
 1 

1ĖŮş:àƄ2=ĉı8Ɵ�;É�36=ÄŹ 
į�ÜàěƈàƾǄí�ŴěƈàĴ 

� Ċ�� ËŁ 
�

��  �ĸĹƔ�

� ĭťŮ>.1Ƅý281ŉś2.1ĖŮ28�9ǚ4=àƄ=ǃ ăRƭD�6.1ĖŮ2R9=K9;

ćƧş;ÄM£O6�N�8�9Ɨŏ;��6.ÅěŪ7=ĕĸI1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27=1ĖŮ

ş:àƄ2 .9=K9:<L�=H87ƎQO..=àƄ=ĉıR9=K9;Č36�N�Rƥĳ).

ĝŘ)6�"&8Ršş8)6�N��

� ĭťŮ=§ä>.Ü!"ª$6ǚ4=ÄŹ�Lĺĉ(O6�N��

� � 1ĖŮş:àƄ2=ÄŹE;ǃ+Nƥĳ�

� �� 1ĖŮş:àƄ28.=Ɵ�;ǃ+NĞŖƥĳ�

� �� 1ĖŮş:àƄ2=ĕĸâƬ�

&&7ƙ91ĖŮş:àƄ2>.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27ÄM£ON&8RµGLO6�N.àƄ=

ċż!8)6=1ĖŮş:àƄ2;89DL:��4DM.1ĖŮ2.=H==Ĕ�ĢR99+N=�

8�9&8Hƥĳ=Ɩŏ=@847�N��

� ¬ôõ>.=ŉ´;��6>.àĴƝÌ;KNƖæƥĳ8ƿƴ;KNƫÌƇƥĳRƎ30��;4

�6>.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27Ĕ�LO6�NàƄ=øĈ .ÅěŪŪšBĀś(ONph��R

Ǒ®).&=àƄ7<L9Ɵ�=Ɨŏ;4�6ĝŘR)0��;4�6>.�;�RH8;ĕĸ;��

6âǇ;Ɵ�R+NĢņ=ķƛRƎ30��

�

��  1ĖŮ2RĖŮ+N�

� 1ĖŮ28>��Rƅ�6�"�7.ĭťŮ7>.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27ƎQO6�N1ĖŮş

:àƄ28.ěŪ�Ūš=àƄ7ƅ�LON1ĖŮ2ŉ´8=Ǚ4;ª$61ĖŮ2RĔ�6�"��

� 1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27>.1ÌǐƘńş:ŉ´ Şìş;ƁMƲ(ONàƄ2R1ĖŮş:àƄ2

8Ĕ�6.ºÇş:àƄI�Ǖŉ´R³�6�"&8RǀƖ)6�N�1ÌǐƘńş:ŉ´ Şìş;

ƁMƲ(ONàƄ28>.1Ƥǐƞá.�ą×Ãǈ.�ĝŘ�ªİ.�D8G�ŞƏ28�30ŉ´

=Øǋ ƁMƲ(O6.ƷS7�"àƄ7�N�&=s�fdRĻ0:ø7ƙƢ·+N&87.Ăƅ².

Ġ².Əŗ²RƈF&8H<L�8)6�N��-6.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ28ÅěŪ�ŪšŴ8

=ǃƶRćƧ)0àƄŉ´=ïÝ;KM.ÅěŪ�ŪšŴ7Ʈ;

4$0ŤƧIčƉRŉś(-6�"&8HǀƔƖ(O6�N��

��L.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27ė)ƷGLO6�N1ĖŮş

:àƄ2>.łǆ;Ā*0ÌǐƘńş:àƄRŞìş;ƁMƲ)

6�"0G;..=s~�n�^IhVx�^RàƄƆ;ćƧ5

$(-6ƷD-6�"&87ĖŮş:H=8:36�"àƄ8

ƙ�N��

� Ŀ;.ěŪ�Ūš=àƄ7ƅ�LON1ĖŮ2ŉ´;4�6ƅ

�N�1Ƅý281ŉś2.1ĖŮ28�9ǚ4=àƄ=ǃ ăR

ƭD�N8.1ĖŮ2ş:àƄ>.Å»¡=1Ƅý281ŉś2

=ŷŜ8>ƺ9Ŀ¡=àƄ7�N8ƅ�N&8 7!N�.&7.



