評
価
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

評
価
の
目
的
と
い
う
も
の
を
も
う
一
度
と

ら
え
直
し
た
上
で
、ど
の
評
価
方
法
を
と
る

の
か
、ど
う
組
み
合
わ
せ
て
い
く
の
か
と
いっ

た
こ
と
を
、先
生
方
に
は
ぜ
ひ
工
夫
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

資
質・能
力
の
三
つ
の
柱
と
い
い
ま
す

が
、そ
れ
は
単
純
に
横
並
び
に
三
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。種
類
も

性
格
も
レ
ベ
ル
も
異
な
る
三
つ
で
す
か
ら
、

子
ど
も
の
実
態
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
当
然
な
わ
け
で
す
。先
生

方
が
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、そ
の
こ
と
を

ぜ
ひ
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

板
倉　
い
ま
、資
質・能
力
の
三
つ
の
柱
と
い

う
お
話
が
出
ま
し
た
。学
習
指
導
要
領
が

新
し
く
な
っ
て
、毎
時
間
の
授
業
に
こ
の
三

つ
の
柱
を
盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
お
考
え
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す

が
、そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
三
つ

の
柱
の
す
べ
て
を
、常
に
一つ
の
授
業
に
お
し

板
倉　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、

子
ど
も
た
ち
が
資
質・能
力
を
身
に
つ
け
る

上
で
、や
は
り
非
常
に
重
要
な
手
段
だ
と

思
い
ま
す
。

　

た
だ
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

い
う
と
新
し
く
で
て
き
た
も
の
と
い
う
印
象

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、実
は
そ
う
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、校
長
や
管
理

職
だ
け
が
取
り
組
む
も
の
と
考
え
て
い
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
も
違
う
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、学
級
経
営
で
い
え
ば
、ど
の
担

任
の
先
生
も
、一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
を
見

な
が
ら
こ
の
学
級
を
ど
の
よ
う
に
良
く
し

て
い
き
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
お
考
え
が
、

各
教
科
の
授
業
づ
く
り
や
学
級
活
動
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、さ
ま
ざ
ま
な
形
で
表

れ
て
き
ま
す
。そ
こ
に
先
生
方
の
裁
量
が
発

揮
さ
れ
ま
す
。と
て
も
大
雑
把
な
言
い
方
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、こ
れ
が
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。そ
う
考
え
る
と
、カ
リ
キ
ュ

ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
は
学
校
に

お
け
る
教
育
活
動
に
根
差
し
、そ
の
質
の
向

上
を
目
指
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り

に
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
行
い
、ど
の
よ

う
な
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
を
、現
場
の
先
生
方
か
ら
校
長
先
生
ま

で
、学
校
全
体
を
チ
ー
ム
と
し
て
と
ら
え
、

例
え
ば
学
校
の
教
育
目
標
と
いっ
た
も
の
と

し
て
共
有
化
し
た
上
で
子
ど
も
た
ち
の
成

長
と
い
う
形
で
し
っ
か
り
と
具
現
化
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
、非
常
に
大
切
に
な
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
が
、大
き
な
意
味
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
目
指
し
て
い
る
も
の
だ
と

と
ら
え
て
い
ま
す
。

梶
田　

現
場
の
先
生
方
か
ら
は
、新
し
い
学

習
指
導
要
領
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

資質・能力の三つの柱は、単純に横並びに三つあるということではないですね。（梶田）

教育ほっとにゅーす

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

多
様
な
評
価
で

多
面
的
な
評
価
を

新
学
習
指
導
要
領 

全
面
実
施
！ 

─

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

前
提
と
し
た
評
価
が
大
切
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込
む
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

大
切
な
こ
と
は
、こ
の
単
元
を
通
し
て
ど

の
よ
う
な
資
質・能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、こ
の
授
業
で
は
ど
の

部
分
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

―
と
いっ
た
こ
と
を
明
確
に
も
つ
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。そ
の
上
で
、い
か
に
資
質・能
力

の
全
体
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、

そ
う
い
う
授
業
を
短
中
長
期
を
見
渡
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、さ
ら
に
そ
れ
を
ど

