
授
業
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を

し
て
い
る
か

評
価
は
何
の
た
め
な
の
か　

生
徒
に
ど
ん
な
力
を
育
む
か
と
い
う
視
点
で
授
業
を
改
善
し
て
い
く
と
き
、
学
習
評
価
と
一
体
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

平
成
31
年
1
月
21
日
、
新
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
「
児
童
生
徒
の
学
習
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て（
報
告
）」が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
と
り
ま
と
め
た
中
央
教
育
審
議
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
主
査
を
務
め
た
市
川
伸
一
先
生
に
、

学
習
評
価
か
ら
考
え
る
授
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ〝
授
業
〞と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
知
識
を
得
る
だ
け
な
ら
、
書

物
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
一
人
で
の
学
び
の
限
界
が
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
超
え
る
た
め
に
学
校
が
あ
り
、

授
業
が
あ
る
は
ず
で
す
。
生
徒
と
教
師
が

「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
共
有
す
る
授
業
で

し
か
で
き
な
い
、
有
意
義
な
学
び
が
で
き
て

い
る
か
。
そ
こ
に
、
授
業
改
善
の
方
向
性

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

私
は
心
理
学
の
研
究
者
で
す
が
、
こ
れ

ま
で
全
国
各
地
の
小
・
中
・
高
校
の
授
業

実
践
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
30
年
前
、

地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
心
理
学
を

活
用
し
た「
学
習
相
談
室
」
を
始
め
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
す
。
こ
の
実
践
か
ら
見
え
て

き
た
子
ど
も
た
ち
の
学
習
の
悩
み
か
ら
、

学
校
の
授
業
に
も
課
題
感
を
も
ち
、
教
師

が
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
た
う
え
で
問
題

解
決
や
討
論
を
行
う
、「
教
え
て
考
え
さ
せ

る
授
業
」
と
い
う
授
業
法
を
提
案
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
年
間
50
件
以

上
の
学
校
の
教
員
研
修
や
講
習
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
現
場
の
先
生
方
と
一
緒
に

授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
多
く
の
授
業
を
見
て
き
た
な

か
で
最
も
も
ど
か
し
く
思
う
の
が
、
生
徒

に
求
め
る
発
言
が「
セ
ン
テ
ン
ス
」で
は
な
く

「
単
語
」で
あ
る
授
業
で
す
。
先
生
が
説
明

し
た
こ
と
に
つ
い
て「
こ
れ
を
何
と
言
い
ま
す
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単
語
で
答
え
ら
れ
る
問
い
は

社
会
に
は
存
在
し
な
い



か
？
」
と
問
い
か
け
、
生
徒
は「
日
米
和
親

条
約
」「
質
量
保
存
の
法
則
」
な
ど
と
単
語

で
答
え
る
…
。
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
に
単

語
を
求
め
ら
れ
る
問
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
と
す
れ
ば
ク
イ
ズ
ぐ
ら
い
で
す
。

　

社
会
で
は
む
し
ろ
、
物
事
の
意
味
や
意

義
な
ど
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と

の
ほ
う
が
重
要
で
す
。
そ
れ
な
ら
授
業
で

の
問
い
も
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

教
育
と
は
元
来
、
教
科
特
有
の
知
識
や

技
能
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
学
び
方

や
人
と
の
関
わ
り
、
問
題
解
決
や
新
し
い
も

の
を
生
み
出
す
方
法
な
ど
、
社
会
で
生
き

る
力
の
育
成
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
す
。

近
年
の
学
校
教
育
法
や
学
習
指
導
要
領
で

も
、
改
め
て
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
の
目

的
を
置
き
去
り
に
し
、
授
業
の
形
だ
け
変

え
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
と
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
ブ
ー
ム
が
落
ち
着
い
た
今
、
多

く
の
先
生
方
は
気
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

社
会
で
役
立
つ
ど
ん
な
資
質
・
能
力
を
育
て

た
い
か
。
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
授
業
を

行
う
か
。
そ
こ
が
授
業
改
善
の
出
発
点
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
学
習
評
価
は
何
の
た
め
に
あ
る
の

か
。
平
成
28
年
12
月
の
中
央
教
育
審
議
会

答
申
、
平
成
29
年
３
月
の
学
習
指
導
要
領

の
改
訂
を
受
け
て
中
央
教
育
審
議
会
の
中

に
設
置
さ
れ
、
私
が
主
査
を
務
め
た
「
児

童
生
徒
の
学
習
評
価
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
」で
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
い
に
立
ち

