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1 ，は じめ に

　 現行 の 指導 要録 で は 、各教科 の 学習状 況 を

評価す る観点 の 1 つ と し て 、「関心 ・意欲 ・態

度」 が 例示 され て い る。 こ れ らい わ ゆ る情緒

面 の 評価は 、教師が授業 実践 を振 り返 り、そ

の 改善や 次時 の 展 開に 生 か す 「指導 と評 価 の

一
体化 」 に と っ て 欠 かせ な い もの で あろ う。

　その
一

方、こ れ ら の 評 価 に っ い て 小学校で

40％、中学校 で 30％ の 教師が 、
「円滑に 実施

で き て い る と感 じ て い な い 」
1
現 状が あ る u

「関心 ・意欲 ・態度 」 は 、「い つ 」 「何を」 「ど

の よ うに 」 見 取 っ て評 価す べ きな の か 。

　本稿 で は、まず 情意面 を評価す る意義 と問

題 点に つ い て 整理 し、次 に 実際 の 授業に お い

て 教師が どの よ うに情意面 を評価 し、授 業づ

く りに生 か し た り成績づ け した り して い る の

か を、自身 の 実践 を 基 に 振 り 返 り、考察す る 。

2 ，情意 面を評価す る意 義 と問題 点

（1）意義 ： 情意面 の 評価 は なぜ 大切 か

　prSA や TIMSS な ど、近 年の 国際比 較調査 の

結果が 公 表 され る以 前か ら、口本の 予 どもた

ち は学習 へ の 関心 や意欲 が低 い と指摘 されて

きた。また 、学力 モ デル や 学力構造 、教 育的

認 識 論等 の 研 究
2
に よ っ て 、学習 にお ける 「関

心 ・意欲 ・態 度」 の 位置付 けや役 割 ， そ の 車

要性 が 則 らか にな っ て き た。

　それ らを踏 まえ、教師 は子 どもの 示す 「関

心 ・意欲 ・態度」 を評 価 し、それ を生 か した

授 業 づ くりを展開 し て い か な けれ ば な らない 。

例え ば 、授業 中の 子 どもた ち の 集 中が 散漫 だ

っ た り、発問に 対す る反 応 が少 なか っ た り し

た 場合、何 が 問題 なの か原囚 を探 り、そ の 時

間 に可能 な修正 （「発 問 を変え る 」 「助 言 を増

やす 」 等） を図 っ た り、授業後に 単元計 画 や

教材 を 見 直 した りす る 必 要が あ る だ ろ う。

　 ま た 、学習者 の 意欲や 態度 を価値 づ け した

り、そ の 到達度 を客観的 に示 した りす る こ と

も評価の 重 要な役割 で ある 。 取 り組 む態 度 を

肯定 され た 学習者 は 、継続 し て 努 力 し よ うと

す るで あろ う し、現時 点 で の 到 達度 を示 され

る こ とで 、次に何 に取 り組 む べ き か を学習者

自身 が判 断 ・選 択す る こ と に つ なが る 。

　 こ の よ うな取 り組 み の 繰 り返 し が 、主体的

に学ぶ 態度の 育成 に つ な が っ て い くだ ろ う。

（2） 問題点 ： 情意面 の 評価 はな ぜ難 しい の か

　情意面 を評 価す る際に生 じ る課題 に つ い て

整理 し、簡単な例 を挙げ て 説明す る。

  評価規準や 判 断 基準の 設定

　あ る単元 の 導入 に お い て 、 r一どもた ち に興

味を抱か せ る現 象を 教師が 提 示 し た とす る。

こ の 時、
一

人
一
人 の 学習者が示 す興味は 、そ

の 強 弱 や 方 向性 、範 囲 、 持 続性
3
が 異 なる場

合 もあ る。多様 な反応 を示 す情意 面に つ い て 、

客観 的な評価規 準や 判断基 準を設定す るに は 、

教師 の 経験や力量 が必 要 と され る。

  解釈の 客観性の 保持

　教師の 好みや 教師 と子 ど もの 人 間関係 の 良

し悪 し等 を評価 に持 ち込 ん で は な らない 。 し

か し、「関心 ・意欲 ・態度」は子 どもの 示す言

動や 表現物 か ら判断す る こ とが 多い 。言動 が

評価 され る以 上、評価者 （教師）が ど う解釈

す る か とい う点に お い て 、完全 に客観性 を保

持す る こ と は難 し い と考え る。
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  総括評価 （成績づ け ） の 手 法