 2 

�ôõĭťŮ;��6.1Ƅý�ŉś�ĖŮ2=Ĺāzk�Rƅĵ).

ÅěŪ�ŪšŴ7=ĕĸs~�R.=Ĺāzk�;�66�"&8

7.ěŪǂ7¥Ƶ)6ƅ�LON1ĖŮ2=ƔŸ é!1-:��

8ƅ�6�N��

Ǘ5ƑŇ6ÀŒǘ�

� )�).�ěçěƈƤūƾ�=ƪğ;>.1ÖŦş�Öĭş:Ť

Ƨ�čƉ=ƈĉǗ�QJNƄýÓ=ěƈǘ8ƊLàAƊLƅ�N²

=ƈĉǗ�QJNĖŮÓ=ěƈǘ8>.èůş�N�>�ƆĎ�ş

;8L�NC!H=7>:".&=�ĢRŽÆş;ƈĉ+N¦�ş

:ĢŶRŧ+&8 ÿƔ7�N�28(O6�M.1+:Q2.Ēé

;÷036>.à?-6ǗƄý(-6ǘ.ƅ�(-NǗŉś�ĖŮ

(-Nǘ&8 Öĭ7�M.&=K9:ƸūRÅěŪŴ;¾)6¦

�ş;ķƛ)6�N�28ƜƳ(O6�N�4DM.1ŉś281ĖŮ2=¸®>&&7>�DMƙÁ)

6�"ÿƔ>:".1ÅěŪŴ;¾)62ƅ�(-NƸūR�M©+ïÝ Ēé§;ßÒ+N&8RÖ

ĭ8)0ĕĸƞƚ ŃGLO6�N=7�N��

�

��  1ĖŮ2RƟ�+N�

� 1ĖŮş:àƄ2>.Û"=ØÆ>.1ƊLƅ�6ƤǐRƘń)6�"²2RƮ;4$6�"&8R

<L�=�þ;Ƃ�6�N�4DM.àĴěƈņ7ŧ(O6�N.1Śŋ;Q0MàƄ+NÖŠ ÕQ

ONK9.ÖŦş:ŤƧÁAčƉRƄý(-N88H;.&OLRŉś)6ƤǐRƘń+N0G;ÿƔ

:Ăƅ².Ġ².Əŗ².=�=Ɖ²R>#"E.��ş;àƄ;ÄMŹFĈõRǒ9&8;.Ŕ;

ćRś�:$O?:L:��Ǘ�ž>ųƆ �³ǝàĴěƈņŲ �	 ĮŲ � Ǎ.Ų �
 Į.Ų 	� Įǘ2;

èĀ)0<L�Rđ30àƄŉ´7�N8ƅ�N&8 7!N��

� ĭťŮ;��6>.&ORÂħ)6ƅ�LO6�N1ǖŴàĴěƈ;�$N3`T42;ŒL)6Ɵ

�Rƕ6�"�7.1ǃþ�ćŀ�Ĉõ2.

