
高大接続改革の進捗状況について

１．高等学校教育改革

２．大学入学者選抜改革

 教育課程の見直し

・ 平成２７年８月「論点整理」。
平成２８年８月「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」を取りまとめ。
平成２８年１２月答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要
領等の改善及び必要な方策等について」 、平成２９年度に高等学校学習指導要領改訂予定。

 学習・指導方法の改善と教員の指導力の向上
・ 生徒の資質・能力を育成する「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニングの視点に
よる学びの改善）について、学習指導要領と一体で議論。
・ 教員の資質能力の向上については、平成２７年１２月答申。
「教育公務員特例法等の一部を改正する法律案」（教特法、免許法、教員研修センター法の
一括改正）が、臨時国会（１９２回）に提出され、成立。

 多面的な評価の推進

・ 「高等学校基礎学力テスト（仮称）」検討・準備グループにおいて、実施内容・方法等の検討を
行い、「論点整理」を実施。 【別添資料１別紙１-１，１-２】

・ 「高等学校基礎学力テスト（仮称）」に係る実証的・専門的検討に資する実証的データを蓄積
するため、実践研究校の協力を得て試行調査を実施。 【別添資料１別紙２】

・ 中教審答申を受け、「キャリア・パスポート（仮称）」の策定・活用方法等について平成2９年度

から調査研究事業を実施。学習指導要領の改訂を踏まえ、指導要録参考様式を改訂予定。
「検定試験の評価ガイドライン」の策定に向けて、（平成２８年度から）協力者会議において検
討中。

 「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の導入

・ 平成２８年４月に「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」検討・準備グループを設置し、記
述式・英語の実施方法・時期等について検討し、実施方針（案）を取りまとめ。 【別添資料２
別紙１-１，１-２】

 個別大学の入学者選抜の改革
・ 国公私立の別を問わず、各大学の方針に基づき、受検者を多面的・総合的に評価するため
の入学者選抜改革の取組が進展。
・ 委託事業において、複数の大学等がコンソーシアムを組み、国語、地歴公民、理数、情報等に
関する新たな評価手法の開発及び普及に取り組み。
・ 高等学校や大学関係者等による「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」の場で、入学
者選抜に関する新たなルールづくりや調査書・提出書類の改善等について検討し、平成３３年
度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告(案)を取りまとめ。 【別添資料２ 別紙２】

３．大学教育改革

 「三つの方針」に基づく大学教育の質的転換

・ ①卒業認定・学位授与、②教育課程の編成・実施、③入学者受入れの「三つの方針」の策定・
公表を各大学に義務付け、平成２９年４月から施行。
・「三つの方針」策定・運用に関するガイドラインを国が作成・配布。

 認証評価制度の改善
・ 「三つの方針」等を共通評価項目とし、平成３０年度から認証評価に反映。

※ 上記改革の着実な推進のため、平成２９年度高大接続改革関連予算として、総額５７億円を計上。
【別添資料３】
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平成２８年度における 

大学入学者選抜改革の主な取組等について 

 
＜主な検討経緯＞ 

平成２８年３月 高大接続システム改革会議「最終報告」 
 

５月～ 「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）検討・準備グループ」等
における検討 

              
「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」の場における検討 

 
８月 検討状況を公表 

 

１．検討・準備グループ等における検討【別紙１－１、１－２参照】 
 

○ 「最終報告」で示された「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の 

「実施方針」の策定に向け、主に以下の課題を検討。 

  ・記述式問題の実施方法等 

  ・英語の４技能評価 

  ・その他事項（出題教科・科目、結果の表示、実施期日等） 

○ 実施方針策定の方向性について案を整理。 

２．大学入学者選抜方法の改善に関する協議の場における検討【別紙２参照】 
 
○ 個別大学の入学者選抜の改革について、高等学校や大学関係者等による改

善に関する協議の場で、主に以下の課題を検討。 

・新たなルール 

・調査書や提出書類の改善 
 
○ 各入試区分における学力の３要素の評価方法等の在り方の整理。 
 
○ 丁寧な選抜や高校教育及び学習意欲を考慮した出願・合格発表時期の設定。 
 
○ 調査書・推薦書の見直しや志願者本人の記載する資料等の充実。 

３．今後の予定 

○ 関係者等との意見交換等を行い、すみやかに「実施方針」やモデル問題、

「大学入学者選抜実施要項の見直しの予告」を公表予定。 

別添資料２ 
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別紙１－１ 

          

「大学入学共通テスト（仮称）」実施方針（案） 

 
※ 今後、文部科学省において、更に大学・高等学校等の関係団体等の意見を聞き、すみ

やかに実施方針として確定する。 

 

 

１．名称 

  大学入試センター試験に代わるテストの名称は、「大学入学共通テスト（仮称）」（以下

「共通テスト」という。）とする。 

 

２．目的 

  共通テストは、大学入学希望者を対象に、高等学校段階における基礎的な学習の達成

の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的とす

る。このため、各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分有しているかの評価も行

いつつ、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うものとする。 

 

３．実施主体 

  共通テストは利用大学が共同して実施する性格のものであることを前提に、大学入試

センター（以下「センター」という。）が問題の作成、採点その他一括して処理すること

が適当な業務等を行う。 

 

４．実施開始年度 

  平成３２年度（平成３３年度入学者選抜） 

  ※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降の

方針については、平成３３年度を目途に策定・公表予定。 

 

５．出題教科・科目等 

○ 共通テストの出題教科・科目等は、別表１のとおりとする。 

※ 次期学習指導要領において高等学校の教科・科目が抜本的に見直される予定であ

ることを踏まえ、平成３６年度以降は教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

○ 「国語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」については、「８.で見直しを行うマークシ

ート式問題」に加え、記述式問題を出題する。 

※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降、

地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問題を導入する方向で検討を進める。 
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６．記述式問題の実施方法等 

（１）国語 

①出題の範囲 

記述式問題の出題範囲は、「国語総合」（古文・漢文を除く。）の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

多様な文章や図表などをもとに、複数の情報を統合し構造化して考えをまとめた

り、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論述し

たりする思考力・判断力・表現力を評価する。 

設問において一定の条件を設定し、それを踏まえ結論や結論に至るプロセス等を

解答させる条件付記述式とし、特に「論理（情報と情報の関係性）の吟味・構築」

や「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 

○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 ※ センターが共通テストにおいて作問、出題、採点する記述式問題とは別に、

各大学が個別選抜において一定の期日に出題・採点に利用することができるよ

うセンターが大学の求めに応じ記述式問題及び採点基準を提供する方式の導入

も検討する。 

 

（２）数学 

①出題の範囲 

記述式問題の出題科目は、「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」とし、出題範囲は「数学

Ⅰ」の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

図表やグラフ・文章などを用いて考えたことを数式などで表したり、問題解決の

方略などを正しく書き表したりする力などを評価する。 

特に、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立てること」に関わる能

力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 
○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 
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○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 

７．英語の４技能評価 

○ 高等学校学習指導要領における英語教育の抜本改革を踏まえ、大学入学者選抜にお

いても、「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テ

ストの枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着し

ている資格・検定試験を活用する。 
 

○ 具体的には、以下の方法により実施する。 

 ① 資格・検定試験のうち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要

な水準及び要件を満たしているものをセンターが認定し（以下、認定を受けた資格・

検定試験を「認定試験」という。）、その試験結果及びＣＥＦＲ（※）の段階別成

績表示を要請のあった大学に提供する。 

このような方式をとることにより、学習指導要領との整合性、実施場所の確保、

セキュリティや信頼性等を担保するとともに、認定試験の実施団体に対し、共通テ

スト受検者の認定試験受検料の負担軽減方策や障害のある受検者のための環境整

備策を講じることなどを促す。 
 

※ ＣＥＦＲ…(Common European Framework of Reference for Languages : 
Learning , teaching , assessment)の略称。外国語の学習・教授・
評価のためのヨーロッパ共通参照枠。 

 

 ② 国は、活用の参考となるよう、ＣＥＦＲの段階別成績表示による対照表を提示す

る。 
 
③ センターは、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、高校３年の４月

～１２月の間の２回までの試験結果を各大学に送付することとする。 

 

※ 共通テストの英語試験の取扱いについては、引き続き、以下の２案について大学・

高等学校等の関係団体等の意見を聞きつつ検討する。 
 

≪A 案≫ 

平成３２年度以降、共通テストの英語試験を実施しない。英語の入学者選抜に認

定試験を活用する。 

 

 ≪B 案≫ 

   共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学

への影響を考慮し、平成３５年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定

試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。 

 

○ なお、認定試験では対応できない受検者への対応のための共通テストの英語試験の

実施については、別途検討する。 
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８．マークシート式問題の見直し 

○ 思考力・判断力・表現力を一層重視した作問への見直し 

    次期学習指導要領の方向性を踏まえ、各教科・科目の特質に応じ、より思考力・

判断力・表現力を重視した作問となるよう見直しを図る。 

 

９．結果の表示 

 （１）マークシート式問題 

   各大学において、入学者受入れ方針に応じたきめ細かい選抜に活用できるよう、

大学のニーズも踏まえつつ、現行の大学入試センター試験よりも詳細な情報を大学

に提供する。 

提供する情報の内容については、以下の事項を含め、今後、プレテスト等の状況

も踏まえつつ検討し、平成２９年度中に結論を得る。 

・ 設問、領域、分野ごとの成績 

・  全受検者の中での当該受検者の成績を表す段階別表示 

 

（２）記述式問題 

   設問ごとに設定した正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結

果を段階別で表すことなどについて検討する。 

結果の表示の仕方については、国語、数学の科目特性や試験問題の構成の在り方

も踏まえ、プレテスト等を通じて明確化する。 

    

※ 上記（１）（２）に関し、大学が指定した教科・科目については、全ての問の結

果の活用を求める。 

 

１０．実施期日等 

○ 共通テストの実施期日は、１月中旬の２日間とする。 

○ マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時

間内に実施する。 

○ 成績提供時期については、現行の１月末から２月初旬頃の設定から、記述式問題

のプレテスト等を踏まえ、１週間程度遅らせる方向で検討する。 

 

１１．その他 

○ 出題教科・科目の試験時間、実施期日・成績提供時期、実施上の配慮事項（試験場 

の割当て、障害等のある受検者に対する配慮、再試験・追試験の実施）、実施方法等

に関する要項（時間割、検定料、成績の本人への通知等）の具体的な取扱いについ

ては、プレテストの結果等を通じて引き続き検討し、今後、実施大綱（平成３１年
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度初頭目途に策定・公表予定）のほか、適切な時期に順次公表する。 

    なお、共通テストの検定料については、受検者の経済的負担に配慮して所要の検

討を行う。 

    障害のある受検者に対しては、引き続き合理的な配慮を行う。 

 

○ プレテストの実施内容と今後のスケジュールは別表２のとおり。 

なお、プレテストを通じて共通テストにおける試験問題の検討を行い、その検討

結果を公表する。 

 

※ ＣＢＴの導入については、引き続きセンターにおいて、導入に向けた調査・検

証を行う。平成２９年度については、問題素案の集積方法の検討及び集積等を行

う。 

この成果も踏まえ、平成３６年度以降の複数回実施の実現可能性を検討する。 
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別表１ 出題教科・科目 

 

教科等 出題科目 出題方法等 備考 

国語 『国語』 「国語総合」の全ての内容を出題範囲とする。 

『国語』の出題に

は記述式問題を含

む（古文、漢文を除

く。）。 

地理歴史 

「世界史Ａ」 

「世界史Ｂ」 

「日本史Ａ」 

「日本史Ｂ」 

「地理Ａ」 

「地理Ｂ」 

 左記の６科目は、それぞれの科目の全ての内

容を出題範囲とする。 
  

公民 

「現代社会」 

「倫理」 

「政治・経済」 

『倫理，政治・経済』 

「現代社会」、「倫理」及び「政治・経済」はそれ

ぞれの科目の全ての内容を出題範囲とする。 

『倫理，政治・経済』は、「倫理」と「政治・経済」

を総合した出題範囲とする。 

  

数学 

「数学Ⅰ」 

『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」 

『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」は、それぞれの科目の全て

の内容を出題範囲とする。 

『数学Ⅰ・数学Ａ』は、「数学Ⅰ」と「数学Ａ」を総

合した出題範囲とする。 

 ただし、「数学Ａ」については、「場合の数と確

率」「整数の性質」「図形の性質」の３項目の内容

のうち２項目以上を学習した者に対応した出題と

し、問題を選択解答させる。 

  『数学Ⅱ・数学Ｂ』は、「数学Ⅱ」と「数学Ｂ」を

総合した出題範囲とする。 

  ただし、「数学Ｂ」については、「数列」「ベクト

ル」「確率分布と統計的な推測」の３項目の内容

のうち２項目以上を学習した者に対応した出題と

し、問題を選択解答させる。 

 

