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「プ ロ ジ ェ ク ト ・ス ペ ク トラ ム 」 に 関す る 考察 （ll）

一幼 児 教育 の 学 習 カ リキ ュ ラ ム と評価 一

○真宮美奈子　山内紀幸　山内淳子

　　　 （山梨学院短期大学〉

V 　プロ ジ ェ ク ト
・
ス ペ ク トラ ム の 学習評価

　 1．そ れぞれ の 知能に公正な文脈評価

　 「プ ロ ジ ェ ク ト ・
ス ペ ク トラ ム 」 教 育実践 の 評価方法

に は、以 下 の 2 つ の 特色が あ る。

　まず 、　 「文 脈 の 中 で の 評 価 j　 （assessment 　 in

oontext ） を行 う こ とで あ る。別 稿 で み た よ う に，彼 ら

は、7 つ の 「ドメイ ン 」 と して 活 動領域 を設定 し、そ の

中における 学習 評価 の指標 とな る 「キイ ・ア ビ リテ ィ 」

を整理 して い っ た。そ の 視 点 を参 考 に、幼 小 期 の 子 ど も

の 能力 を そ れ ぞれ の 知 能 と し て 公平 に （inteligenoe−

fair＞ 捉 え る た め の評 価法を考案 した。そ れ ぞ れ の ドメ

イ ンの 特 性 に合 わ せ、子 ど もの 活 動 の 文 脈 を評 価す るた

め に 、チ ェ ッ ク シート、観 察 記録、芸術 ポートフ ォ リオ、

写 真、文字サ ン プル、イ ンタ ビュ
ーな どが組 み 合 わ さ れ

て い っ た。

　例 え ば、言語 ドメ イ ン に お け る 「物語をつ くる」 とい

う 「キイ ・ア ビリテ ィ 」 の 評価 は、木の葉、建物．生 き

物．プ ロ ッ プ （王 様、竜、宝石 箱 ） な どを備 えた ス トー

リ
ー

ボ
ー

ドを用 い て 行う （Krechevsky 　1998 ：39−52）。

子どもたちは、それを使っ て物語を話す。観察記録を担

当す る教師は、語 彙や 文の 構造の 複雑さ、ナ レ
ー

シ ョ ン

や 対話の 利用、主題 の 首尾
・・
貫 性、そ して 表現力 を 含ん

だ言語技能の 範囲などを物語記述 シ
ー

トやチ ェ ッ ク シ
ー

トに 記録する 。こ の 観察記録は、年間 を通 して 何度 も取

り出され、子 ど もの 言語的知能が如何 に 変化 して い っ た

か を評価する た め の サ ン プル に され る。

　2 ．子 ど も を励 ま すた め の 評価

　プ ロ ジ ェ ク ト ・ス ペ ク トラ ム の こ う した 評価 は、子 ど

もの 自尊心 を 向上 させ るた め に用 い るべ き で あ り、 「何

がで き な い か を評価す る多 くの アセ ス メ ン トとは違 い 、

ス ペ ク トラ ム は、そ れ ぞ れ の 子 ど もた ち が もっ そ れ ぞ れ

の 知力を識別 し、それ を祝 うこ と に 力点を 置い て い る 」

（Chen　1998a ：42） とい う。

　ガードナーに よれ ば、人 は だれ で も優 れ た
一

つ か そ れ

以 ltの 知能 を持 っ て い る。子 どもた ち も同様 に 、自分 自

身の 他の 知 能よ り も、あ る い は同世代の 子ど もた ち よ り

も、少な く と も
一

つ 以 上の 優れ た あ る知能や能力を もっ

て い る。しか し、そ れ らの 知 能 は、可視 で きな い もの と

して ベ テ ラ ン教師の 主観的な解釈の 中だけに留まる か、

ある い は 積極的な評 価項 目か らは 除外さ れ て きた。しか

し、　 「教師が 7 っ の 知能に留意して い る と き、教室で の

子 ど も た ち の 地 位 は が ら り と 変わ る 」　 （Chen 　 1998a ：

43）。それぞれの 知能 （＝ドメ イ ンに おける キイ ・ア ヴ

ィ リテ ィ ）に公正な評価方法をつ かっ て ，子どもの 活動

の 中で な か な か 捉 え る こ と が で きな か っ た 能力 を 分 節

化
・
記号化 して い く。そ して 、優 れ た点 をその 子 ど もに

伝 えて い くと 同時 に．ク ラス の 仲間と も共有で きる よ う

に す る。結果 と して 、子 ど もた ち は、互 い に 敬 意 を 払 っ

て い くよ う にな る。プ ロ ジ ェ ク ト ・ス ペ クトラム の 評価

は、単
一

の 知能観に もとつ く評価方法に はな い、こ の よ

うな利点が あ る とい う。

W 　プロ ジ ェ ク ト ・ス ペ ク トラム の 学習活動

　 1 ．子 ど も の 学習 を 保証す る 多彩 な 「エ ン トリー・

　ポイ ン ト」

　MI 理 論 は、教 育 目標 とな っ て は い けな い。む し ろ先

に み た よ う に、可視 化 され て こ な か っ た 子 ど もの 様 々 な

ア ク チ ャ リテ ィ を評価し、さ ら に豊か な 学習活 動を構築

して い くため の
．・

つ の有効な 手段 と して の 理論 となっ て

い くべ きで あ る。ガ
ー

ドナ
ー

は、プロ ジ ェ ク ト・スペ ク

トラ ム を は じめ とす る 多 く の 教育開 発プ ロ ジ ェ ク トに 参

加 した結論 と して 、こ う し た見 解 を主 張 し て い る

（Gardner 　l998−1999）。

　そ れ ぞれ に 優位な知能 を も っ て い る 子 ど もは、そ れ を

主 要な き っ か け として ある トピ ッ ク へ と参 加 し て い く。

だか ら、教 師 は、一
っ の 固 定 的な 学習活 動を展 開す るの

で はな く、様 々 な能 力 を使 っ た 探 索 活 動 が 可能 とな るよ

うな教育実践を保証 しな けれ ばな らな い。子 どもが何か

に興 味 を持ち，学 習 が深 ま る とき、そ れぞれ の 子ども特

有 の 入 り方 が あ る はず で あ る。とす る な らば、学 習 カ リ

キ ュ ラム は、様々 なエ ン トリー・ポイ ン ト （entry 　point ：

入 口 ）が準備された もの と して 構成されなくて はならな

い。ガ
ー

ドナ
ー

は、物語的、量的 ・数学的．論 理 的、根

本的、美学的、体験的、社会的の 7 つ の エ ン トリー・ポ

イ ン トを 提 示 し て い る （Gardner　 1999a ：169−172 ＝

2001 ：240−244）。

　教 育実践 は、様々 な 形態 を と っ て行 わ れ た。例え ば、

教師が活動 の 展開の 中で、時系列的 に複数の エ ン トリ
ー
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ポイ ン トを用 意す る 場合．1ど もが好き なエ ン トリー・