1Ăƅ�Ġ�Əŗ2.1čƉ2ÁA1Ť

Ƨ�ŘƘ28�91àƄƟ�;�$N

Ɨŏ28=ǃƶ�$RH8;ƥĳRƅ

�0�Ŕ;.1��ş;ÄMŹFĈõ2

81ǃþ�ćŀ�Ĉõ2.1ƤǐRƘń

+N0G;ÿƔ:Ăƅ².Ġ².Ə

ŗ²281Ăƅ�Ġ�Əŗ2= � ŏ

;��6..O/ORÇ�Ɩ+N&8

�L.1ǃþ�ćŀ�Ĉõ281Ăƅ�

Ġ�Əŗ2R9=K9;Ɵ�+N�

8�9ƾª;őŏR�66�N��

�

� 1ǃþ�ćŀ�Ĉõ2=Ɵ�;4�6>.�;Ɨæ;KNƟ�ĢņRś�6�NØÆ Û"ƅ�LO

N�.=0G.¬ôõ=ĕĸâƬ7>.Ɨæ;KNƟ�RƠƎ)0�)�).Ǝ30łǆ7>.ěŪ�

ŪšŴ7=1ĖŮş:àƄ2Ráƃ�$ 7!6�:�300G.ŐćÊ:H=8:36)D30�¬



 3 

ôõ=ÂŢŏ8)6.1ĖŮş:àƄ2;KMàƄƆ ýLON&8 Ĭú7!NƉ²�ƪƫ>1ƊL

ƅ�6ƤǐRƘń)6�"²27�N8�98&P�L.F)P.1Ăƅ�Ġ�Əŗ2=Ɵ�;őŏ

R÷6N&8Rƅ�NC!7�N8�9ŏ Ü!:Ƥǐ8)6Ę%LO0��

� �ôõ;£M.ěŪ�ŪšŴ7=1ĖŮş:àƄ2R.Ĺāzk�Rś�6ÅěŪ�Ūš7ĕĸRƞ

ƚ)6âƬ+N&8;:30 ..&7=Ɵ�=Ģņ8)6ƻ«:H=>.àƄƆ=qU�moi];

KNøĉşƟ�=Ƌŭ;KMýLON�ƶ=àƄs�fd;Ņ30Ɵ�=ÚƼ7�M.&ORH8;Ž

Đş:Ɵ�RƎ36�"8�9&8 .H38Hƅ�I+�Ɵ�Ģņ8:N1P9�ěŪ�ŪšŴ=à

Ƅ;��6>.Å»¡Ŵ=1Ƅý2.D0.Āś8�9ćÊ7=1ŉś2;4�6>.ųƜƠǕIâč

ƠǕŴ7ãƗş:Ɵ�=èƩ8)I+�X�T7�N8�9ơƧ �N .1ĖŮ2;4�6>..=

s�fd;.D0àƄƆ=ćƧ=�;Ɵ�=Ɩŏ £MưFÿƔ �N��

�

��  1ĖŮ2RâƬ+N�

� ģƳ)0K9;.ĭťŮ7>.1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27ƎQO6�N1ĖŮş:àƄ28.ěŪ�

Ūš=àƄ7ƅ�LON1ĖŮ2ŉ´8=Ǚ4;ª$61ĖŮ2RĔ�6�N�1ŽÆş:àƄ=ĩǂ2

;��6=1ĖŮş:àƄ2=Ɵ�èƩR¤Ñƥĳ7ƕN8.�v�lIêƦĞ.s�g�j�b}�

IƊñƟ�ƏŴRƒĜ�36�NH= Ü¹R¼GN�1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27>.Ɵ�=Żı8)

6>.ĉı=ƜƳR+Nūõ7�N�ĭĴ7>.ÄŹE;Ā*6�łǆ�=ĉı=ƜƳRÐá)6Ǝ3

6�N��

� (6.Ŀ;.ÅěŪ�Ūš=1ĖŮş:àƄ27�N .¤ÑƥĳRƎ30łǆ7>.1ĖŮ2=á

ƃ�$R��6ƎQ,;âƬ�=ÃǈR)0�Û"=ØÆ 1ŽÆş:àƄ=ĩǂ27Ǝ36�N.1Ì

ǐƘńş:ŉ´ Şìş;ƁMƲ(ONàƄ2;Ʊ�àƄR.O/O=ěŪŔă;ö!å-6Ǝ36�

N�ǖĴǚôŚ=ĕĸ7>.1£ƠÌǐR�ĉ)6EK9�28�9j�w7Ǝ�.Śü=n�e8=�

ǉRƽ$6�NïÝ ƕLONH=H�N��

� ĭĴ;��6>.1Ƅý�ŉś�ĖŮ2=Ĺāzk�Rƅĵ)6.ÅěŪ�ŪšŴ7=ĕĸs~�R.

=Ĺāzk�;�66�"&87.ěŪǂ7¥Ƶ)6ƅ�LON1ĖŮ2=ƔŸ é!1-:��8ƅ

�6�N8&P7�N ..=ĉı=Ɵ�;4�6>.Śü=qU�moi]R¯ś)6.øĉş:Ɵ

�RƎ9&8RƯ8).àƄƆ=ćƧ=Ú·Rû;¶Đş;Ɵ�+NdhV� ƅ�LO9NÜĢ=Ģ

Éă7�N��

�

��  9&;É�9=�Ǟ�

� »¡Ƅý=ĕĸRƌP;7!:�řÙ=�7.ŉśÓ=ĕĸ.ĖŮÓ=ĕĸR��;ƍÆ(-6�"