う
し
た
ら
評
価
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
。資
質
・

能
力
の
三
つ
の
柱
の
う
ち
、特
に「
学
び
に

向
か
う
力
、人
間
性
等
」に
つ
い
て
は
、１
時

間
の
授
業
だ
け
で
評
価
す
る
こ
と
は
難
し

い
し
、場
合
に
よ
っ
て
は
一
つ
の
単
元
で
見
る

こ
と
も
難
し
い
。学
期
単
位
で
も「
大
丈
夫

か
な
」と
思
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。や

は
り
、せ
め
て
１
年
を
通
し
て
、「
学
び
に
向

か
う
た
め
の
こ
う
い
う
力
が
伸
び
て
き
た

な
」と
か
、人
間
性
と
し
て「
こ
う
い
う
と
こ

ろ
に
も
気
づ
く
こ
と
が
少
し
ず
つ
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
な
」と
いっ
た
こ
と
を
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

板
倉　

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。評
価
に
お

い
て
は
正
確
性
や
客
観
性
は
当
然
大
切
な

の
で
す
が
、そ
れ
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、例

え
ば
現
行
の「
関
心・意
欲・態
度
」を
評
価

す
る
た
め
に
手
を
挙
げ
た
回
数
を
カ
ウ
ン

ト
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
評
価
を
す
る
と

いっ
た
こ
と
は
、趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
た
、記
録
に
つ
い
て
も
大
切
で
は
あ
り

ま
す
が
、毎
時
間
毎
時
間
非
常
に
丁
寧
に
記

録
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
普
段
か
ら
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
っ
た
く
な
い
中
で

学
期
末
や
学
年
末
に
な
っ
て
急
に「
あ
な
た

の
評
価
は
こ
れ
で
す
」と
告
げ
る
こ
と
が
適

切
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
。そ
れ
ま
で
に
子
ど

も
た
ち
と
先
生
と
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
、ど
れ
だ
け
客
観
的
な

積
み
上
げ
に
よ
る
評
価
だ
っ
た
と
し
て
も
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は「
本
当
に
自
分
の

こ
と
を
見
て
く
れ
た
結
果
の
評
価
な
の
だ
ろ

う
か
」と
い
う
疑
問
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

や
は
り
、普
段
か
ら「
君
は
、こ
う
い
う
と

こ
ろ
が
い
い
ね
。
も
っ
と
伸
ば
し
て
み
た
ら
」

と
か
、「
こ
こ
を
も
う
少
し
が
ん
ば
っ
た
ら
、

も
っ
と
良
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」と
い
っ

た
声
が
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す

し
、こ
れ
に
よ
っ
て
先
生
と
子
ど
も
と
の
間

で
、い
わ
ば「
評
価
方
針
の
共
有
化
」が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
は
、ど
う
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
授

業
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
子
ど

も
た
ち
に
伝
わ
り
、同
時
に
、子
ど
も
自
身

が
、「
い
ま
自
分
は
ど
の
程
度
達
成
で
き
て
い

る
の
か
」と
い
っ
た
こ
と
を
自
分
で
把
握
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、評
価
に
お
い
て

は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

梶
田　

そ
う
い
う
先
生
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
、子
ど
も
た
ち
の
次
の
学
び
、次
の

や
る
気
に
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。と
同
時
に
、

そ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
ま

ま
の
客
観
的
な
指
導
、客
観
的
な
評
価
に
は

問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

板
倉　

そ
う
で
す
ね
。コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
な
い
状
態
で
は
、子
ど
も
た
ち
か
ら
見
る

と
先
生
は
、と
て
も
遠
い
存
在
に
な
っ
て
し

ま
う
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
遠
い
存
在

の
先
生
か
ら
の
評
価
で
は
、子
ど
も
た
ち
は

な
か
な
か
自
分
の
こ
と
と
し
て
は
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

子
ど
も
た
ち
に
対
し
て「
私
は
あ
な
た
を

評
価
す
る
存
在
だ
」と
い
う
こ
と
を
強
調
す

る
の
で
は
な
く
、こ
の
先
生
は
自
分
の
こ
と

を
よ
く
見
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
信
頼
が

あ
っ
て
こ
そ
、通
知
表
を
受
け
取
っ
た
と
き

に
、「
あ
の
先
生
が
こ
う
言
う
の
な
ら
、も
っ

と
こ
う
し
て
み
よ
う
」と
い
う
子
ど
も
の
成

長
に
も
つ
な
が
り
、子
ど
も
の
学
習
改
善
と

い
う
学
習
評
価
の
目
的
に
か
な
う
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　学習指導要領が新しくなるいま、何がどう変わる
のか、新しくなるのか、といったことにどうしても目
がいってしまいがちです。
　しかし、例えば日本の教育の仕組み、学級運営、
そして評価など、これまでの日本の学校教育の中で
大切にしてきたことが変わるわけではない、むしろ、
それらをこれまで以上に大切にしながら、新しい
時代に対応していく学習指導要領と向き合うこと
が大切なのではないか……。
　新学習指導要領が全面実施となり、新しい教科
書を使った授業が始まるいま、このことをもう一度
確認しておきたい。そんなことを改めて思いました。