「数学Ⅰ」及び『数

学Ⅰ・数学Ａ』の出題

には記述式問題を

含む。「数学Ⅰ」・『数

学Ⅰ・数学Ａ』の記述

式問題の出題範囲

は、「数学Ⅰ」とす

る。 

理科 

「物理基礎」 

「化学基礎」 

「生物基礎」 

「地学基礎」 

「物理」 

「化学」 

 左記の８科目は、それぞれの科目の全ての内

容を出題範囲とする。 
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「生物」 

「地学」 

外国語 

『英語』 

『ドイツ語』 

『フランス語』 

『中国語』 

『韓国語』 

『英語』は、「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュ

ニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ」を出題範

囲とする。 

『英語』以外の外国語科目は、英語（リスニング

を除く。）に準ずる。 

『英語』はリスニング

を含む。 

専門学科

に関する

科目 

『簿記・会計』 

『情報関係基礎』 

『簿記・会計』は、「簿記」及び「財務会計Ⅰ」を

総合した出題範囲とし、「財務会計Ⅰ」について

は、株式会社の会計の基礎的事項を含め、「財

務会計の基礎」を出題範囲とする。 

 『情報関係基礎』は、専門教育を主とする農業、

工業、商業、水産、家庭、看護、情報及び福祉の

８教科に設定されている情報に関する基礎的科

目を出題範囲とする。 

  

 

（注１）「 」『 』内記載のものを１出題科目とする。 

 

（注２）「 」で記載されている科目は、高等学校学習指導要領上設定されている科目を表し、

『 』はそれ以外の科目を表す。 
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別紙１－２ 

          

「大学入学共通テスト（仮称）」実施方針策定に当たっての考え方（案） 

 

 

○ 大学入試センター試験に代わる新たなテストの制度設計については、高大接続システ

ム改革会議の「最終報告」を踏まえ、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」検討・

準備グループにおいて、検討を進めてきたところ。 

 

○ このたび、検討・準備グループにおける議論等を踏まえ、「大学入学共通テスト（仮

称）」の実施方針（案）を取りまとめた。各項目についての考え方等は以下のとおり。 

 

※ 今後、文部科学省において、更に大学・高等学校等の関係団体等の意見を聞き、すみ

やかに実施方針として確定する。 

 

 

１．名称 

  大学入試センター試験に代わるテストの名称は、「大学入学共通テスト（仮称）」（以下

「共通テスト」という。）とする。 

    

 

○ 大学入試センター試験に代わる新たなテストの名称については、これまで、「大学入学

希望者学力評価テスト（仮称）」として仮称を用いてきたところであるが、このテストに

ついては、 

① 大学入学希望者に求められる共通の学力として、高等学校教育を通じて育まれる学

力のうち「知識・技能」を十分有しているかの評価も行いつつ、思考力・判断力・表現

力等を中心に評価するものであること、 

② 大学入学希望者の高等学校における学習成果を把握し、大学教育へと接続させてい

くために、利用大学が共同して実施する共通テストであること、 

などを踏まえた簡素で覚えやすい適切な名称を設定することが必要である。 

 

○ このため、大学入学希望者の共通の学力評価という内容面とともに、利用大学が共同

実施する共通テストという実施面の双方の性格をより端的に表象するものとして、新た

なテストの名称を、「大学入学共通テスト」とする方向で検討している。 
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２．目的 

  共通テストは、大学入学希望者を対象に、高等学校段階における基礎的な学習の達成

の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的とす

る。このため、各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分有しているかの評価も行

いつつ、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うものとする。 

 

３．実施主体 

  共通テストは利用大学が共同して実施する性格のものであることを前提に、大学入試

センター（以下「センター」という。）が問題の作成、採点その他一括して処理すること

が適当な業務等を行う。 

 

４．実施開始年度 

  平成３２年度（平成３３年度入学者選抜） 

  ※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降の

方針については、平成３３年度を目途に策定・公表予定。 

 

 

＜目的＞ 

 ○ 共通テストの目的については、これまで大学入試センター試験（以下「センター試

験」という。）が担ってきた「高等学校における基礎的な学習の達成の程度」を判定す

る機能を前提としつつ、高大接続システム改革会議の「最終報告」（平成２８年３月。

以下「最終報告」という。）を踏まえ、大学教育を受けるために必要な能力について把

握することを明確にする。 

あわせて、「最終報告」を踏まえ、高等学校教育を通じて育まれる学力のうち、知識・

技能とともに、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等を評価するという観点からの位置づけを明確にする。 

 

（参考）中央教育審議会答申（平成２６年１２月）における知識・技能や思考力・判断     

力・表現力の関係 

○ 知識については、生徒が学習の過程を通して個別の知識を学びながら、そうし 

た新たな知識等が既得の知識等と関連付けながら深く理解され、他の学習や生

活の場面でも活用できるような確かな知識として習得されるようにしていくこ

とが重要。 

生徒が持つ知識を活用して思考することにより、知識を相互に関連付けてよ 

り深く理解したり、知識を他の学習や生活の場面で活用できるようにしたりす

るための学習が必要。 

  こうした深い理解を伴う知識の習得は、各教科等の学習において重視される 

主要な概念の理解や習得につながるもの。 

  （技能についても同様） 
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○ 知識及び技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等   

を発揮することを通して、深い理解を伴う知識及び技能が習得され、それにより更 

に思考力、判断力、表現力等も高まるという相互の関係にあるもの。 

 

＜実施主体＞ 

○ 実施主体に関し、現行のセンター試験は、法律上、「大学が共同して実施する」もの

であり、センターは、この試験に関し「一括して処理することが適当な業務」等を行

うものとされている（大学入試センター法第１３条第１項）。共通テストにおいても、

「最終報告」を踏まえ、その位置づけを引き継ぐこととする。 

 

○ 共通テストは、実態上、利用大学が共同して実施するテストであることを十分認識

し、テストについては、専門家（例：教科関係、測定論・評価論など）による理論・

実践の両面の知見をもとに全体設計（テストデザイン）を行う。   

また、テストの実施に際しては、テスト問題作成を担当する大学教員の派遣や実際

のテスト実施業務を担当することなど、センターとの緊密な連絡体制のもと、利用大

学がそれぞれ責任をもって取り組むものとする。 

※ 各大学は、現状でも、試験問題作成に携わる大学教員の派遣、試験場の設定、試

験監督者等の選出及び実施方法等の周知、受領試験問題等の保管・管理、試験の実

施、答案の整理・返送等の業務について責任を持って行っているところであり、共

通テストにおいても、これらの業務を担うこととなる。 

 

○ 共通テストは、高等学校教育を通じて育まれた十分な知識・技能を前提として、思

考力・判断力・表現力等を重視して評価する作問体制への転換等が必要であることを

踏まえ、高等学校関係者や、高等学校教育の実態をよく把握している大学教員等を積

極的に作問委員として委嘱するなど、これまでのセンターの作問方針・作問体制の抜

本的な見直しを図り機能を強化する。 

 

＜実施開始年度＞ 

○ 中央教育審議会答申（平成２６年１２月）、高大接続改革実行プラン（平成２７年１

月）、最終報告により示されたスケジュールに沿って、実施開始年度を平成３２年度と

する。 

 

○ 本実施方針は現行学習指導要領下におけるテストについてのものであり、次期学習

指導要領に基づくテストが実施される平成３６年度以降の実施方針については、平成

３３年度を目途に策定・公表する。 
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５．出題教科・科目等 

○ 共通テストの出題教科・科目等は、別表１のとおりとする。 

※ 次期学習指導要領において高等学校の教科・科目が抜本的に見直される予定であ

ることを踏まえ、平成３６年度以降は教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

○ 「国語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」については、「８.で見直しを行うマークシ

ート式問題」に加え、記述式問題を出題する。 

※ 次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成３６年度以降、

地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問題を導入する方向で検討を進める。 

 

 

＜出題教科・科目＞ 

○ 平成３２年度に実施される共通テストの出題教科・科目等については、現行学習指

導要領の下、別表１のとおりとする。 

 

○ 最終報告では、「試験の出題科目数については、思考力・判断力・表現力を構成する

諸能力を中心に評価する作問体制への転換が必要であることや、受検者数の状況等も

勘案しつつ、できるだけ簡素化する。」ことが示されており、平成３６年度以降は、次

期学習指導要領で高等学校の教科・科目の構成が抜本的に見直されることを踏まえ、

共通テストの教科・科目の簡素化を含めた見直しを図る。 

 

＜記述式問題の出題＞ 

○ 記述式問題の対象教科・科目については、高等学校学習指導要領で「国語総合」「数

学Ｉ」が共通必履修科目として設定されていることを踏まえ、当面、共通テストの「国

語」、「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」において出題する。 

 

○ 一方、国語・数学に限らず、地理歴史・公民分野や理科分野等にも記述式問題を導入

し、全教科を通じてより主体的、論理的な思考力・判断力・表現力等を一層高めること

は重要である。国語・数学では、上述のとおり、「国語総合」「数学Ⅰ」が共通必履修科

目であることを踏まえ、記述式問題の対象科目を決定したが、地歴公民や理科は、現行

学習指導要領では共通必履修科目が設定されておらず、現行では、あわせて１８の試

験科目が実施されている。 

このため、国語・数学における記述式問題導入の状況を検証しつつ、歴史総合、地理

総合、公共が共通必履修科目となる次期学習指導要領に基づくテストとして実施する

こととなる平成３６年度のテストから、地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問

題を導入する方向で検討を進める。 
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６．記述式問題の実施方法等 

（１）国語 

①出題の範囲 

記述式問題の出題範囲は、「国語総合」（古文・漢文を除く。）の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

多様な文章や図表などをもとに、複数の情報を統合し構造化して考えをまとめた

り、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論述し

たりする思考力・判断力・表現力を評価する。 

設問において一定の条件を設定し、それを踏まえ結論や結論に至るプロセス等を

解答させる条件付記述式とし、特に「論理（情報と情報の関係性）の吟味・構築」

や「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 

○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 ※ センターが共通テストにおいて作問、出題、採点する記述式問題とは別に、

各大学が個別選抜において一定の期日に出題・採点に利用することができるよ

うセンターが大学の求めに応じ記述式問題及び採点基準を提供する方式の導入

も検討する。 

 

 

＜記述式問題の導入意義＞ 

○ 大学入学者選抜においては、高等学校学習指導要領に基づき育成された資質・能力

をより的確に評価する必要があり、このことは高等学校教育の改革充実という観点か

らも重要である。特に、現行の高等学校学習指導要領が、知識・技能を活用して課題を

解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育むため国語をはじめとする全教

科等において「言語活動」（例：説明、論述、討論等）を充実することを定めているこ

とを考慮する必要がある。 

 

○ 高大接続改革を国公私を通じて推進するため、国公私立大学の参画の下、共通テス

トにおいて、言語活動を通じて育成された資質・能力を的確に評価することが重要で

ある。特に記述式問題を導入し、より多くの受検者に課すことで、高等学校に対し、

「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を促していく大きなメッセージにな

る。 
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○ あわせて、最終報告では、各大学の個別選抜においても記述式問題の導入が求め

られている。各大学の個別選抜においては、共通テストの積極的な活用を図るとと

もに、高等学校学習指導要領を踏まえ、論理的な思考力・判断力・表現力等を適切

に評価するため、例えば、国語を中心として、複数の素材を編集するなどとして、

自らの考えを立論し、それを表現するプロセスを評価できる記述式問題を課すな

ど、作問の改善等を図ることが重要である。 

 

○ 共通テストと個別選抜の双方において、それぞれの特質を踏まえながら、記述式

問題の充実を図り、言語活動を通して身に付いた資質・能力を的確に評価すること

により、高等学校教育・大学教育の改革充実により大きな好影響を与えることが期

待できる。  

 

＜検討経緯＞ 

○ 記述式問題については、教科専門家やテスト理論の専門家等の協力を得て、作問

方法と採点方法に関する各検討チームを設け、作問の構造化や採点方法の在り方等

について具体化を進めた。 

 

○  記述式問題の実施期日を含む全体の制度設計については、昨年８月、記述式問題

の導入意義、評価すべき能力や作問の構造、採点の方法・体制等を全体として考慮

した上で、１月に実施しセンターが採点する案、１２月に実施しセンターが採点す

る案、１月に実施しセンターがデータを処理し、それを踏まえて各大学が採点する

案の三つの案を提示した。 

 