　 教師は 、学習者 の 「関心 ・意欲 ・態 度 」 を

総括評価 （成績づ け）しなけれ ばな らな い が 、

「関 心 」 や 「意欲」 は学習内容や時間 の 経過

に よっ て 大き く変化する場合が ある。客観性

を重視 し て 、学期初め か ら学期末ま で の 複数

回の 評価 を 平均 して 総括 とす べ きか 、成長 （変

容 ）を重 視 し て 軽重 を つ け る べ き か
。

  情意面 と他観点の 関連

　 「で き る ・分か る 」 か ら 「関心 ・意欲」 が

向上 し、反対 に 「で き な い ・分か らな い 」 か

ら低 下す る場合が多 い の は 、大人 も子 どもも

同 じだろ う、「思考 ・判断」や 「技能」、「知識 ・

理解 」 な ど他の 観 点の 能力 が情意面に 与え る

影響 は大 きい
。 それ を どの よ うに考慮 して 情

意面 を評価す べ き で あろ うか 。

  学習意欲の 絶対評価 と個人内評価

　情意面 を伸ばす 1 つ の 有効な手立 て は 、成

長 を と らえ、具 体的に褒め る こ と で あ ろ う 。

しか し、学習意欲や 態度に 向上が 見 られ て も、

3 段 階 （ある い は 5 段階）の 絶対評価の 基準

に照 ら して判 断 し た時、成 績を上 げる とい う

形 で 価値づ け る の が難 し い 場合 もあ る 。
「個人

内評 価 を積極 的に活用 し児童生徒 の 学習 を励

ます こ と も有効で ある 」
1
と言 われ る が 、絶

対評価 の 中に 個 人 内評 価を ど う位置付 け るか

模索 しな けれ ばな らな い 。

3 ．授業に おける情意面 の 評価 の 実際

　一第 5 学 年 「振 り子 の 運 動」 の 実践 よ り
一

　東京書籍の 指 導書
4
に は ， 「関心 ・意 欲 ・

態度」の 評価 例 と して 、1） 単元導入 時 ； 「振

り子 の きま りに 興味 を も ち、振 り子 を っ く

っ て 調 べ よ うとす る態 度」 と 2）単元 終末 ：

「きま りを利 用 した もの づ く りへ の 興 味 と

取 り組む態 度 」 が 紹介 され て い る。

　本 実践の 導入 で は 、振 り子 運動 を体感 さ

せ て 興 味 を もた せ た い と考 え、体 育館 の 天

井 か ら 吊 る した 4 本 の ロ ープ を用 い 、子 ど

も 自身 が 振 り子 の お も り とな る体験活 動 を

取 り入 れ た 。
こ の 活動 に お い て 情意面 を ど

う評 価 し、後 に 生 か した の か を紹 介す る。

　ま ず、活 動 開始 直後 の 子 ど も た ち の 言動

を捉 えて 形成的 に 評価 しよ うと考 え 、 学級

を 2 つ の グル ープ に分 け、
一

方 の グル ープ

が 活動 して い る時、 も う
一

方 の グ ル
ー

プ に

は活 動 を見学 して 気づ い た こ と を 話 し合 う

よ う指示 し た 。 教師 は 、 見学 し て い る子 ど

もた ち の 発 言やつ ぶ や きを メ モ し、例 えば、

「も っ と速 く動か した い 」 と っ ぶ や い た 子

ど も 、
「競争 しよ う」と話 し合 っ て い た子 ど

もた ち、特 に発 言 が なか っ た 子 ども、等 々

が活 動 に移 っ た時 に 何 をす るか を見取 っ た。

　 次 に 、見取 っ た 言動 の 中か ら、振 り子 の

周期 に 関わ りが あ りそ うな も の を 取 り上げ

て 紹 介 し、周期 に着 目 しなが ら も う
一
度活

動す る時間 を と っ た。 こ こ で 、最初 と比 べ

て 発 言や行 動 が ど の よ うに 変容 した か を評

価 し、次時 の 活動 内容 へ とつ なげた 。

おわ りに

　 「関心 ・意欲 ・態度」 を総括評価 （成績づ

け）す る際に は、客観性 を求め す ぎて 形式 的 ・

機械 的な評価に 陥 っ て も、ま た情 に 流 されて

絶対評価 の 基準で 説 明で きな い もの に な っ て

もだめ で あろ う。教師 と子 ども、それ ぞれが

取 り組み を振 り返 っ て 改善点を見 出 し、次 へ

の 意欲 を喚起で きる、そん な評価 の 在 り方を

念頭 に研究 を進 め て い きた い
。
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