返
っ
て
議
論
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
各
方
面
か
ら
の
意
見
聴
取
や
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
も
幅
広
く
参
考
に
し
ま

し
た
。
な
か
で
も
有
意
義
だ
っ
た
の
が
、
高

校
生
や
大
学
生
、
新
社
会
人
を
お
呼
び
し

て
、
評
価
さ
れ
る
側
の
意
見
を
聞
い
た
こ
と

で
す
。
通
知
表
の
数
字
で
示
さ
れ
る
だ
け

で
、
な
ぜ
「
３
」
な
の
か
、
何
が
よ
く
て
何

が
不
足
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

改
善
の
し
よ
う
が
な
い
。
彼
ら
か
ら
は
そ
ん

な
不
満
も
聞
か
れ
、
も
っ
と
も
な
意
見
だ

と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
ス
ポ
ー
ツ
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
練
習
中
、コ
ー
チ
は
選
手
に
対
し
て「
今

の
や
り
方
は
良
か
っ
た
よ
」「
も
っ
と
こ
う
し

て
み
た
ら
ど
う
か
」
な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
し

ま
す
。
さ
ら
に
、
大
会
や
試
合
で
タ
イ
ム
や

勝
敗
が
出
た
ら
、
な
ぜ
そ
の
結
果
に
な
っ
た

か
を
選
手
と
コ
ー
チ
で
振
り
返
り
、
日
常

的
な
練
習
を
改
善
し
て
い
き
ま
す
。

　

教
科
の
学
習
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言

え
そ
う
で
す
。
学
期
に一
度
、
数
字
の
評
価

を
行
う
だ
け
で
な
く
、
小
テ
ス
ト
や
定
期
テ

ス
ト
、
課
題
レ
ポ
ー
ト
の
返
却
な
ど
の
機
会

に
、
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
良
く
な
る
か
の
検

討
は
重
要
で
す
。
例
え
ば
、
テ
ス
ト
を
返

却
し
た
際
に
自
己
分
析
と
改
善
策
を
シ
ー

ト
に
書
く
よ
う
指
導
し
、
今
後
に
生
か
す

教
訓
を
引
き
出
す
支
援
を
す
る
と
い
っ
た

方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
学
習
プ

ロ
セ
ス
に
着
目
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
も
い

い
か
ら
評
価
を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
生
徒

の
力
を
も
っ
と
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
生
徒
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
見
つ
め

る
こ
と
は
、
教
師
に
と
っ
て
は
授
業
改
善
の

た
め
の
情
報
を
得
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
学
ん
だ
知
識
に
つ
い
て
生
徒
同
士

が
説
明
し
合
う
ペ
ア
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
る

と
、
そ
の
様
子
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
生

徒
の
理
解
度
や
躓
き
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
り
、

こ
の
ま
ま
進
め
て
い
い
の
か
、
再
度
説
明
が

必
要
か
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、

授
業
の
最
後
に
、
生
徒
に「
今
日
の
授
業
で

わ
か
っ
た
こ
と
・
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ

と
」
を
記
入
し
て
も
ら
う
と
、
次
の
授
業

改
善
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
習
評
価
と
は
、
通
知

学
校
で
、ク
ラ
ス
で
、先
生
か
ら
学
び

仲
間
と
も
学
ぶ
意
味
は
何
か

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」で
示された学習評価の基本図1

①児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

②教師の指導改善につながるものにしていくこと 

③これまで慣行として行われてきたことでも、
　必要性・妥当性が認められないものは見直していくこと

評
価
さ
れ
る
側
の
声
を
聞
き

姿
を
見
つ
め
て
い
く

「生徒にこうなってほしい」から創る 明日の授業
授業でしかできないことをしているか 評価は何のためなのか
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化
は
、
観
点
別
評
価
が
「
関
心
・
意
欲
・

態
度
」「
思
考
・
判
断
・
表
現
」「
技
能
」「
知

識
・
理
解
」の
４
観
点
か
ら
、
新
学
習
指
導

要
領
に
お
け
る
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
に

対
応
す
る「
知
識
・
技
能
」「
思
考
・
判
断
・

表
現
」「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
」の
３
観
点
と
な
っ
た
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
高
校
に
も
こ
の
観
点
別
評
価

を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小
学

校
か
ら
高
校
ま
で
一
貫
し
て
資
質
・
能
力
の

育
成
を
重
視
す
る
と
い
う
強
い
姿
勢
の
現

れ
と
い
え
ま
す
。
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
の
み
に

頼
っ
て
評
価
し
て
き
た
高
校
で
は
、
評
価
方

法
の
見
直
し
は
避
け
て
通
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
３
観
点
で
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
知
識
・
技
能
」
を