ポ イ ン トか ら学習活 動 を 展 開 して い け る よ うに環境設定

す る 場合 な どで あ る。後者 の 象徴的な活動 に は、　「学 習

セ ンタ
ー・ア プロ

ー
チ 」　（1eaming　center 　 approach ）

が あ る （Chan 　1998a ：47−69）。教室の コ
ー

ナーに． 「ド

メイ ン亅 に沿 っ た様 々 な 1学習セ ンタ
ー

」 を設 けた。例

え ば、　「音楽 」 の 学 習 セ ンタ・一
で は、パ

ー
カ ッ シ ョ ン の

楽器、サ ウン ド ・シ リンダー、テープ レコ
ーダt−、そ し

て オー
デ ィ オ テ

ープな どが 準備 され る。　「機械 と構成」

の 学習セ ンタ
ー

で は、木製の テーブル、占いタイプラ イ

ター一，壊れ た時計、鉛 筆 削 り、ブ ロ ッ ク、積 み 木 な どを

含ん だ様々 な 種 類の 道 具 や 機械装置が 準備 され た。括 動

は、少人数で設 定 して 行 う場台 もあ れ ば、子 どもた ち が

自由 に 好き な場所に い っ て 好 き な 活 動 を行 う場 合 もあ っ

た。

　 教 師の 仕事は、　 「魅力的なモ ノがい ろい ろ あ る環境 を

つ く り出 し、f どもが 知 能 の 分 布 （spectrum ） を で き

る だ け 自然 に 表 示 す る こ と」　 （Gardner 　 1999a ： ⊥37 ；

2001 ： 194）で ある、また、　 「教師 の主 た る関心 は、学

習活動が
一
つ の カ リキ ュ ラ ム に 閲係す るかどうかで はな

く、すべ て の 子 どもにすべ て の 知 能 をつ か っ た 経験 を保

証する こ とにあ る 」　 （Chen　1998a ：134）。

2 ，学習を展開 ・深 化 させ て い く 「ブ リッ チ ン グ」

　 「エ ン トリ
ー・ポ イ ン ト」 と な らん で 、プロ ジ ェ ク ト ・

ス ペ ク トラム の 学習カ リキ ュ ラ ム を考えて い く際に、重

要な 概念 とな るの が、ある能力 と他 の 能 力 との 「ブリ ッ

チ ング」 （bridgi  ：欟度し）で ある。

　 子 ど もの 持っ て い る あ る 優位な能力特性を他の 能 力へ

と橋渡 し し、さ らに あ る能力 をさ らに深 化 させ て い く 「プ

リッ チ ン グ」 は、子 どもの 学 習 評価 を積極 的に 取 り込 ん

で い く こ と に よ っ て 、さ らに 実 りあ る教育実践へ と高め

られて い く。

　例えば、教師 の レイ ダ
ー・ロ ス が行 っ た 実践が ある 。

読 み書 き を嫌 が る 8 歳 の ホセ は、人物や 小道具使っ て 話

をす る ス トリ
ートボ

ー
ド活動で あれば、複雑な物語 を上

手 く話 す こ とがで きた。彼女は、身体的 に 文字 に 親しむ

よ うに す る カ リキュ ラム を 構成 し、彼の 指で絵 手紙を書

い た り、身体 で 文字の 形をつ くっ たり、物語を も とに 踊

っ た りす る実 践へ と展 開 して い っ た。こ う した言語に 関

わ る 能 力 と身体 を使 っ た 様 々 な 活 動 との 組 み 合わ せ に よ

っ て、彼 は そ れ ま で 不得意 と され て きた 厂ドメイ ン 」 へ

と 繋がる 橋をわたる こ とが で きた。そ れ 以 降、彼 は、読

み 書 き に興 味 を も っ て い っ た の で あ る （Chan 　 1998a ：

41）。

VII 結語 ： 幼児教育 の 学 習 カ リキ ュ ラ ム をと評価

を検討す る に あ た っ て