○ このうち、各大学が採点を行う案については、限られた期間の中で実施でき、作問

内容の柔軟な設定が可能となるなどの点で優れた選択肢である一方、大学の負担・

体制や私立大学の入試日程、個別選抜との関係等も考慮し、多くの大学が共通テス

トの記述式問題を活用できるようにするため、①センターが解答の形式面を確認

し、各大学が採点する（パターン１）、②センターが段階別評価まで採点を行い、各

大学で確認する（パターン２）の２つに整理し、平成２８年１１月に関係団体に提示

した。 

 

○ これを受け、国立大学協会の「大学入学者選抜試験における記述式問題出題に関

する国立大学協会としての考え方」（平成２８年１２月）では、すべての国立大学

受検者に、個別試験で論理的思考力・判断力・表現力等を評価する高度な記述式試

験を課すことを目指すこと、パターン２を、具体的な問題例と採点基準等を今後十
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分に吟味した上で５教科７科目の中の国語において、国立大学の一般入試の全受検

者に課す方向で検討すること、パターン１を、各大学の個別試験問題として活用す

ることができるよう、各大学の求めに応じて大学入試センターが提供する方向で検

討すること、などの考えが示された。 

また、日本私立大学団体連合会の「「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」

の検討状況に関する意見」（平成２８年１０月）では、記述式問題を大学が採点す

る案について、日程や体制の問題から実質的に不可能であり、採点の統一性の観点

からセンターが責任をもって行うことが必要とされた。 

 

○ パターン２については、２回にわたるセンターのモニター調査（フィージビリテ

ィ検証）を通して、大規模共通かつ一斉の選抜試験を想定した記述式問題のモデル

問題の作成及び公表に向け、条件設定や採点基準、試験時間等の検証を行った。 

モデル問題案は、以下の要件を満たすものとした。 

ア．後述の＜評価すべき能力・問題類型等＞で示す評価すべき能力測定が可能な

問題であること 

イ．短期間での採点が可能な問題であること 

ウ．選抜試験であることから、客観性・公平性を確保した採点が可能な問題であ

ること 

エ．一定の時間内で解答が可能な問題であること 

モニター調査を通じ、受検者が思考・判断・表現を求められる具体的な場面

を、条件として適切に設定することにより解答パターンがある程度限定され、短

期間での客観性・公平性を確保した採点（＊）が見込めること、国語全体の試験

時間は１００分程度で収まることなど、上記ア～エの要件等について確認するこ

とができた。今後、平成２９年度に５万人規模の大規模なプレテストを実施する

予定であり、上記の検証項目や採点期間等について更に検証していく。 

 

＊国語で評価すべき能力を踏まえ出題した記述式問題の答案について、今回の調査では

数百人規模の実施であったが、①８０～１２０字で表現することなど文字数も含め、

受験者が思考・判断・表現を求められる具体的な場面を条件として適切に設定するこ

と、②採点者が方針を共有しやすいよう採点基準を明確にすること、③採点者が上位

判定者に協議し採点の信頼性を確保する多層的な採点体制をとることなどが、採点の

精度を担保するための重要なポイントとなることが確認された。今後、モニター調査

の更なる分析を進めるとともに、平成２９年１１月予定の大規模プレテスト（５万

人）を通じて、こうした条件設定や採点基準、採点体制に加えて、採点の検収や自己

採点の在り方等についても更に検証していく。 
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＜出題の範囲＞ 

 当面、高等学校で共通必履修科目として設定され、記述式問題導入の意義が大きい

「国語総合」で導入する。 

※古文・漢文の原文の内容を把握したり解釈したりする出題は除く。 

 

＜評価すべき能力・問題類型等＞ 

○ 多様な文章とともに、図表などを含めて、複数の情報を統合し構造化して考えをま

とめたり、その過程や結果について、相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論

述したりする思考力・判断力・表現力等を評価する。 

 

○ 最終報告において、学力の３要素を踏まえつつ、大学における学修や社会生活にお

いて必要となる問題発見・解決の能力等の諸能力を有しているかどうかを評価するこ

とが一層重要であるとして、共通テストでは、特に、 

   (1)内容に関する十分な知識と本質的な理解を基に問題を主体的に発見・定義し、 

(2)様々な情報を統合し構造化しながら問題解決に向けて主体的に思考・判断し、 

(3)そのプロセスや結果について主体的に表現したり実行したりするために必要な

諸能力をいかに適切に評価するかを重視すべき。 

という観点から作問を行うことが示された。 

 

○ また、中教審において検討された言語能力を構成する資質・能力が働く思考の過程

では、「テクスト（情報）の理解」と「文章や発話による表現」を柱に、以下のよう

に整理している。 

 ・「テクスト（情報）の理解」（構造と内容の把握、精査・解釈、考えの形成の過程

を経る） 

 ・「文章や発話による表現」（思考から表現への思考の過程で、内容・テーマの検

討、構成・表現形式の検討、考えの形成・深化、推こう、表現の過程を経る） 

 

○ このことを踏まえ、過去の大学入学者選抜の問題や高校入試問題を分類すると、

おおむね以下のとおりである。 

(1)「テクストの部分の内容や解釈」（テクストの部分を把握、精査・解釈して解答

する問題） 

(2)「テクストの全体の内容や解釈」（テクストの全体を把握、精査・解釈して解答

する問題） 
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(3)「テクストの精査・解釈に基づく考えの形成」（テクストを基に、考えを文章化

する問題） 

(4)「テクストの精査・解釈を踏まえた自分の考えの形成」（テクストを踏まえて発

展させた自分の考えを解答する問題（解答の自由度の高い記述式問題）） 

 

    作問検討チームでは、これらの分析を踏まえ、大規模共通試験の実現可能性等も

含め検討を行い、共通テストの記述式問題として、（1）(2)だけでなく、(3)につい

て条件付記述式として出題することとした。 

なお、(4)については、解答の自由度が高いことから個別選抜になじみやすい問

題であり、個別選抜において出題することが望ましいとされた。 

 

○ 素材選定の工夫の例としては、次のようなものが考えられる。 

・論理的な内容を題材にした説明、論説等 

・新聞記事・社説、会議等の記録、実務的な文章（取扱説明書、報告書、提案書

等）、契約書や法令の条文、公文書等 

・統計資料（図表・グラフ等）を用いた説明等 

 

＜出題・採点方法＞ 

○ センターにおいて、作問、出題、採点を行う問題については、例えば、文字数８

０～１２０字程度の問題を含め３問程度とする、マークシート式問題と記述式問題

の大問は分けて出題し、試験時間はマークシート式と合わせて１００分程度とする

ことを想定している。 

 

○ 採点方法については、答案を読み取り装置で画像データ化し、採点者が受検者個

人を特定できる情報を見えなくする処理を施した上で採点する仕組みを想定してい

る。採点については、処理能力や信頼性、実績を有する民間事業者を活用する。 

 

○ また、国立大学協会が個別試験で「高度な記述式」を課すことを目指す方針で合

意する一方、センターが作問した記述式問題を各大学の個別試験問題として活用す

る方法の検討が求められており、センターが大学の求めに応じて記述式問題及び採

点基準等を提供し、一定の期日に各大学が個別選抜の一部として実施・採点する方

式の導入を検討する（２００～３００字程度を想定）。 

 

○ 平成３２年度以降、作題や採点の知見の積み重ねにより、作題の工夫、採点精

度、識別力の一層の向上を図る。また、平成３６年度以降は、平成３２年度からの

実施状況やＣＢＴ等の技術開発の状況等を踏まえつつ、更なる充実を図る。 
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（２）数学 

①出題の範囲 

記述式問題の出題科目は、「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」とし、出題範囲は「数学

Ⅰ」の内容とする。 

 

②評価すべき能力・問題類型等 

図表やグラフ・文章などを用いて考えたことを数式などで表したり、問題解決の

方略などを正しく書き表したりする力などを評価する。 

特に、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立てること」に関わる能

力の評価を重視する。 

 

③出題・採点方法 
○ 記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。 

○ 多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間

事業者を有効に活用する。 

○ センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大

学に提供し、各大学においてその結果を活用する。 

 

 

＜記述式問題の導入意義＞ 

○ これまでのセンター試験では、問題解決における構想から結論に至るプロセスがあ

らかじめ文脈として提示され、受検者は、与えられたそのプロセスに沿って必要な数

値を求めていく、「与えられた問題解決の過程を再現する力」を測る問題が中心とな

ってきた。 

また、各大学の個別選抜の問題では、いわゆる証明問題を含む問題解決のプロセス

全体を問うものが多いが、個別選抜で数学が課されない入学希望者に対しては、能力

の評価が「与えられた問題解決の過程を再現する力」にとどまる場合が多い。 

 

○ 数学は、科学の言葉といわれることがあるように、広い意味で言語のような役割を

果たす教科であり、各教科で身に付けた知識・技能を活用して問題発見・解決をする

際に重要な役割を果たす。また、「読み・書き・計算（そろばん）」などと表現され

るように、数学は国語と並んで、日常生活や大学におけるあらゆる学修の基礎となる

内容を学ぶ教科であるとされる。 

 

○ 中央教育審議会答申（平成２６年１２月）において、高等学校では、事象を式で

数学的に表現することに課題があると指摘している。このため、様々な事象と数

式、図表やグラフ等の数学的な表現を関連付けること（事象を基に数学的な表現を
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行ったり、数学的な表現を事象に戻してその意味を考察したりすることを含む。）

や、問題解決に当たって解決の方向を構想すること等を記述式問題で問うことは、

高等学校における指導の改善を促すことにつながる。 

 

＜検討経緯＞ 

○ ６（１）の＜検討経緯＞を参照。数学の場合、平成２８年１１月の時点において

も、「センターが段階別表示、各大学で確認」の案のみ示していたところである。 

 

○ ２回にわたるセンターのモニター調査（フィージビリティ検証）を通じ、大規模

共通かつ一斉の選抜試験を想定した記述式問題のモデル問題の作成及び公表に向

け、条件設定や採点基準、試験時間等の検証を行った。 

モデル問題案は、以下の要件を満たすものとした。 

ア．後述の＜評価すべき能力・問題類型等＞で示す評価すべき能力測定が可能な

問題であること 

イ．短期間での採点が可能な問題であること 

ウ．選抜試験であることから、客観性・公平性を確保した採点が可能な問題であ

ること 

エ．一定の時間内で解答が可能な問題であること 

モニター調査を通じ、受検者の解答パターンがある程度限定されており短期間での

客観性・公平性を確保した採点が見込めること、数学全体の試験時間は７０分程度

で収まることなど、上記ア～エの要件等について確認することができた。今後、平

成２９年度に５万人規模の大規模なプレテストを実施する予定であり、上記の検証

項目や採点期間等について更に検証していく。 

 

＜出題の範囲＞ 

○ 出題科目「数学Ⅰ」及び「数学Ⅰ・Ａ」の両方において，当面、高等学校で共通

必履修科目として設定され，記述式問題の意義が大きい「数学Ⅰ」の学習内容に関

する問題で導入する。 

 

＜評価すべき能力・問題類型等＞  

○ 中教審において検討された数学の問題発見・解決のための思考の過程は、おおむ

ね以下のようになっている。 

・ 「問題を数学的に捉える」（日常生活や社会の事象、数学の事象について数

学的に捉える） 

・ 「問題を焦点化する」（数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立

てる) 
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・ 「焦点化された問題を解く」（焦点化した問題を解決する） 

・ 「結論の活用」（解決した結果について、解決過程を振り返り、得られた結

果を意味づけたり、活用したりすることや、概念を形成したり、体系化したり

する） 

 

○ 過去の大学入学者選抜の問題を分類すると、おおむね以下のとおりである。 

(1)「焦点化された問題を解くこと」（数学的に処理すること等によって、数値等

の解答を得る） 

(2)「問題を焦点化すること」（数学的な処理を行って解決して結果を得るために

数式、図表、グラフなどで表現する） 

(3)「問題解決するに当たって把握すべき数学的な事柄・事実や、問題解決に向け

た構想を立てることなどの問題解決の方略を表現すること」 

(4)「問題解決のプロセス全体を表現すること」（いわゆる証明問題など） 

   

作問検討チームでは、これらの分析を踏まえ、大規模共通試験の実現可能性等を

併せて検討を行い、共通テストの記述式問題として、上記の（1）(2)に加え、(3)に

ついて条件付記述式として出題することとした。なお、数学の問題は、複数の解法

が存在する場合があるため、当面は(4)は出題せず、引き続き個別選抜で問うことが

望ましいとされた。 

 