評
価
す
る
に
は
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
も
そ
の

材
料
に
な
る
の
で
す
が
、
事
実
的
な
知
識

の
習
得
を
問
う
問
題
だ
け
で
な
く
、
文
章

で
説
明
を
求
め
る
よ
う
な
知
識
の
概
念
的

理
解
を
問
う
問
題
も
大
切
で
す
。

 
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」は
、
評
価
の
材
料

と
し
て
論
述
や
レ
ポ
ー
ト
、
作
品
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
既
に
こ
う
し
た
活
動
を
授

業
に
取
り
入
れ
て
い
る
先
生
は
多
い
で
し
ょ

う
が
、
評
価
に
も
組
み
入
れ
て
い
く
必
要

ど
ん
な
生
徒
像
を
描
い
て
い
る
か

授
業
は
そ
の
先
の
姿
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か

「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」に掲載の図を基に編集部で作成

表
に
数
字
を
付
け
る
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
は

な
く
、
生
徒
に
と
っ
て
は
学
習
改
善
、
教
師

に
と
っ
て
は
授
業
改
善
に
生
か
す
こ
と
こ
そ

本
来
の
役
割
な
の
で
す
。
中
教
審
の
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
そ
の
基
本
を
強
く
意

識
し
な
が
ら
議
論
し
、「
児
童
生
徒
の
学
習

評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て（
報
告
）」
を
と
り

ま
と
め
ま
し
た
。

　

今
回
、
指
導
要
録
上
の
最
も
大
き
な
変

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
最
も
難
し
い
の
は「
主
体
的
に

学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
で
す
。
誤
解
さ

れ
や
す
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
挙
手
の
回
数

や
ノ
ー
ト
の
取
り
方
な
ど
の
こ
と
を
指
す
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
報
告
」
で
は
、「
粘

り
強
い
取
組
を
行
お
う
と
す
る
側
面
」
と

「
自
ら
学
習
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
側
面
」

で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
学
習
の
自
己
調
整
」と
い
う
と
難
し
く
聞

こ
え
ま
す
が
、「
自
分
で
学
習
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を

回
す
こ
と
」
と
言
い
換
え
る
と
わ
か
り
や
す

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
計
画
を
立
て
、
実

行
し
、
評
価
、
改
善
し
て
い
く
と
い
う
サ
イ

ク
ル
を
自
分
で
進
め
る
。
こ
れ
は
、
社
会
で

生
き
る
重
要
な
資
質
・
能
力
の
一つ
で
す
。

単
に
何
時
間
勉
強
し
た
か
で
は
な
く
、
ど

う
い
う
工
夫
を
し
て
改
善
し
よ
う
と
し
て
い

る
か
に
注
目
し
、
評
価
し
て
い
く
と
よ
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
観
点
別
評
価
全
体
に
お
い
て
、

年
度
や
単
元
、課
題
の
冒
頭
に
、こ
れ
に
よ
っ

て
身
に
付
け
て
ほ
し
い
力
や
態
度
を
明
確
に

し
、
生
徒
に
説
明
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

生
徒
は
各
自
で
活
動
を
意
味
づ
け
て
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
、
授
業
の
効
果
も
高
ま

学
習
の
自
己
調
整
と
は

生
徒
が
自
分
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
す
こ
と

学習指導要領に示す目標と評価の関係図2

各教科における評価の基本構造

●各教科における評価は、学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するもの
   （目標準拠評価）
●したがって、目標準拠評価は、集団内での相対的な位置付けを評価するいわゆる相対評価とは異なる。

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

知識及び技能

知識・技能

思考力、判断力、
表現力等

思考・判断・
表現

感性、
思いやりなど

学びに向かう力、
人間性等

主体的に学習に
取り組む態度

※この図は、現行の取扱いに「答申」の指摘や新しい学習指導要領の趣旨を踏まえて作成したものである。

・ 観点ごとに評価し、生徒の
学習状況を分析的に捉え
るもの
・ 観点ごとにＡＢＣの三段階
で評価

・ 観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。
・ 五段階で評価（小学校は三段階。小学校低学年は行わない）

評定

・ 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。

個人内評価
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る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。 

　

観
点
別
評
価
の
導
入
に
、
高
校
現
場
で

は
戸
惑
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
れ
を
、
ど
う
い
う
生
徒
像
を
目
指

す
の
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
学
校
全
体
で
考

え
る
き
っ
か
け
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
大
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、