　 1．プロ ジ ェ ク ト
・
ス ペ ク トラ ム の 有効 な 視 点

　  子どもの ア クチ ャ リテ ィ を捉え る多 くの 説 明言 語

　 「エ ン ド ・ス テ イ ト」 との 対 比 によ っ て
「 ドメイ ン 1

の 中 に 設定 され た 「キイ ・ア ビ リテ ィ 」 は、従 来捉 え ら

れ て きた 知能観 を は る か に 超 え る多 く の 指 標 を提 供す る

もの で ある。少 し読者が ためらうほど明確な 31 の 能力

の 指標 で は あ るが、子 ど もの アク チ ャ リテ ィ を記号化 す

る ための 手段 と して 有効な もの とな っ て い る。幼児教育

に お い て 、f どもの ア クチ ャ リテ ィ は、保育臨床の 中で

ベ テ ラ ン教師 の 内部 にお いて 1 観的
・
直感的 に 感 じ取ら

れ る もの と して あ っ た。そ れ．を記 号化 し、共 有可能な 情

報 とする こ とで 、反 省的 に そ の 現 実 を討 議 で き る可 能性

が 生 まれ た の で あ る。

　  子 どもの 能力 を公正に とらえるため の 文脈評価

　プロ ジ ェ ク ト・
ス ペ ク トラ ム に お け る 「文脈評価」 の

方 法 論 は．学 習評 価 とい う視点を持つ こ とか ら距離 をお

い て きた幼児教育の 分野 に とっ て、新た な 能力 評価 の 可

能性 を示唆す る もの で あ る。もち ろ ん、い う まで もな く、

「文脈評価」 そ の もの に 価値があ るわ けで は な い．む し

ろ 、理論と実践と評価が 円環 構造 を もつ た め に、そ れ は

必 要 で ある ．教師 が 予ど もの 現 実 世 界 にお け る 様 々 な能

力 を っ か む た め の 様 々 な 方法を 持 て ば、そ の 評 価 が 教師

の 共通の 情報ソー
ス とな る だ けで なく、さらに 多様な教

育実践の 可 能性へ と 繋が っ て くる。また、ガー
ドナ

ーが

プ ロ ジ ェ ク ト・スペ ク トラム で の T一ど もの 観 察 を契 機 と

して博物学 的知 能 を追 加 した よ うに、多 くの 文脈評価は、

実践や 評価 の 理論枠組み そ の も の をも変更させ て い くも

の と な る だ ろ う。

　 2 ．プロ ジェ ク ト・ス ペ ク トラ ム の 課 題

　 しか し、同時 に こ うした子 ど もの 様々 で す ぐれ た 知能

の 分節 化 作 業 は．ラベ リン グと い う新 た な 問題 も引 き起

こす可能性があ る。

　ガードナーは．　 「あな た は言 語 的で あ る 」 とか 「あ な

たは音楽的でな い」 と い っ た知能の 誤っ たラベ リ ン グを

避け るた め に、q｝ど うや っ て 知能 を評価す る のか を 正確

に知 っ て い る、〔2朕 定 され た 知能 は 不 変 的で あ る、とい

う誤っ た仮定を持 っ て は い けない として い る，

　 「ス ペ ク トラ ム は
一

つ の パ ッ ケ
ージで は な い 1 （Chan

1998a ： 144）と い わ れ る ように 、　 「プロ ジェ ク ト・ス

ペ ク トラム」 は、理論にお い て も、評価方法に お い て も．

教 育 実践 にお い て も、未完 の プ ロ ジ ェ ク トで あ り．絶 え

ず 教育実践者の 手 に よ っ て 、生成 し て い く もの で あ る と

い うこ とを認識 して お く こ とが重 要で あ る。
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