○ 素材選定の工夫の例としては、次のようなものが考えられる。 

・数学的な事象を扱ったもの 

・日常生活、社会事象を扱ったもの 

・図表やグラフなどを用いて考えたことが解答の前提となる問題 

 

＜出題・採点方法＞ 

○ 問題数は３問程度とする。大問の中にマークシート式問題と記述式問題を混在し

て出題し、試験時間はマークシート式と合わせて７０分程度とすることを想定して

いる。 

 

○ 採点方法については、国語と同様の方式を想定している。 
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７．英語の４技能評価 

○ 高等学校学習指導要領における英語教育の抜本改革を踏まえ、大学入学者選抜にお

いても、「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テ

ストの枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着し

ている資格・検定試験を活用する。 
 

○ 具体的には、以下の方法により実施する。 

 ① 資格・検定試験のうち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要

な水準及び要件を満たしているものをセンターが認定し（以下、認定を受けた資格・

検定試験を「認定試験」という。）、その試験結果及びＣＥＦＲ（※）の段階別成

績表示を要請のあった大学に提供する。 

このような方式をとることにより、学習指導要領との整合性、実施場所の確保、

セキュリティや信頼性等を担保するとともに、認定試験の実施団体に対し、共通テ

スト受検者の認定試験受検料の負担軽減方策や障害のある受検者のための環境整

備策を講じることなどを促す。 
 

※ ＣＥＦＲ…(Common European Framework of Reference for Languages : 
Learning , teaching , assessment)の略称。外国語の学習・教授・
評価のためのヨーロッパ共通参照枠。 

 

 ② 国は、活用の参考となるよう、ＣＥＦＲの段階別成績表示による対照表を提示す

る。 
 
③ センターは、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、高校３年の４月

～１２月の間の２回までの試験結果を各大学に送付することとする。 

 

※ 共通テストの英語試験の取扱いについては、引き続き、以下の２案について大学・

高等学校等の関係団体等の意見を聞きつつ検討する。 
 

≪A 案≫ 

平成３２年度以降、共通テストの英語試験を実施しない。英語の入学者選抜に認

定試験を活用する。 

 

 ≪B 案≫ 

   共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学

への影響を考慮し、平成３５年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定

試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。 

 

○ なお、認定試験では対応できない受検者への対応のための共通テストの英語試験の

実施については、別途検討する。 
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＜検討経緯＞ 

○ 英語の有識者等の協力を得て英語４技能実施企画部会を設置し、専門的な検討を

進めるとともに、検討・準備グループにおいても重点的に審議を行うなど、英語の

資格・検定試験の活用の具体化に向けた検討を進めた。 

 

○ 公平性・公正性の観点を含め、民間の資格・検定試験の活用の実現可能性につい

て、主な資格・検定試験団体から詳細な聞き取りなどを実施し、具体化に向けた検

討を進めた。 

 

＜英語４技能評価の必要性＞ 

○ グローバル化が急速に進展する中、英語によるコミュニケーション能力の向上が

課題となっており、現行の高等学校学習指導要領（平成２５年度～）では、授業は

英語を用いて行うことを基本とし、英語４技能を総合的に育成することが求められ

ている。 

また、次期学習指導要領では、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するた

め、外国語の能力を総合的に評価するＣＥＦＲ等を参考に、段階的な「国の指標形

式の目標」を設定するとともに、統合的な言語活動を一層重視することとしてい

る。 

     

○ 大学入学者選抜においては、このような高等学校段階の「読む」「聞く」「話す」

「書く」の４技能の総合的な能力を適切に評価できるようにすることが必要であ

り、このことは、グローバル人材育成の取組など、大学教育改革にも寄与すること

にもなる。 

   

＜資格・検定試験の活用の必要性＞ 

○ センター試験では、従来、コミュニケーション能力を重視した出題範囲の設定

（平成９年度～）や、リスニングの導入（平成１８年度～）等に取り組んできた

が、大枠では「読む」「聞く」の能力を中心に選択式で問うものとなっている。 

また、「話す」「書く」について、５０万人規模での一斉実施のための環境整備等

の観点から、現行のセンター試験のように、大規模、同日に一斉に試験を実施する

ことは困難である。 

 

○ 一方、民間の資格・検定試験は、英語４技能を総合的に評価するものとして社会

的に認知され、一定の評価が定着している。高等学校教育や大学の初年次教育の場

でも活用が進み、推薦・ＡＯ入試を中心に大学入学者選抜にも活用されている。 
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（参考）・大学生の高校生時の英語資格・検定試験の受検状況 

        約３７％（約２３万人（推計））（Ｈ２７文部科学省委託調査より） 

      ・大学の単位認定における TOEFL iBT の活用状況  

有効回答５１５校中２０２校 

       ・大学入学者選抜において英語資格・検定試験を活用している大学（Ｈ２７年度） 

               国立大学では、推薦入試１７．１％、ＡＯ入試１４．６％、一般入試 ７．３％ 

        私立大学では、推薦入試３０．７％、ＡＯ入試２１．２％、一般入試 ６．４％ 

 

○ 本件に関連して、「英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進

について(通知）」(平成２７年３月３１日文部科学省初等中等教育局長・高等教育局

長通知)においても、高等学校や大学等における資格・検定試験の活用を奨励してい

るところである。 

さらに、最終報告でも、「民間の資格・検定試験の知見の積極的な活用の在り方な

ども含め検討する」とされている。 

 

○ これらを踏まえ、大学入学者選抜において、資格・検定試験を積極的に活用する

ことにより、「話す」「書く」を含む英語４技能評価を推進することが有効である。

また、このことにより、高等学校までの段階における授業の改善を促進することが

期待される。 

 

＜大学における活用の在り方＞ 

○ 各大学の個別選抜においては、認定試験の段階別評価の結果について、例えば、 

      ・出願資格 

    ・試験免除 

    ・得点加算 

    ・総合判定の一要素 

などの方法で活用することが考えられる。従来センター試験を活用してきた大学

に対しては、文部科学省として、活用事例を複数例示するなど活用を促していく。 

成績表示は各認定試験の試験結果のほか、ＣＥＦＲに対応した段階別評価（例：

Ａ１～Ｃ２の最大６段階）により各大学に提供していく。 

 

○ 認定試験を活用する場合は、受検者の負担に配慮してなるべく多くの認定試験を

対象として活用するよう各大学に依頼する。 
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＜資格・検定試験の認定＞ 

○ 学習指導要領との整合性については、「認定」を通じ、認定試験と学習指導要領との

対応関係を確認する。 
 
○ 採点の質については、各認定試験実施団体に、採点の質の確保に関する客観的な検

証を行い、そのプロセスに関する情報を記録・公開することを求める。 
あわせて、信頼性向上に対する改善努力を定期的に公表することを求める。 

 

○ 異なる資格・検定試験の結果の比較については、各認定試験実施団体に、試験問

題、評価の観点、採点基準等がＣＥＦＲと対照していることを示す客観的な検証方

法・結果を公表することを求める。 

ＣＥＦＲと各資格・検定試験との対照表の向上のための検証を継続的に実施する。 

 

＜試験結果の集約・提供＞ 

○ 現在、センターが大学に対して行っている成績提供業務の一環として、以下のと

おり認定試験の結果をセンターに一元的に集約し、大学に提供する。 

・ 受検者は、認定試験出願時に、センターへ自らの成績を送付することを認定試

験実施団体に依頼。認定試験実施団体は、依頼を受けた受検者の成績をセンター

に送付。 

・ センターは、大学からの請求に基づき、共通テストの成績とともに認定試験の

成績を大学に提供。 

 

○ これにより、 

①一括した成績提供による大学、受検者、認定試験実施団体の各手続の簡素化と

セキュリティリスクの軽減 

②成績受領フォーマットの統一による大学における成績集計の事務コストの削減 

③センターがデータを蓄積することによる改善、様々な検証  

が可能となる。 

 

○ 実施場所・体制の確保 

・ 各認定試験について、できる限り、センター試験と同等以上の実施場所を確保で

きるよう、試験団体と調整を図る。また、実施期日・回数については、毎年度４月

～１２月の間に、全都道府県で複数回実施することを求める。 

・ 採点者、試験監督者等必要となる人員の質・量を確保することを求める。 

（例えば、会場ごとに、認定試験団体が一定の資格を有する試験監督者等を派遣。

高校教員にも協力を求める場合は、研修の実施や誓約書の提出等を求めるなど。） 
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・ 各認定試験実施団体に、障害のある受検者への配慮として、認定試験の実施に当

たり、合理的配慮として適切な手段を提供することを求める。 

・ 資格・検定試験については、主に各試験団体において資格・検定試験に対する自

己評価がなされており、また、現在、第三者機関による評価の在り方についても検

討されていることから、これらの効果的な活用の在り方も検討する。 

 

○ 検定料 

・ 低所得者世帯の受検者等の検定料の割引や複数回受検時の減免等の配慮を求める。 

 

＜受検期間・回数＞ 

○ 受検者の負担、高等学校教育への影響（例：早期から認定試験対策に追われるとの

懸念）の一方、受検機会の複数化の観点も考慮し、一定の回数制限を設けることが適

当である。このため、受検時期は、高校３年生以降の毎年４月～１２月とし、受検可

能回数は２回とする。 

有効期限の取扱いや既卒者の対応については、今後、検討する。 

 

○ 速やかに認定試験を活用して４技能を評価するため、また、センターが従来実施し

てきた英語の試験とリーディング・リスニングについて重複が生じるため、共通テス

トの英語試験については、平成３２年度から実施しないことが考えられる。（A 案） 

一方、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学への影響を配慮する観点からは、

平成３５年度までは、共通テストの英語試験を継続して実施することも考えられる。

（B案） 

このため、両案を併せて提示し、引き続き、大学・高等学校等の関係団体等の意見

を聞きつつ検討し、実施方針策定時までに結論を得る。 

 

○ なお、今後、認定試験では十分に対応できない受検者（例えば、障害のある受検者

の一部など）への対応について、取扱いを検討する。 

 

※ 認定、成績収集・提供の詳細な制度設計や認定基準は、平成２９年度初頭の実施方

針の公表後、高等学校・大学関係団体や資格・検定団体等との調整を進め、その後、

センターが各資格・検定団体からの認定申請を受けて審査し、認定した資格・検定試

験を公表する。 

※ 英語以外の外国語の取扱いについては、英語の詳細な制度設計の検討状況を踏ま

え、引き続き検討する。                                                                                                                    
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８．マークシート式問題の見直し 

○ 思考力・判断力・表現力を一層重視した作問への見直し 

    次期学習指導要領の方向性を踏まえ、各教科・科目の特質に応じ、より思考力・

判断力・表現力を重視した作問となるよう見直しを図る。 

 

 

○ 最終報告を踏まえ、マークシート式問題について、各教科・科目の特質や難易度を

含む識別力の観点も踏まえつつ、思考力・判断力・表現力等を一層重視した作問への

見直しを図るため、特に次のような点に留意して作問の工夫・改善に努める。 

・出題者が問題文で示した流れに沿って解答するだけでなく、問題解決のプロセ

スを自ら選択しながら解答する部分が含まれるようにする 
・複数のテキストや資料を提示し、必要な情報を組み合わせ思考・判断させる 
・分野の異なる複数の文章の深い内容を比較検討させる 
・学んだ内容を日常生活と結びつけて考えさせる 
・他の教科・科目や社会との関わりを意識した内容を取り入れる 
・正解が一つに限られない問題とする 
・選択式でありながら複数の段階にわたる判断を要する問題とする 
・正解を選択肢の中から選ばせるのではなく必要な数値や記号等をマークさせる 

 

○ 学習指導要領の趣旨・内容との連携をより的確に確保するとともに、評価すべき

能力や作問の構造を実際の作題に確実に反映するため、センターにおいては、高等

学校関係者や、高等学校教育の実態をよく把握している大学教員等を積極的に作問

委員として委嘱するなど、作問方針や体制の抜本的な見直しを図る。 
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９．結果の表示 

 （１）マークシート式問題 

   各大学において、入学者受入れ方針に応じたきめ細かい選抜に活用できるよう、

大学のニーズも踏まえつつ、現行の大学入試センター試験よりも詳細な情報を大学

に提供する。 

提供する情報の内容については、以下の事項を含め、今後、プレテスト等の状況

も踏まえつつ検討し、平成２９年度中に結論を得る。 

・ 設問、領域、分野ごとの成績 

・  全受検者の中での当該受検者の成績を表す段階別表示 

 