新学習指導要領
全面実施だからこそ
大切にしていくものを
再確認

カジタは
カンジタ！

先生と子どもとの間で「評価の共有化」ができていることが大切だと思います。（板倉）

※�P9�ラーニング・コンパス2030…ＯＥＣＤが提唱するEducation2030内で
「2030年に向けた学習枠組み」を示す図。
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教育ほっとにゅーす

新学習指導要領における学習評価の在り方

■各教科における評価の基本構造

　2020年度から小学校で全面実施となる新学習指導要領の目標及び内容が資質・能力の三つの柱（「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」）で再整理されたことを踏まえ、観点別学習状況の評価の観点
については、下の図のように、各教科を通じて3観点に整理されました。

■評価の観点の整理（各教科を通じて3観点に）

知識・
技能

思考・
判断・
表現

主体的に
学習に
取り組む
態度

個人内評価の対象となるものについては、児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう、日々の教育
活動等の中で児童生徒に伝えることが重要です。特に、「学びに向かう力、人間性等」のうち「感性や思いやり」な
ど児童生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況などを積極的に評価し児童生徒に伝えることが重要です。

感性、思いやりなど

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

学習指導要領に示す目標や内容

観点別学習状況評価の各観点
●観点ごとに評価し、児童生徒の学習状況を分析的に捉えるもの
●観点ごとにＡＢＣの3段階で評価

●観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。
●3段階で評価（小学校低学年は行わない。中学校、高校は5段階）

●�観点別学習状況の評価や評定
には示しきれない児童生徒の一
人一人のよい点や可能性、進歩
の状況について評価するもの。

評　定 個人内評価

学びに向かう力、人間性等

知識・技能
各教科等における学習の過程を
通した知識及び技能の習得状況
について評価を行うとともに、そ
れらを既有の知識及び技能と関
連付けたり活用したりする中で、
他の学習や生活の場面でも活用
できる程度に概念等を理解した
り、技能を習得したりしているか
を評価します。

思考・判断・表現
各教科等の知識及び技能を活用
して課題を解決する等のために
必要な思考力、判断力、表現力等
を身に付けているかどうかを評
価します。

主体的に学習に
取り組む態度

知識及び技能を獲得したり、思
考力、判断力、表現力等を身に付
けたりするために、自らの学習状
況を把握し、学習の進め方につい
て試行錯誤するなど自らの学習
を調整しながら、学ぼうとしてい
るかどうかという意思的な側面
を評価します。

　「学びに向かう力、人間性等」には、
①��「主体的に学習に取り組む態度」として観点別評価（学習
　�状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分
②��観点別評価や評定にはなじまず、こうした評価では示し
きれない部分
―があります。そのため②の部分に関しては、個人内評価
を通じて見取ることになります。

※「学習評価の在り方ハンドブック」（文部科学省�国立教育政策研究所教育課程研究センター）をもとに構成しました。
　詳しくは、国立教育政策研究所ウェブサイト（http://www.nier.go.jp/）を参照してください。

12＊いよいよ全面実施 新学習指導要領　いまおさえておきたい「理念」と「評価」



指導要録の記入はバッチリ!!
●Q&A形式でわかりやすい●

時代の変化に応じた
●具体的な記入方法を掲載●

  通知表の作成にも使える
●教科・観点ごとの文例●

例）編入学等の欄の記入方法

●A4判／128ページ
●定価  本体1,364円  +税

●A4判／160ページ
●定価  本体1,818円  +税

例）算数 第2学年

　　 業務の効率化をサポート!!

新年度
直前 すぐに使える指導資料

2020年2月発刊予定

新指導要録
対応

学 校小

編集可能

CD-ROM付き

例）「保護者」の欄の記入方法と解説

梶田 叡一 監修
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