�8�9ƾª7.äĦ"ÄM£O6�$N1$=ĩǂş�Ɛ :�ØÆ Û"=ěŪ�Ūš7Ćá(O

N�Ĩ�=ŊO8)6.Ƅý=û;ŉś�ĖŮ8�9àƄŉ´RćƧş;ÄM£O6�"&8=ęĵ>

(O6�NH==.âǇş;>Û"=àƄƆ;��6>1Ƅý2=ƾª7ů2ùŚ)6)D36�NH

=Hë:":�= ŗŕ7�N�(L;.1Ƅý2I1ŉś2=ŷÎ7ƅ�N8.ãƗş;Ġ7!N

Ɵ�R�8)6ƅ�6�$N�;.1ĖŮ2RōN�NŬ=Ɵ�R9=K9;ǃ �$6�"&8 7

!N�>.:�:��ŵƀ7>��:��4DM.àĴŤ8ŚŉŤ=�ǉ;è+NèĀR9=K9;Č

36�"�8�9&8I.Śü=ƊñƟ�R9=K9;Č36�"�8�9Ƥǐ;ũ02>99Ĕ�6

�$N=�8�9Ƥǐ ƕ�6!0��

�



 4 

Àƅƪğǝ 
� óĉ 26ô 3ī �Þěƈçƨ�¬Ŵ�ŴěƈªŪ�ǖŴàĴěƈƾ� 1¬Ŵ�ŴěƈªŪ�ǖŴàĴě
ƈƾ� çƨD8G2 

�  àĴěƈņ ŲǛŰ Ų 30Į .Ų 49Į .Ų 62Į 
� Ɠî³ÈĄ�1ěŪ8ŽÆ;ŉ�+v�lqY�ZƟ�ņ� ġ0:Ɵ�ÖŎ=±©;É$62ǗÏĪĞ·ǘ 
� 1�.ŃGLON²RǖGNŽÆş:àƄ=ĩǂ=ìǁǗǖŴàĴſǘ2óĉ 25ôǜī� ĞƾŪàŢ 
� Ķ¿ǅ� 1ƙƢŚŉƆRƈ6N2ǗįňǓ©œŨǘ1996.1 
� ĞƾŪàŢ� ěƈƤūƾ� HP�

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/07011818/001/004.htm 

 
5ƑŇ6 
ěŪ;�$NĖŮàƄ=Ĕ�Ģ;4�6  
� ĖŮş:àƄ>.ěŪĽĠş;Ǝ91ŽÆş:àƄ=ĩǂ2=K9:àƄǎÔ;��6>.1Ƥǐƞá2�

1ą×Ãǈ2�1ĝŘ�ªİ2�1D8G�ŞƏ28�9àƄŉ´;KM.ƤǐŞƕ�KAƤǐƘńƉ².

ƦŘşĂƅ².`x{n_�b}�Ɖ²Ŵ=ƈĉR<L30H=7�N�)�).ěŪǗŪšǘ=àƄ;�

�6>.&=K9:øĈ7ĕĸ;ŹEưF&8>ĩǂş;H.<L�=ǋ7HÍǊ7�N�ěŪǗŪšǘ=

àƄ7>.ĖŮ>àƄøĈ8)67>:".@84=Ĺā8)6Ĕ�NÿƔ �N� 
� ěŪàƄ;>.ěŪ§=§äIĒéĢņ=Ìǐ8)6»¡8�9Ĺā ßÒ+N ..H.Hěƈ;�$

N»¡àƄ=ƅ�ĢRēMƲ36EN8.»¡Ǘ|nilǘ>.ěŪǗarcW]lǘ;èů+NĹā7�

30�1950ô�=[�\{~yĚǌ;��6>1¢űŚü=źǕIŚŉ=Ɩŏ�LulyTisş:Śŉ[
�\{~y.źǕ[�\{~y=ſĉRšĒ)02&8H�30 .ŗÒ>ěŪ®;šļI°ƹŏ ŧ(O

6�N�7.ÄMČ9§äRŧ+Ĺā8)6.1»¡2 ƞá(O6�N� 
� &=Ĺā=Ö7ěŪ§»¡=ƄýRšĒ)0ĕĸ �šş7ƎQO6�N��.ĖŮ+N8�9Ĺā>ĕ

ĸƆ=Ǐ;>ǔĲD:�=7�N�.&7.ƙƢàƄ=ĹāÏRĀś)0��;ŧ+K9:�ǀ¨=zk�

 .ěŪ;�$N1ĖŮ2Rƣĥ+N�7ŗâş:ęĵ;:N8ƅ�N�4DM.ƙƢ>ƙƢŉ´;¶DO.