（２）記述式問題 

   設問ごとに設定した正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結

果を段階別で表すことなどについて検討する。 

結果の表示の仕方については、国語、数学の科目特性や試験問題の構成の在り方

も踏まえ、プレテスト等を通じて明確化する。 

    

※ 上記（１）（２）に関し、大学が指定した教科・科目については、全ての問の結

果の活用を求める。 

    

 

○ 結果表示については、テストの全体設計を踏まえた成績表示の具体的内容、項目、

表示方法等について、科目特性や試験問題の構成の在り方、大学のニーズなどを踏

まえつつ、段階別評価について、プレテスト等を通じて明確化していく。 

 

○ また、各大学が、合否判定を行う際に、入学者受入れ方針（アドミッション・ポ

リシー）に基づいて得点比重をかけることができるような情報を提供する。 

 

○ 現行のセンター試験の国語における古典の取扱いとして、「近代以降の文章」「古

文」「漢文」の３分野を別々に成績提供しているが、以下の点を踏まえ、今後、「国

語」として一括して成績提供することを検討する。 

  ① 平成２５年度からの高等学校学習指導要領では、古典を含む国語総合が、すべ

ての高校生が共通に履修する「共通必履修科目」として設定されていること。 

  ② 試験時間の不平等を解消する必要があること。 

   ※古典を課さない大学の受検者の場合、「国語」の試験時間内で、大問４問中２問のみを解答

すれば良いことになる。 

  ③ 古文や漢文と現代文の融合問題等の作題の工夫が可能となること。 
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○ 記述式問題について、正答の条件（形式面・内容面）への適合性を判定し、その結果

を複数段階（例えば、３～５段階程度）で表示することを想定している。引き続き、プ

レテスト等を通じ、問題の内容等に応じて明確化する。  

 

○ 今後、各大学が多面的・総合的な評価を実施するためには、マークシート式問題、記

述式問題、英語４技能評価、調査書や面接など多様な指標を用いた選抜を行うことに

なることから、文部科学省において、各指標を組み合わせて選抜に活用するための参

考指針を提供する。 
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１０．実施期日等 

○ 共通テストの実施期日は、１月中旬の２日間とする。 

○ マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時

間内に実施する。 

○ 成績提供時期については、現行の１月末から２月初旬頃の設定から、記述式問題

のプレテスト等を踏まえ、１週間程度遅らせる方向で検討する。 

 

 

○ 記述式問題の導入に伴い、試験実施期日を１２月に早める案も検討したが、この

案に対しては、全国高等学校長協会から、受検までに学習指導要領に示された学習

内容を終了させることが困難であること、多様な教育活動（学校行事や部活動）を

行うことが困難になることといった懸念が示された（「大学入学希望者学力評価テス

ト（仮称）の実施時期について」（平成２８年１０月））。 

 

○ これを踏まえ、共通テストの実施期日は、高等学校における教育活動への影響に配

慮し、従来と同様の１月中旬の２日間とする。 

マークシート式問題と国語、数学の記述式問題は同一日程で、当該教科の試験時間

内に実施する。 

 

○ 成績提供時期については、採点期間を確保する必要があることから、プレテストの

実施状況等を踏まえつつ、現行の１月末から２月初旬頃（※）から、１週間程度遅ら

せることを検討する。 

 ※平成２９年度入試の場合、「私立１月３１日」「国公立２月２日」  
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１１．その他 

○ 出題教科・科目の試験時間、実施期日・成績提供時期、実施上の配慮事項（試験場 

の割当て、障害等のある受検者に対する配慮、再試験・追試験の実施）、実施方法等

に関する要項（時間割、検定料、成績の本人への通知等）の具体的な取扱いについ

ては、プレテストの結果等を通じて引き続き検討し、今後、実施大綱（平成３１年

度初頭目途に策定・公表予定）のほか、適切な時期に順次公表する。 

    なお、共通テストの検定料については、受検者の経済的負担に配慮して所要の検

討を行う。 

    障害のある受検者に対しては、引き続き合理的な配慮を行う。 

 

○ プレテストの実施内容と今後のスケジュールは別表２のとおり。 

なお、プレテストを通じて共通テストにおける試験問題の検討を行い、その検討

結果を公表する。 

 

※ ＣＢＴの導入については、引き続きセンターにおいて、導入に向けた調査・検

証を行う。平成２９年度については、問題素案の集積方法の検討及び集積等を行

う。 

この成果も踏まえ、平成３６年度以降の複数回実施の実現可能性を検討する。 

 

 

○ 出題教科・科目の試験時間（記述式の問題構成を含む）、実施期日・成績提供時期、

検定料、成績の本人通知の内容等は、プレテスト等の結果も踏まえ検討し、実施大綱

（実施年度の前年）及び実施要項（実施年度）において示す。 

 

○ 平成３０年度に共通テストと同様の形式でプレテストを実施することを踏まえ、

平成２９年度は、そのための検証も含めたテストを実施する。その他、ＣＢＴの導

入に向けた検討を行う。 

 

  【平成２９年度】 

    ・テストの実施内容等に関する検討 

    ・記述式問題を含む試験問題の作成・検証・分析 

      ・プレテスト用テスト実施システムの構築 

    ・採点支援技術の構築・検証 

    ・テストの実施・採点に向けた運営や採点の体制の構築 

（記述式問題：各５万人規模、マークシート問題：各数千人規模） 

 

 【平成３０年度】 

   ・実施体制、採点体制等について、共通テストを想定した形式でプレテストを実施。 
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  【平成３１年度】 

・平成３０年度の実施結果を踏まえ、改善すべき内容等を把握の上、必要に応じて更

にテストを実施。 

 

○ 平成３２年度から共通テストを円滑かつ着実に導入する。 
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く
使
わ
れ
る
表
現
が
理
解
で
き
る
。

簡
単
で
日
常
的
な
範
囲
な
ら
、
身
近
で
日
常
の
事
柄
に
つ
い
て
、
単
純
で
直
接
的
な
情
報
交
換
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

A1
具
体
的
な
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
、
よ
く
使
わ
れ
る
日
常
的
表
現
と
基
本
的
な
言
い
回
し
は
理
解
し
、
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
。
自
分
や
他
人
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
、
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
や
、
誰
と
知
り
合
い
で
あ
る
か
、
持
ち
物
な
ど
の

個
人
的
情
報
に
つ
い
て
、
質
問
を
し
た
り
、
答
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
、
相
手
が
ゆ
っ
く
り
、
は
っ
き
り
と
話
し
て
、
助
け
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
簡
単
な
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出

典
）

ブ
リテ

ィッ
シ

ュ・
カ

ウ
ン

シ
ル

、ケ
ン

ブ
リッ

ジ
大

学
英

語
検

定
機

構

○
CE

FR
 （

Co
m

m
on

 E
ur

op
ea

n 
Fr

am
ew

or
k 

of
 R

ef
er

en
ce

 fo
r 

La
ng

ua
ge

s:
 L

ea
rn

in
g,

 te
ac

hi
ng

, a
ss

es
sm

en
t）

は
，

語
学

シ
ラバ

ス
や

カリ
キ

ュラ
ム

の
手

引
きの

作
成

、学
習

指
導

教
材

の
編

集
、外

国
語

運
用

能
力

の
評

価
の

た
め

に
、透

明
性

が
高

く、
分

か
りや

す
い

、包
括

的
な

基
盤

を提
供

す
る

も
の

とし
て

、２
０

年
以

上
に

わ
た

る
研

究
を

経
て

策
定

され
た

。欧
州

域
内

外
で

使
わ

れ
て

い
る

。
○

欧
州

域
内

で
は

、国
に

よ
り，

CE
FR

の
「共

通
参

照
レベ

ル
」が

，
初

等
教

育
，

中
等

教
育

を通
じた

目
標

とし
て

適
用

され
た

り，
欧

州
域

内
の

言
語

能
力

に
関

す
る

調
査

を
実

施
す

る
に

あ
た

って
用

い
られ

た
りす

る
な

どし
て

い
る

。

外
国

語
の

学
習

・教
授

・評
価

の
た

め
の

ヨ
ー

ロ
ッパ

共
通

参
照

枠
（

CE
FR

）
に

つ
い

て

Administrator
テキストボックス
66



各
試

験
団

体
の

デ
ー

タ
に

よ
る

CE
FR

との
対

照
表

英
検

：
日

本
英

語
検

定
協

会
ht

tp
:/

/w
w

w
.e

ik
en

.o
r.

jp
/f

or
te

ac
he

rs
/d

at
a/

ce
fr/

IE
LT

S：
ブ

リテ
ィッ

シ
ュ・

カウ
ンシ

ル
（

お
よ

び
日

本
英

語
検

定
協

会
）

資
料

よ
り

TE
AP

：
第

1回
英

語
力

の
評

価
及

び
入

試
に

お
け

る
外

部
試

験
活

用
に

関
す

る
検

討
会

吉
田

研
作

教
授

資
料

よ
り

TO
EI

C 
：

II
BC

 h
tt

p:
//

w
w

w
.to

ei
c.

or
.jp

/t
oe

ic
/a

bo
ut

/r
es

ul
t.h

tm
l

「L
&

R」
ま

た
は

「S
&

W
」の

記
載

が
無

い
数

値
が

４
技

能
の

合
計

点

Ca
m

br
id

ge
 E

ng
lis

h（
ケ

ンブ
リッ

ジ
英

検
）

：
ケ

ンブ
リッ

ジ
大

学
英

語
検

定
機

構
ht

tp
:/

/w
w

w
.c

am
br

id
ge

en
gl

is
h.

or
g/

ex
am

s-
an

d-
qu

al
ifi

ca
tio

ns
/c

ef
r/

ce
fr-

ex
am

s/
 

ht
tp

:/
/w

w
w

.c
am

br
id

ge
en

gl
is

h.
or

g/
ex

am
s/

ca
m

br
id

ge
-e

ng
lis

h-
sc

al
e/

 

GT
EC

 ：
ベ

ネ
ッセ

コー
ポ

レ
ー

シ
ョン

に
よ

る
資

料
よ

り
「L

&
R&

W
」の

記
載

が
無

い
数

値
が

４
技

能
の

合
計

点

※
各

試
験

団
体

の
公

表
資

料
よ

り文
部

科
学

省
に

お
い

て
作

成

ht
tp

:/
/w

w
w

.e
ik

en
.o

r.
jp

/a
ss

oc
ia

tio
n/

as
so

ci
at

io
n/

in
fo

/2
01

5/
pd

f/
20

15
12

18
_p

re
ss

re
le

as
e_

CS
E2

.p
df

TO
EF

L：
米

国
ET

S 
 h

tt
p:

//
w

w
w

.e
ts

.o
rg

/M
ed

ia
/R

es
ea

rc
h/

pd
f/

RM
-1

5-
06

.p
df

?W
T.

ac
=

cl
kb

 

CE
FR

Ca
m

br
id

ge
 

En
gl

is
h

英
検

G
TE

C
CB

T
G

TE
C 

fo
r 

ST
U

D
EN

TS
IE

LT
S

TE
AP

TE
AP

CB
T

TO
EF

L
iB

T
TO

EF
L 

Ju
ni

or
 

Co
m

pr
eh

en
si

ve

TO
EI

C
/

TO
EI

C
S&

W

C2
CP

E
(2

00
+)

8.
5-

9.
0

C1
CA

E
(1

80
-1

99
)

1級
(2

63
0-

34
00

)
14

00
7.

0-
8.