先
々
の
成
長
ま
で
見
通
し
て
い
る
か
。
そ
ん

な
視
点
で
、
授
業
と
評
価
を
見
つ
め
直
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
黙
々
と
ノ
ー
ト
を
取
り
、

ひ
た
す
ら
問
題
集
に
向
か
う
生
徒
と
は
違

う
姿
が
見
え
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

具
体
的
に
授
業
と
評
価
を
変
え
て
い
く

に
あ
た
っ
て
は
、
先
生
一
人
で
は
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
と
感
じ
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
特
に
高
校
は
教
科
の
専
門
性
が
高

く
、
日
常
的
に
他
教
科
の
授
業
に
踏
み
込

む
機
会
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
教
科

を
超
え
て
先
生
方
が
み
ん
な
で
授
業
を
良

い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
す
し
、

非
常
に
有
効
な
方
法
で
す
。

　

例
え
ば
、
私
は
学
校
の
教
員
研
修
で
、

こ
ん
な
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
型
の
授
業
検
討
会

を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う

と
、
参
加
す
る
先
生
方
に
３
色
の
付
箋
を

渡
し
て
、
見
学
し
た
検
討
対
象
の
授
業
に
つ

い
て
、
①
工
夫
さ
れ
て
よ
い
と
思
っ
た
点
、

②
改
善
点
と
代
替
案
、
③
自
身
の
教
科
で

も
応
用
で
き
そ
う
な
点
を
各
色
に
メ
モ
書

き
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
使
っ
て
５
〜
６
人

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
意
見
交
換
す
る
と

い
う
方
法
で
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
③
の
メ
モ
を
通
じ
て
、
自

身
の
授
業
に
置
き
換
え
て
み
る
こ
と
。
教

科
や
学
年
、
小
中
高
の
校
種
の
違
い
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
が
自
分
の
授

業
で
活
か
せ
る
ヒ
ン
ト
は
必
ず
あ
る
は
ず
で

す
。
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、
ど
の
先
生
が

何
の
教
科
か
わ
か
ら
な
い
ぐ
ら
い
活
発
に
意

見
が
出
さ
れ
、
大
変
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
や
は
り
、
先
生
方
の
根
っ
こ
に〝
目

指
す
生
徒
像
〞が
あ
り
、
コ
ン
テ
ン
ツ
は
違
っ

て
も
お
互
い
の
授
業
か
ら
学
ぶ
も
の
が
あ
る

か
ら
で
し
ょ
う
。
授
業
検
討
会
の
後
、
職

員
室
で
授
業
に
つ
い
て
話
題
に
す
る
こ
と
が

増
え
た
と
い
う
報
告
も
、
数
多
く
聞
か
れ

ま
す
。
授
業
が
変
わ
る
こ
と
で
子
ど
も
が

変
わ
り
、
教
師
自
身
が
変
わ
り
、
学
校
全

体
の
カ
ル
チ
ャ
ー
が
変
わ
っ
て
い
く
。
各
校

が
そ
う
し
た
好
循
環
に
向
け
て
、
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
事
に
な
り
ま
す
が
、
学
校

現
場
に
入
り
た
い
と
い
う
希
望
が
叶
い
、
今

年
の
春
か
ら
私
立
中
高
一
貫
校
に
校
長
補
佐

と
し
て
勤
め
始
め
ま
し
た
。
職
員
室
で
は

中
高
の
先
生
方
と
机
を
並
べ
て
い
ま
す
。
Ｌ

Ｈ
Ｒ
の
時
間
を
使
っ
て
心
理
学
を
取
り
入
れ

た
学
習
法
講
座
を
始
め
、
生
徒
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
だ
い
ぶ
深
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

自
ら
願
っ
た
職
に
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
、
現

場
の
先
生
方
と
一
緒
に
授
業
に
つ
い
て
考
え
、

生
徒
の
成
長
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

教
科
も
、学
年
も
超
え
て

自
分
の
授
業
に
活
か
せ
る
点
を
見
つ
け
ら
れ
る
か

教
師
個
人
で
は
な
く

学
校
全
体
で
の
授
業
改
善
へ

『2019年改訂 速解 新指
導要録と「資質・能力」を育
む評価』（ぎょうせい）では
「児童生徒の学習評価の
在り方について（報告）」の
内容に基づき、新しい学習
評価の方向性や各観点の
評価ポイントなどが解説さ
れている。

「生徒にこうなってほしい」から創る 明日の授業
授業でしかできないことをしているか 評価は何のためなのか
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