ƙƢŉ´>ƙƢŚŉ;¶DO6�N�&OR.Ƅý�ŉś�ĖŮ8�9ƅ�Ģ;èĀ(-N8.ð7ţ½;

)64:%0ĢÉ7=�ĭž7>:".Ƅý>ŉś;¶DO.ŉś>ĖŮ;¶DONøRšĒ+&8 .ě

Ū;�$N1ĖŮş:àƄ28Ĕ�6�"� 
� &=�ǀ¨RÖ;»¡'8;1Ĺā.ĕĸ.Ĥò218�.1ďƩ.âƬ.¦�28�9K9:.Ƅý�Ǎ

RŚŉ�t�7ƅ�(-0M.Śŉ�t�7ŝÌ;Ă9§äRĕĸIâƬRƵ)6Ĺā·(-0M+Nľ�

R��Nĕĸs~�R�ĉ)6.ŘƘRŌG6�"àƄøĈÁA..ORćƧ)0ĒéâƬR)6..=ĉ

ıRƟ�)6�"� 
 

 
 
 

 
 
 

Ĺā 
ďƩ 
Ƅý 

ĕĸ 
âƬ 
ŉś 

Ĥò 
¦� 
ĖŮ 

ƙƢ 

ƙƢŉ´ 

ƙƢŚŉ 



「探究的な学習」の 
成果と評価に向かっての取組

東京大学教育学部附属中等教育学校 
2014.11.1

①こんにちは。東京大学教育学部附属中等教育学校の戸上と申します。 
本日は、どうぞ宜しくお願い致します。 
②多様な学習成果の評価に関する調査研究として、本校では、「探究的な学習」を切り口に研究を進めております。



「探究的な学習」

３つの取組 No.1

取組に 
関する調査

学習と評価
に関する 
文献調査

授業実践

①そこで、本研究では、「探究的な学習」の取り組みに関する調査、学習と評価に関する文献調査、授業実践の３つの取組を研究の柱としております。



「探究」の捉え方 No.2

各単元の「習得」と「活用」 
の範疇とは違う次元の学習

問題解決的な活動が 
発展的に繰り返される学習

今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開（高等学校編）2013.7より 桑原隆著「言語生活者を育てる」東洋館出版社 1996. 1 をヒントに　研究校で作成　 

三重円を用いた「習得-活用-探究」のモデル

言語

言語活動

言語生活

習得（抽象）

活用（実践）

探究（具体）

探 
究 
的 
な 
学 
習

①本研究では、探究的な学習をご覧いただいている２つの捉え方で進めております。 
②まずは、「問題解決的な活動が発展的に繰り返される学習」です。 
自らの課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現を「探究の過程」と捉えて、このサイクルが発展的に続いていく学習ということで、スパイラルの概念モデルが提案されています。

③次に各教科・科目では、「探究的な学習」を「各単元の『習得』と『活用』の範疇とは違う次元の学習」と捉えて、「言語学習の概念図」を応用した三重の円のモデルが、教科におけ
る「探究」を説明する上で現実的な提案になると考えています。 
④具体的には後半で英語の授業を例に説明させていただきます。



「探究」のねらい No.3

「探究的な学習」

「自ら考えて課題を解決していく力」
課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その
他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養う
ことに、特に意を用いなければならない。 
（下線は筆者が付加：学校教育法第30条第2項、第49条、第62条）

①次に、探究的な学習のねらいについてです。探究的な学習は、多くの場合、「自ら考えて課題を解決していく力」を身につけていくことをねらいの中心に置いています。 
②つまり、学校教育法で示されている、「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければなら

ない。」に対応したねらいを持った学習活動であると考えることができます。



「探究」の評価観点１ No.4

「高等学校教育における『コア』」

探 
究 
的 
な 
学 
習

①本研究においては、これを反映して考えられている「高等学校教育における『コア』」に照らして評価を見ていきます。 
②「探究的な学習」の範疇は、「確かな学力」の「イ基礎基本的な知識・技能を活用して課題を解決する力（思考力・判断力・表現力等）」と、「ウの主
体的に学習に取り組む意欲・態度」を起点として、主体的行動力、自己理解・自己管理力、想像力や構想力等をカバーすると考えられます。