0
40

0 
80

0
95

-1
20

13
05

-1
39

0
L&

R 
94

5~
S&

W
 3

60
~

B2
FC

E
(1

60
-1

79
)

準
1級

(2
30

4-
30

00
)

12
50

-
13

99
98

0
L&

R&
W

81
0

5.
5-

6.
5

33
4-

39
9

60
0-

79
5

72
-9

4
34

1-
35

2
10

95
-1

30
0

L&
R 

78
5~

S&
W

 3
10

~

B1
PE

T 
(1

40
-1

59
)

2級
(1

98
0-

26
00

)

10
00

-
12

49
81

5-
97

9
L&

R&
W

67
5-

80
9

4.
0-

5.
0

22
6-

33
3

42
0-

59
5

42
-7

1
32

2-
34

0
79

0-
10

90
L&

R 
55

0~
S&

W
 2

40
~

A2
KE

T
(1

20
-1

39
)

準
2級

(1
28

4-
18

00
)

70
0- 99

9
56

5-
81

4
L&

R&
W

48
5-

67
4

3.
0

15
0-

22
5

23
5-

41
5

30
0-

32
1

38
5-

78
5

L&
R 

22
5~

S&
W

 1
60

~

A1
3級

-5
級

(4
19

-1
65

0)
-6

99
-5

64
L&

R&
W

-4
84

2.
0

20
0-

38
0

L&
R 

12
0~

S&
W

 8
0~
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校 種
C
E
F
R

レ
ベ
ル

聞
く
こ
と

読
む
こ
と

話
す
こ
と

（
や
り
取
り
）

話
す
こ
と

（
発
表
）

書
く
こ
と

高 等 学 校 中 学 校 小 学 校

○
母

語
話

者
同

士
に

よ
る

多
様

な
話

題
の

長
い

会
話

を
聞

い

て
，

概
要

や
要

点
を

理
解

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

に
関

す
る

複
雑

な
流

れ
の

議
論

を
聞

い
て

，
話

の
展

開
を

理
解

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
自

然
な

速
さ

で
話

さ
れ

る
時

事
問

題
や

社
会

問
題

に
関

す
る

長
い

説
明

を
聞

い
て

，
概

要
や

要
点

を
理

解
で

き
る

よ
う

に

す
る

。

○
あ

る
程

度
知

識
の

あ
る

社
会

問
題

や
時

事
問

題
に

関
す

る

ラ
ジ

オ
番

組
や

テ
レ

ビ
番

組
を

視
聴

し
て

，
概

要
や

要
点

を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
関

心
の

あ
る

分
野

の
記

事
や

資
料

か
ら

，
必

要
な

情
報

を
読

み
取

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
興

味
の

あ
る

現
代

小
説

や
随

筆
を

読
ん

で
，

概
要

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
時

事
問

題
や

社
会

問
題

に
関

す
る

記
事

や
レ

ポ
ー

ト
，

資
料

を
読

ん
で

，
概

要
や

要
点

，
筆

者
の

姿
勢

や
視

点

を
理

解
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
幅

広
い

話
題

に
関

す
る

会
話

に
参

加
し

，
情

報
や

自
分

の
意

見
な

ど
を

適
切

か
つ

流
暢

に
表

現
す

る
こ

と
が

で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
知

識
の

あ
る

時
事

問
題

や
社

会
問

題
に

つ
い

て
，

幅
広

い
表

現
を

用
い

て
議

論
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
幅

広
い

話
題

に
つ

い
て

，
即

興
で

，
説

明
し

た
り

自
分

の
考

え
や

気
持

ち
な

ど
を

話
し

た
り

す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

。

○
幅

広
い

分
野

の
テ

ー
マ

に
つ

い
て

，
明

瞭
か

つ
詳

細

な
説

明
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

○
多

様
な

考
え

方
が

で
き

る
時

事
問

題
や

社
会

問
題

に

つ
い

て
，

様
々

な
見

方
の

長
所

・
短

所
を

示
す

と
と

も

に
，

自
分

の
意

見
を

幅
広

い
表

現
を

用
い

て
論

理

的
に

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る

○
聴

衆
の

反
応

に
応

じ
て

，
発

表
の

内
容

や
方

法
を

調

整
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
関

心
の

あ
る

分
野

の
テ

ー
マ

に
つ

い
て

，
事

実
や

情

報
な

ど
を

明
確

且
つ

詳
細

に
伝

え
る

説
明

文
を

書
く

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
時

事
問

題
や

社
会

問
題

な
ど

幅
広

い
話

題
に

関
す

る

記
事

や
資

料
を

読
ん

で
，

そ
の

概
要

や
要

点
を

書
い

て
ま

と
め

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
時

事
問

題
や

社
会

問
題

な
ど

幅
広

い
話

題
に

つ
い

て
，

得
た

情
報

を
活

用
し

な
が

ら
，

自
分

の
意

見
や

そ
の

理
由

を
論

理
的

に
書

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
E
メ

ー
ル

，
エ

ッ
セ

イ
，

レ
ポ

ー
ト

な
ど

を
そ

れ
ぞ

れ
の

用
途

に
合

っ
た

文
体

で
書

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す

る
。

○
身

近
な

話
題

や
知

識
の

あ
る

社
会

的
な

話
題

に
関

す
る

短

い
会

話
を

聞
い

て
，

概
要

や
要

点
を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

。

○
比

較
的

ゆ
っ

く
り

は
っ

き
り

と
話

さ
れ

れ
ば

，
時

事
問

題
や

社

会
問

題
に

関
す

る
短

い
平

易
な

説
明

を
聞

い
て

，
要

点
を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
比

較
的

ゆ
っ

く
り

は
っ

き
り

と
話

さ
れ

れ
ば

，
馴

染
み

の
あ

る

話
題

を
扱

っ
た

ラ
ジ

オ
番

組
や

テ
レ

ビ
番

組
を

視
聴

し
て

，

要
点

を
理

解
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
身

近
な

話
題

に
関

す
る

比
較

的
短

い
記

事
や

レ
ポ

ー
ト

，

資
料

か
ら

，
必

要
な

情
報

を
読

み
取

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
短

い
物

語
を

読
ん

で
，

あ
ら

す
じ

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
社

会
的

な
話

題
に

関
す

る
短

い
会

話
や

説
明

を
読

ん
で

，

概
要

や
要

点
を

理
解

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
英

語
学

習
を

目
的

と
し

て
書

か
れ

た
記

事
や

レ
ポ

ー
ト

を

読
ん

で
，

概
要

や
要

点
を

理
解

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
公

共
の

場
所

（
店

，
駅

な
ど

）
に

お
い

て
，

自
分

の
問

題
を

説
明

し
，

解
決

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
身

近
な

話
題

や
興

味
関

心
の

あ
る

事
柄

に
つ

い
て

，
準

備
を

し
な

い
で

会
話

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

や
知

識
の

あ
る

話
題

に
つ

い
て

，
簡

単
な

英
語

を
用

い
て

情
報

や
意

見
を

交
換

す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

や
関

心
の

あ
る

事
柄

に
つ

い
て

，
即

興

で
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

や
関

心
の

あ
る

事
柄

に
つ

い
て

，
ま

と

ま
り

の
あ

る
内

容
を

話
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
関

心
の

あ
る

分
野

の
テ

ー
マ

に
関

す
る

記
事

や
レ

ポ
ー

ト
，

資
料

の
概

要
や

要
点

を
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
知

識
の

あ
る

時
事

問
題

や
社

会
問

題
に

つ
い

て
，

内

容
を

具
体

的
に

説
明

す
る

と
と

も
に

，
自

分
の

意
見

を
加

え
て

話
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
自

分
の

経
験

や
身

近
な

事
柄

に
つ

い
て

，
複

数
の

パ

ラ
グ

ラ
フ

か
ら

成
る

説
明

文
を

書
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
関

心
の

あ
る

分
野

の
テ

ー
マ

に
関

す
る

記
事

や
資

料

を
読

ん
で

，
そ

の
概

要
や

要
点

を
書

い
て

ま
と

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
関

心
の

あ
る

分
野

の
テ

ー
マ

に
つ

い
て

，
ま

と
ま

り
の

あ
る

文
章

で
具

体
的

に
説

明
す

る
と

と
も

に
，

自
分

の
意

見
や

そ
の

理
由

を
加

え
て

書
く
こ

と
が

で
き

る

よ
う

に
す

る
。

A
2

○
短

い
簡

単
な

メ
ッ

セ
ー

ジ
や

ア
ナ

ウ
ン

ス
を

聞
い

て
，

必
要

な

情
報

を
聞

き
取

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

に
関

す
る

短
い

会
話

を
聞

い
て

，
概

要
や

要
点

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
ゆ

っ
く
り

は
っ

き
り

と
話

さ
れ

れ
ば

，
身

近
な

事
柄

に
関

す
る

短
い

説
明

の
要

点
を

理
解

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
日

常
生

活
に

お
い

て
身

の
回

り
に

あ
る

短
い

平
易

な
テ

ク

ス
ト

か
ら

，
必

要
な

情
報

を
読

み
取

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
平

易
な

英
語

で
書

か
れ

た
短

い
物

語
を

読
ん

で
，

あ
ら

す

じ
を

理
解

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

に
関

し
て

平
易

な
英

語
で

書
か

れ
た

短
い

説
明

や
手

紙
を

読
ん

で
，

概
要

や
要

点
を

理
解

で
き

る

よ
う

に
す

る
。

○
日

常
生

活
や

自
分

に
関

連
し

た
事

柄
に

関
す

る
短

い
簡

単
な

や
り

と
り

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

や
興

味
関

心
の

あ
る

事
柄

に
つ

い
て

，
あ

る
程

度
準

備
を

す
れ

ば
，

会
話

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

話
題

に
つ

い
て

，
簡

単
な

英
語

を
用

い
て

簡
単

な

意
見

交
換

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

近
な

事
柄

や
出

来
事

に
つ

い
て

，
簡

単
な

語
句

や

文
を

用
い

て
即

興
で

話
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
身

近
な

話
題

や
関

心
の

あ
る

事
柄

に
つ

い
て

，
簡

単

な
説

明
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
身

近
な

話
題

に
つ

い
て

，
自

分
の

意
見

や
そ

の
理

由

を
簡

単
に

話
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
自

分
が

必
要

と
す

る
事

柄
に

つ
い

て
，

短
い

簡
単

な
メ

モ
や

メ
ッ

セ
ー

ジ
な

ど
を

書
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す

る
。

○
身

近
な

事
柄

に
つ

い
て

，
簡

単
な

語
句

や
表

現
や

用

い
て

，
短

い
説

明
文

を
書

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す

る
。

○
聞

い
た

り
読

ん
だ

り
し

た
内

容
に

つ
い

て
，

簡
単

な
語

句
や

表
現

を
用

い
て

，
自

分
の

意
見

や
感

想
を

書
く

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

A
1

○
挨

拶
や

簡
単

な
指

示
を

聞
い

て
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
日

常
生

活
に

お
い

て
必

要
と

な
る

基
本

的
な

情
報

を
聞

き
取

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
ゆ

っ
く
り

は
っ

き
り

と
話

さ
れ

れ
ば

，
身

の
回

り
の

事
柄

に
関

す
る

平
易

で
ご

く
短

い
会

話
や

説
明

を
，

視
覚

情
報

な
ど

を

参
考

に
し

な
が

ら
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
日

常
生

活
に

お
い

て
身

の
回

り
に

あ
る

英
語

の
中

の
語

句
や

単
純

な
文

を
理

解
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
平

易
な

英
語

で
書

か
れ

た
ご

く
短

い
物

語
を

読
ん

で
，

視

覚
情

報
な

ど
を

参
考

に
し

な
が

ら
，

あ
ら

す
じ

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
身

の
回

り
の

事
柄

に
関

し
て

平
易

な
英

語
で

書
か

れ
た

ご
く
短

い
説

明
を

読
ん

で
，

視
覚

情
報

な
ど

を
参

考
に

し

な
が

ら
，

概
要

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
相

手
の

発
話

を
理

解
で

き
な

い
場

合
な

ど
，

必
要

に
応

じ

て
，

聞
き

返
し

た
り

意
味

を
確

認
し

た
り

す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

。

○
相

手
の

サ
ポ

ー
ト

（
ゆ

っ
く
り

話
す

，
繰

り
返

す
，

言
い

換

え
る

，
自

分
が

言
い

た
い

こ
と

を
表

現
す

る
の

に
助

け
船

を
だ

し
て

く
れ

る
な

ど
）
が

あ
れ

ば
，

ご
く
身

近
な

話
題

に
つ

い
て

，
簡

単
な

表
現

を
使

っ
て

質
疑

応
答

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
簡

単
な

語
句

や
文

を
用

い
て

，
自

分
に

つ
い

て
話

す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
日

常
生

活
に

お
い

て
必

要
と

な
る

基
本

的
な

情
報

を

伝
え

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
ご

く
身

近
な

事
柄

や
出

来
事

に
つ

い
て

，
事

実
，

自
分

の
考

え
や

気
持

ち
な

ど
を

，
簡

単
な

語
句

や
文

を
用

い
て

短
く
話

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
自

分
に

関
す

る
ご

く
限

ら
れ

た
情

報
を

，
簡

単
な

語
句

や
文

を
用

い
て

書
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
ご

く
身

近
な

事
柄

に
つ

い
て

，
簡

単
な

語
句

や
文

を
用

い
て

書
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

(P
re
-

A
1
)