「探究」の評価観点２ No.5

「高等学校教育における『コア』」で示した部分

「学習評価における観点」 
（「関心・意欲・態度」・「思考・判断・表現」・「技能」・「知識・理解」） 

との関連付け

「主体的に取り組む意欲・態度」と「関心・意欲・態度」

「課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力」 
と「思考・判断・表現」

＋

①「高等学校教育における『コア』」で示した部分に「学習評価における観点」との関連付けをもとに調査を考えました。 
②そこで、「主体的に取り組む態度」と「関心・意欲・態度」、「課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力」と「思考・判断・表現」の2点
の関連から、「関心・意欲・態度」と「思考・判断・表現」をどのように評価するかという部分に焦点をあてています。



「探究」の評価方法 No.6

観察による評価「関心・意欲・態度」の評価

「思考・判断・表現」の評価 ポートフォリオ評価 
パフォーマンス評価

学習者のフィード
バックによる形成
的評価

一連の学習プロセ
スに沿った評価の
蓄積

学習プロセスの利用を
目的としたパフォーマ
ンス評価

教科・科目等の学習の視点
各単元等の「習得」、また、応用
という意味での「活用」

筆記試験や実技試験等で客観的な評価の対
象としやすいエリア

「探究」 そのプロセスに、また学習者の意識の中に
評価の視点が入り込む必要がある

全てをもとにし
た総括的な評価

①「関心・意欲・態度」の評価については、主に観察による評価方法を用いている場合。 
②「思考・判断・表現」の評価には、パフォーマンス評価やポートフォリオ評価 
③教科・科目等の学習においては、各単元等の「習得」、また、応用という意味での「活用」については、筆記試験や実技試験等で客観的な評価の対象としやすいエリアであるという認
識がありますが、「探究」については、そのプロセスに、また学習者の意識の中に評価の視点が入り込む必要があります。 
④教科・科目等での「探究的な学習」の評価の方法として適切なものは、学習者のフィードバックによる形成的評価の蓄積により得られる一連の学習プロセスに沿った評価の変遷であり、
これをもとに総括的な評価を行っていくということになると考えています。 



「探究」の実践１ No.7

本研究において2013年度に実施した全国調査より

「総合的な学習の時間」での「探究的な学習」

レポートや小論文、プレゼンテーションや自己評価表等を複数使っているも
のが大半を占める。
• 思考力・判断力・表現力、前に踏み出す力・考え抜く力・チームで働く力 
• レポートや小論文等の提出物、自己評価、相互評価、観察評価を組み合わせ 
• そのテーマをやり終えるたびに、担当者に学習内容を提出させて評価 
• 資料やプリントを保管するために一人一人ファイルを配付

各教科・科目の「探究的な学習」

多くの場合が「問題解決的な活動が発展的に繰り返される学習」に近い学習
をそれぞれの教科特性に引き寄せて行っている。

①昨年度行った全国への調査の結果、「総合的な学習の時間」での「探究的な学習」では、思考力、判断力、表現力、協調性、行動力などを活動のねらい
とし、それらをレポートや小論文、プレゼンテーションや自己評価表等を複数使っているものが大半を占める。 
②各教科・科目の「探究的な学習」においては、「問題解決的な活動が発展的に繰り返される学習」に近い学習をそれぞれの教科特性に引き寄せて行って
いる例が見られました。



「探究」の実践２ No.8

各教科・科目の「探究的な学習」2

研究校での取組…　 国語、理科、情報、英語の授業で、三重円モデルを使用
した授業プランのもとで、各教科・科目で捉えた「探究的な学習」を実施し、
その学習でねらいとする点をそれぞれで定め、ここの授業スタイルに合わせ
て、その学習の評価を行っている。

言語

言語活動

言語生活

プレゼンテーション作り・プレゼンテーション

プレゼンテーションの評価指標作り

プレゼンテーションの評価

５年生英語での取組例

①本校においては、「習得–活用–探究」の三重円概念モデルに、各教科・科目等での授業プランをあてていくことで、教科間で共通して考えられる「探究」の要

素が導きだせないかと考えているところであるが、なかなか難航しています。 
②ここでは、５年生英語での取組の例をご覧いただきます。



プレゼンテーションを通して 
身につける力

No.9

プレゼンテーション作り・プレゼンテーション

プレゼンテーションの評価指標作り

プレゼンテーションの評価

５年生英語での取組例

①話題としては、「プレゼンテーションを通して身につける力」として、プレゼンテーションをゴールの一つとして普段の英語学習に取り組ませることか
ら、より意識的に、主体的に英語の学習を行うことをおおきなねらいとしています。



プレゼンテーション
プレゼンター オーディエンス

No.11

①プレゼンテーションでフォーカスされるのは、もちろんプレゼンターです。②しかし、今回は、聞き手としての成長も、大きなねらいとしています。



準備段階

本　　番

発 表 後
プレゼンター

テーマ・対象・内容・構成

話し方・ジェスチャー・見せ方

コミュニケーション

プレゼンの効果

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

No.12

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

フィ
ード
バッ
ク

フィードバック

①プレゼンターは、準備段階から本番、発表の後、そしてその次の発表活動へと、「問題解決的な活動が発展的に繰り返される学習」をおこなっており、
その過程でのフィードバックで形成的に評価を下して調整しながらすすむことが明らかにわかります。



オーディエンス

本　　番 発 表 後
プレゼンターの評価コミュニケーション

プレゼンテーションの評価

評価の基準

評価の基準作り
準備段階

No.13

評価の経験

①聞き手、つまり、評価者は本番で初めて聞くプレゼンテーションを評価していき、発表後の反応をしていくのです。 
②そこにはなんらかの評価の基準があるのですが、その基準は大抵世の中に出ればより感覚的なものになります。 
③学校ではこれを教師が作ってしまうことが多いのですが、ここに、準備段階で、彼らに評価の基準作りをさせていき、複数の評価の経験を経て、自分たちに必
要な評価基準をもとに最終の評価をさせていく活動をします。



プレゼンターとして成功するには？
基本的な要素（内容・視覚情報・コミュニケーション）
初回の反省を活かす　＝　２回以上行う
目標立て　→　手立て　→　トレーニング
評価基準を知る　→　良い評価者になる
良い評価者になる　→　自分たちでルーブリックを作る

No.14

聞き手（評価者）として成功すること

①プレゼンターとして成功するには、基本的な要素を抑えて準備し、次の回に向けて頑張れること、そうすることで、目標立てができ、トレーニングすることも
できます。 
②また、どうなることが良いのかを知るという意味からも、自分たちが良い評価者になるという意識をもって、自分たちでルーブリックを作ります。 
③つまり、プレゼンター成功の鍵は、聞き手として成功することに他ならない。



ねらい
学習者がより主体的、意識的に英語の学習を進めていくこと
自己や相手を評価する目を育成すること

評価手法
英語学習ポイントカード

学習者対象アンケート
プレゼンの評価の比較

No.15

自分の学習への取組の具合
初回と２回目の評価の目
自分の学習への意識の変化

①この授業のねらいは、第一に学習者がより主体的、意識的に英語の学習を進めていくことであり、次に、自己や相手を評価する目を育成することである。 
②これをどのように評価していくのか。ポイントカードは、普段の学習への取組の具合が授業者学習者共に一目で把握できる。プレゼンの評価を時系列で比較することで評価す
る目が育ったかを確認できる。普段の授業と探究を取り入れた授業で、比較できるアンケートを行うことで、学習の違い、意識の違いがわかる。



まとめ No.16

「探究的な学習」の捉え方

「探究的な学習」の評価

教科科目等 
の違い

単元やテーマ 
の違い

授業者の考え方 
の違い

習得と並べて 
可視化できるか どのような力を 

評価の観点とするのか

評価の適切性を 
どう測るか

①教科科目の性質で捉え方がまったく違う。②同じ教科でも単元・テーマによって違いがある。③授業者が違えば、考え方もちがう。 
④この学習を評価すると言っても、習得したものの評価のように可視化できるか。 
⑤ねらいとして定める能力資質が複数あるため、評価観点を絞りきれない。 
⑥集団によって差があるし、評価者の差も、適切な評価のためにはどうすればいいのか。⑦このようなわけで、がんばってやろうという意志はあるものの、なかなか前へ進めていないな
あというのが、現状です。⑧どうか、良いアドバイスをいただければと思います。 



ご静聴ありがとうございました
東京大学教育学部附属中等教育学校　戸上 和正

①以上で終わります。 
ご静聴ありがとうございました。