○
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

の
発

音
を

聞
い

て
，

ど
の

文
字

で
あ

る
か

が

わ
か

る
よ

う
に

す
る

。

○
挨

拶
や

短
い

ご
く
簡

単
な

指
示

を
聞

い
て

理
解

す
る

こ
と

が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
ゆ

っ
く
り

は
っ

き
り

と
，

繰
り

返
し

話
さ

れ
れ

ば
，

自
分

に
関

す

る
こ

と
や

身
近

で
具

体
的

な
事

物
を

表
わ

す
ご

く
簡

単
な

語

句
や

文
を

聞
き

取
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
ご

く
身

近
に

あ
る

ア
ル

フ
ァ

ベ
ッ

ト
の

文
字

を
識

別
し

，
発

音
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
音

声
で

十
分

に
慣

れ
親

し
ん

だ
，

ご
く
身

近
で

具
体

的
な

事
物

を
表

わ
す

単
語

を
見

て
，

そ
の

意
味

を
理

解
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
挨

拶
や

ご
く
短

い
簡

単
な

指
示

に
応

答
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
相

手
の

サ
ポ

ー
ト

（
ゆ

っ
く
り

話
す

，
繰

り
返

す
，

言
い

換

え
る

，
自

分
が

言
い

た
い

こ
と

を
表

現
す

る
の

に
助

け
船

を
だ

し
て

く
れ

る
な

ど
）
が

あ
れ

ば
，

自
分

に
関

す
る

こ

と
に

つ
い

て
ご

く
簡

単
な

質
問

に
答

え
る

こ
と

が
で

き
る

よ

う
に

す
る

。

○
定

型
表

現
を

用
い

て
，

簡
単

な
挨

拶
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
自

分
や

身
の

回
り

の
物

事
に

関
す

る
ご

く
限

ら
れ

た
こ

と
に

つ
い

て
，

簡
単

な
語

句
や

文
を

用
い

て
話

す
こ

と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

○
目

的
を

持
っ

て
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト

の
大

文
字

と
小

文
字

を
活

字
体

で
書

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

○
例

文
を

参
考

に
し

な
が

ら
，

音
声

な
ど

で
十

分
慣

れ

親
し

ん
だ

語
句

や
文

を
書

き
写

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う

に
す

る
。

「
外
国
語
」
等
に
お
け
る
小
・
中
・
高
等
学
校
を
通
じ
た
国
の
指
標
形
式
の
目
標
（
イ
メ
ー
ジ
）
た
た
き
台

複 数 の 力 を 統 合 的 に 扱 う 言 語 活 動 を 通 し て 求 め ら れ る 英 語 力 を 身 に 付 け る

B
2

※
C
E
F
R

と
は

、
シ

ラ
バ

ス
や

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
手

引
き

の
作

成
、

学
習

指
導

教
材

の
編

集
の

た
め

に
、

透
明

性
が

高
く

分
か

り
や

す
く

参
照

で
き

る
も

の
と

し
て

、
2
0
年

以
上

に
わ

た
る

研
究

を
経

て
、

2
0
0
1
年

に
欧

州
評

議
会

（
C
o
u
n
ci

l 
o
f 

E
u
ro

p
e
）

が
発

表
。

B
1

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校

の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
（
平

成
28
年
12
月
21
日
中
央
教
育
審
議
会
答
申
）
別
添
１
３
－
３

Administrator
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目
標

言
語

活
動

言
語

の
使

用
場

面
・
言

語
の

働
き

言
語

材
料

高
等

学
校

学
習

指
導

要
領

「
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

英
語
Ⅰ

」

英
語

を
通

じ
て

，
積

極
的

に
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

ろ
う

と
す

る
態

度
を

育
成

す
る

と
と

も
に

，
情

報
や

考
え

な
ど

を
的

確
に

理
解

し
た

り
適

切
に

伝
え

た
り

す
る

基
礎

的
な

能
力

を
養

う
。

ア
事

物
に

関
す

る
紹

介
や

対
話

な
ど

を
聞

い
て

，
情

報
や

考
え

な
ど

を
理

解
し

た
り

，
概

要
や

要
点

を
と

ら
え

た
り

す
る

。

イ
説

明
や

物
語

な
ど

を
読

ん
で

，
情

報
や

考
え

な
ど

を
理

解
し

た
り

，
概

要
や

要
点

を
と

ら
え

た
り

す
る

。
ま

た
，

聞
き

手
に

伝
わ

る
よ

う
に

音
読

す
る

。

ウ
聞

い
た

り
読

ん
だ

り
し

た
こ

と
，

学
ん

だ
こ

と
や

経
験

し
た

こ
と

に
基

づ
き

，
情

報
や

考
え

な
ど

に
つ

い
て

，
話

し
合

っ
た

り
意

見
の

交
換

を
し

た
り

す
る

。

エ
聞

い
た

り
読

ん
だ

り
し

た
こ

と
，

学
ん

だ
こ

と
や

経
験

し
た

こ
と

に
基

づ
き

，
情

報
や

考
え

な
ど

に
つ

い
て

，
簡

潔
に

書
く
。

次
に

示
す

よ
う

な
言

語
の

使
用

場
面

や
言

語
の

働
き

の
中

か
ら

，
各

科
目

の
目

標
を

達
成

す
る

の
に

ふ
さ

わ
し

い
も

の
を

適
宜

取
り

上
げ

，
有

機
的

に
組

み
合

わ
せ

て
活

用
す

る
。

［
言

語
の

使
用

場
面

の
例

］
ａ

特
有

の
表

現
が

よ
く
使

わ
れ

る
場

面
：

・
買

物
／

旅
行

／
食

事
／

電
話

で
の

応
答

／
手

紙
や

電
子

メ
ー

ル
の

や
り

と
り

な
ど

ｂ
生

徒
の

身
近

な
暮

ら
し

や
社

会
で

の
暮

ら
し

に
か

か
わ

る
場

面
：

・
家

庭
で

の
生

活
／

学
校

で
の

学
習

や
活

動
／

地
域

で
の

活
動

／
職

場
で

の
活

動
な

ど
ｃ

多
様

な
手

段
を

通
じ

て
情

報
な

ど
を

得
る

場
面

：

・
本

，
新

聞
，

雑
誌

な
ど

を
読

む
こ

と
／

テ
レ

ビ
や

映
画

な
ど

を
観

る
こ

と
／

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
し

情
報

を
得

る
こ

と
な

ど

［
言

語
の

働
き

の
例

］
ａ

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

円
滑

に
す

る
：

・
相

づ
ち

を
打

つ
・
聞

き
直

す
・
繰

り
返

す
／

言
い

換
え

る
／

話
題

を
発

展
さ

せ
る

／
話

題
を

変
え

る
な

ど
ｂ

気
持

ち
を

伝
え

る
：

・
褒

め
る

／
謝

る
／

感
謝

す
る

／
望

む
／

驚
く
／

心
配

す
る

な
ど

ｃ
情

報
を

伝
え

る
：

・
説

明
す

る
／

報
告

す
る

／
描

写
す

る
／

理
由

を
述

べ
る

／
要

約
す

る
／

訂
正

す
る

な
ど

ｄ
考

え
や

意
図

を
伝

え
る

：

・
申

し
出

る
／

賛
成

す
る
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別紙２ 

平成３３年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告（案） 

 

○ 高大接続システム改革会議「最終報告」（平成２８年３月３１日）の内容及び国公私

立大学・高等学校関係者等の審議等を踏まえ、平成２９年度初頭目途の「平成３３年度

大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」には、下記Ⅰ及びⅡの事項のうち、趣旨

及び対応案を中心に盛り込む。 

※「大学入学共通テスト（仮称）」の検討状況を踏まえるとともに、今後、更に大学・

高等学校等の関係団体等の意見を聞き、各大学等に通知予定。 

 

Ⅰ．大学入学者選抜に係る新たなルールについて 

 

１．趣旨 
 
○ 最終報告を踏まえ、各大学の入学者選抜において、卒業認定・学位授与の方針、教 

育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの方針に基づき、「学力の３要素」（「知

識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度」）を多面的・総合的に評価するものへと改善する。 

 

○ その際、大学入学者選抜実施要項（以下「実施要項」という。）の「一般入試」「ＡＯ

入試」「推薦入試」の在り方を見直し、高大接続システム改革の趣旨を踏まえた新たな

ルールを構築する。 

 

○ その際、高等学校教育への影響等を考慮する観点から、入学者選抜のプロセス（出願

時期、実施時期、合格発表時期）について、基準を設ける。 

 

○ 入試区分については、多面的・総合的な評価の観点からの改善を図りつつ、各々の入

学者選抜としての特性をより明確にする観点から、次のように変更する。 

  ・「一般入試」＜変更前＞⇒「一般選抜（仮称）」＜変更後＞ 

  ・「ＡＯ入試」＜変更前＞⇒「総合型選抜（仮称）」＜変更後＞ 

  ・「推薦入試」＜変更前＞⇒「学校推薦型選抜（仮称）」＜変更後＞ 

 

２．各区分の在り方の見直し  
 
（１）内容面 

【課題】 

○ 一部のＡＯ入試や推薦入試について、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力」

を問わない性格のものとして受け取られ、本来の趣旨・目的に沿ったものとなってい

ない面があり、入学後の大学教育に円滑につなげられていない。 
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○ 一般入試を中心に、個別試験の試験科目については次のような課題がある。 

①出題科目が１～２科目に限定されている場合がある。 

②記述式問題の出題を実施していない場合がある。実施している場合でも、複数の

情報を統合し構造化して新しい考えをまとめる能力などの評価は十分でない。 

③「話すこと」「書くこと」を含む英語４技能を総合的に評価する必要がある。 

 

【対応案】 

  ○ 各大学の入学者選抜において、区分の特徴に応じて学力の３要素を多面的・総合的

に評価する。そのため、卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針を踏

まえた入学者受入れの方針に基づき、活用する評価方法（実施時期・内容等を含む。）

や比重等について、各大学の募集要項等で明確化する。 

 

＜ＡＯ入試の課題の改善＞ 
 

① 大学教育を受けるために必要な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」も適

切に評価するため、実施要項上の「知識・技能の修得状況に過度に重点をおいた選

抜とせず」との記載を削除し、調査書等の出願書類だけでなく、各大学が実施する

評価方法等（※）又は「大学入学共通テスト（仮称）」のうち、少なくともいずれ

か一つの活用を必須化する。 

※例えば、自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法（小論文等）、プレゼンテ

ーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績など 

 

② 志願者自らの意思による公募制という性格にかんがみ、本人の記載する資料（活

動報告書、大学入学希望理由書、学修計画書等）を積極的に活用する。  

 

＜推薦入試の課題の改善＞ 

① 大学教育を受けるために必要な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適

切に評価するため、実施要項上の「原則として学力検査を免除し」との記載を削除

し、調査書・推薦書等の出願書類だけでなく、各大学が実施する評価方法等（※）

又は「大学入学共通テスト（仮称）」のうち、少なくともいずれか一つの活用を必

須化する。 

※例えば、自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法（小論文等）、プレゼンテ

ーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績など 

 

② 学校長からの推薦書の中で、本人の学習歴や活動歴を踏まえた「知識・技能」「思

考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に関する

評価を記載すること、及び大学が選抜に当たりこれらを活用することを必須化する。 
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＜一般入試の課題の改善＞ 

①  筆記試験に加え、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」をより積極

的に評価するため、調査書や志願者本人が記載する資料等（※）の積極的な活用を

促す。 

各大学の入学者受入れの方針に基づき、調査書や志願者本人の記載する資料等を

どのように活用するのかについて、各大学の募集要項等に明記することとする。 

※その他、エッセイ、面接、ディベート、集団討論、プレゼンテーション、各種

大会や顕彰等の記録、総合的な学習の時間などにおける生徒の探究的な学習の

成果等に関する資料やその面談など。 

 

②  各大学において、大学教育を受けるために必要な「知識・技能」「思考力・判断

力・表現力」を的確に評価するため、「大学入学共通テスト（仮称）」の積極的な活

用を図るとともに、個別大学における入学者選抜においても教科・科目に係るテス

トの出題科目の見直し・充実などに取り組む。 

特に、高等学校学習指導要領における言語活動（例：説明、論述、討論等）を踏

まえ、論理的な思考力・判断力・表現力等を適切に評価するため、例えば、国語を

中心として、複数の素材を編集するなどして、自らの考えを立論し、さらにそれを

表現するプロセスを評価できる記述式問題の導入・充実に向けて取組む。 

その際、記述式問題において評価すべき能力や出題の意図等を明示するよう努め

る。 

  

③   各大学は、受検生に英語の試験を課す場合、４技能を総合的に評価する。 

その際、民間事業者が広く実施している資格・検定試験を積極的に活用する。 

 ※上記①～③は、総合型選抜・学校推薦型選抜においても推奨する。 

 

（２）実施面 

 

【課題】 

○ 上記の内容面の課題と併せて、一部のＡＯ・推薦入試については、本来の趣旨・

目的に沿った丁寧な選抜が行われていなかったり、早期に合格が決定されることに

より高等学校教育や本人の学習意欲に悪影響を及ぼしたり、その後の大学教育への

円滑な接続に繋がっていないとの問題も指摘されている。               

  本来的には、教育課程に基づく学習を終える時期にできるだけ近い時期に、出願・

合格発表が行われることが適当である。 

 

※ＡＯ入試の出願時期については、平成２３年度実施要項から「８月１日以降」と設定さ
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れているが、実際には、８月出願・８月合格の大学が全体の５％、８月出願・９月合格

の大学が１２％。１０月以前に合格発表を行う大学が全体の４２％を占めている。 

   ※推薦入試の出願時期は、平成７年度実施要項から「１１月１日以降」と設定されており、

出願月と同じ１１月に合格発表を行う大学は、全体の４２％を占める。  

 

【対応案】 

 

＜出願・合格発表時期＞ 

○総合型選抜（現行、ＡＯ入試） 

学力の３要素を多面的・総合的に評価するために必要な期間を考慮するとともに、

高等学校教育や本人の学習意欲への影響等の観点から、教育上、より適切な出願時

期とすることや、学校推薦型選抜の出願時期も考慮し、「出願時期：９月以降（現行：

８月）」「合格発表時期：１１月以降」とする。 

 

○学校推薦型選抜（現行、推薦入試） 

高等学校の推薦を踏まえ、学力の３要素を多面的・総合的に評価するために必要

な期間を考慮するとともに、ＡＯ入試との関係も考慮し、「出願時期：１１月以降（現

行通り）」「合格発表時期：１２月以降（現行１１月）」とする。 

 

＜教科・科目に係るテストの実施時期＞ 

○実施時期は、一般選抜における記述式問題の導入・充実をはじめ、多面的・総合的

な評価を行うための期間の確保と、学年暦との関係を踏まえ実施時期を前倒しし、

「１月２５日（注）～３月２５日まで」とする。 

（注）１月２５日又は「大学入学共通テスト（仮称）」の追試験・再試験日

の翌日のいずれか遅い日 

※現行の「２月１日～４月１５日まで」よりも前倒し 

○合格発表時期は、学年暦との関係も踏まえ、「３月３１日まで」とする。 
※現行の「４月２０日まで」から変更 

※学校推薦型選抜については一般選抜の試験期日の１０日前までとする 

          

＜教科・科目の履修を前提としない評価方法＞ 

○  自らの考えに基づき論を立てて記述させる評価方法（小論文等）、プレゼンテー  

ション、口頭試問、実技等については、教科・科目に係るテストが実施可能となる

１月２５日よりも前から実施が可能であることを明確化する。 

 

＜募集人員＞   

○  総合型選抜については、上記の改善策を講ずることを前提として、募集人員には

制限を設けないこととする。 
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○  学校推薦型選抜については、現行と同様、「学部等の募集単位ごとの入学定員の

５割を超えない範囲」とする。（短大についてはこのルールを適用せず、現行と同様

に、各短大が適切に定めることとする。） 

 

 

３．入学前教育の充実 

 

【課題】 

○  入学前教育については、既に平成２３年度実施要項から「各大学は、入学手続を

とった者に対しては、必要に応じ、これらの者の出身高等学校と協力しつつ、入学

までに取り組むべき課題を課すなど、入学後の学習のための準備をあらかじめ講ず

るよう努める。」旨盛り込んでいる。 

 

○ 大学で入学前教育を実施する割合は「ＡＯ入試」で６９％、「推薦入試」で８６％

となっており、何らかの形で高等学校と連携する割合は「ＡＯ入試」で９９％、「推

薦入試」で３３％となっている。 

しかし、早期の合格後の学習意欲の維持は、高等学校・大学双方において大きな

課題となっており、高等学校における適切な指導と併せ、入学前教育の実質化を図

る必要がある。 

 

※大学は、入学前教育の実施目的として、「学習習慣の維持」（８０％）、「高校の復習」（６

７％）を挙げている。また、入学前教育の充実に向けた対策として、「意欲喚起の施策」

（５０％）、「学力アッププログラム」（２９％）が重要であると認識しており、いずれも

高校学習やその意欲が課題の上位を占めている。 

 

【対応案】 

早期に合格が決定した後の学習意欲を継続する観点から、実施要項に次のような

内容を盛り込む。 

① 入学前教育について、特に１２月以前に入学手続をとった者に対しては、「積極

的に講ずる」ことを実施要項に盛り込む。各高等学校においても、大学と連携し学

習意欲を維持するための必要な指導を行うよう努める。 

② 学校推薦型選抜の場合、高等学校による推薦段階だけでなく、合格決定後も、推 

薦を行った高等学校の指導の下に、例えば、入学予定者に対して大学入学までの学

習計画を立てさせ、また、その取組状況等を高等学校を通じ大学に報告させるなど、

高大連携した取組を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

Administrator
テキストボックス
75



6 
 

Ⅱ．調査書や提出書類等の改善について 

 
１．趣旨 
 

○ 最終報告を受け、大学入学者選抜において「主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度」を含む「学力の３要素」を多面的・総合的に評価するため、高等学校段階

における多面的な評価への改善の取組を踏まえ、一人一人が積み上げてきた大学入学

前の学習や多様な活動等に関する評価の充実を図る。あわせて、これらの評価がその

後の大学教育に十分生かされるようにする必要がある。 

  このため、調査書や提出書類等の在り方について、「２．対応案」のような改善

を図る。 

 

 

２．対応案 
 

（１）調査書の見直し ※別表３参照 

     【指導上参考となる諸事項】 

  ○ 生徒の特長や個性、多様な学習や活動の履歴についてより適切に評価すること

ができるよう、現行の調査書の「指導上参考となる諸事項」の欄を拡充し、以下の

①～⑥の項目ごとに記載する欄を分割して、より多様で具体的な内容が記載され

るようにする。 

    ①各教科・科目及び総合的な学習の時間の学習における特徴等 

    ②行動の特徴、特技等 

    ③部活動、ボランティア活動、留学・海外経験等 

    ④取得資格・検定等 

    ⑤表彰・顕彰等の記録 

⑥その他 
  

     ※生徒会活動や学校行事など特別活動における生徒の活動状況については、「特

別活動の記録」に記載する。 

 

○ その際、実施要項の「調査書記入上の注意事項等について」に以下の内容を記載

する。 

③については、部活動やボランティア活動等の具体的な取組内容、期間等 

④については、専門高校の校長会や民間事業者等が実施する資格・検定の内容・

取得スコア・取得時期等 

⑤については、表彰や顕彰等に係る各種大会やコンクール等の内容や時期等 

また、国際バカロレアなど国際通用性のある大学入学資格試験における成績

や科学オリンピック等への参加歴や成績など社会的に評価される活動の実
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績、生徒が自ら関わってきた諸活動、生徒の成長の状況に関わる所見なども

記載が望ましいものの例として示す。 

 

○ 大学において、上記以外の多様な学習や履歴等を入学者選抜に用いる場合は、 

大学で評価する内容をどのように調査書に盛り込むべきかといった記載方法等に

つき、募集要項等にできる限り具体的に記載するようにする。 

 

○ 調査書の様式は、現行では裏表の両面１枚となっているが、この制限を撤廃し、

より弾力的に記載できるようにする。 

 

 【「評定平均値」の取扱い】 

「評定」は、高等学校学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき、学校が地 

域や生徒の実態に即して定めた当該教科・科目の目標や内容に照らし、その実現状況を

総括的に評価するもの（目標に準拠した評価）である。 

「評定平均値」は、この教科・科目の「評定」を量的に単純平均したものであり、目

標に準拠した評価とは性格が異なる。こうした値のみが重視されることは、調査書に個

別に記載される各教科・科目の評価やその他の要素などのきめ細かな評価の軽視に繋

がるとの指摘もある。この数値は、あくまでも高等学校の学習成績を全体的に把握する

上での一つの目安という性格であることに留意する必要がある。 

このため 「評定平均値」について、従来のＡＯ・推薦入試や高等学校教育において

果たしている役割を踏まえつつ、高等学校の学習成績を全体的に把握する上での一つ

の目安であることの明確化や、目標に準拠した評価の観点から、以下のとおり整理す

る。 

 

○平成３２年度～：高等学校での学習成績を全体的に把握する趣旨を明確にするため、

「評定平均値」の呼称を「学習成績の状況」に改める。 

 

○平成３６年度～：次期学習指導要領に基づく指導要録の見直しを踏まえ、調査書の

様式を見直す際、従前の「全体の評定平均値」の記載欄のさらな

る見直しを検討する。 
 

【活用の在り方】 

○ 現行の実施要項では、「入学者の選抜に当たって、調査書を十分に活用する」旨

を記載している。今後、各大学の入学者受入れの方針に基づき、調査書や志願者本

人の記載する資料等を「どのように」活用するかを各大学の募集要項等に明記する

こととする。 
 

○ 調査書等の活用に当たり、各高等学校が定める学校運営の方針や各教科・科目の
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目標等に関する情報を、各大学が必要に応じ提供を求めることができる旨、実施要

項に明記する。 

 

※上記と併せて、生徒の多様な能力や個性の評価の観点から、実施要項において、

次のように記載する。 

  ・ 「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記

録や総合的な学習の時間の内容・評価など、調査書の他の記載事項も有効に活

用する。 

・ 大学が重要と判断する教科・科目を指定し、単位修得や一定水準以上の具体

的な評定の獲得を出願要件等として求めることができる。 

・ 卒業認定・学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針を踏まえ、大学が指

定する特定の分野（例：保健体育、芸術、家庭、情報等）において、特に優れ

た学習成果を上げたことを調査書の備考欄に記載するよう求めることができ

る。 

 

（２）推薦書の見直し 

○ 推薦書を求める場合、単に本人の長所だけを記載させるのでなく、 

・入学志願者の学習や活動の成果を踏まえた「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に関する評価について

の記載を必ず求めることとすること。 

・その際、生徒の努力を要する点などについても、その後の指導において特に配慮

を要するものがあれば記載するよう求めること。 

などについて、実施要項に盛り込む。 

 

（３）志願者本人の記載する資料等 

○ 実施要項に、以下の内容を盛り込む。 

① 活動報告書を活用する際には、高等学校までの学習や活動の履歴が把握できる

ようにするため、例えば、以下のような内容の記載を求めるとともに、様式のイメ

ージを例示する。※別表４参照 

・「総合的な学習の時間」等において取り組んだ課題研究等 

・ 学校の内外で意欲的に取り組んだ活動（生徒会活動、部活動、ボランティア

活動、専門高校の校長会や民間事業者等が実施する資格・検定等、その他生

徒が自ら関わってきた諸活動、各種大会・コンクール等、留学・海外経験等、

特色ある教育課程を実施する学校における学習活動等） 

 

②  大学入学希望理由書や学修計画書を活用する際には、各大学が、学部等の教育

内容を踏まえ、大学入学希望者に対し、入学希望理由や入学後に学びたい内容・
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計画、大学卒業後を見据えた目標等を記載させる。 

 

③  活動報告書、大学入学希望理由書や学修計画書等、大学入学希望者本人が記

載する資料の積極的な活用に努める。特に総合型選抜や学校推薦型選抜におい

て、これらの資料に関するプレゼンテーションなどにより積極的に活用する。 

 

④ 芸術系などにおいて実技に関し評価を行う場合には、必要に応じ、活動報告書、

大学入学希望理由書や学修計画書を積極的に活用する。 

 

⑤ 各大学の入学者受入れの方針に基づき、調査書や志願者本人の記載する資料等を

どのように活用するのかについて、各大学の募集要項等に明記する。（再掲） 

 

（４）調査書等の電子化について 

○ 「大学入学者選抜改革推進委託事業」において、高校段階でのｅポートフォリオ 

とインターネットによる出願システムを連動させたシステムのモデルや、主体性等

を評価するためのモデルの開発等を行っており、その取組状況も踏まえながら、調査

書等の電子化の在り方について検討する。 

 

 

Ⅲ．その他 
 

○ これらの改善は、平成３２年度から着実に導入しつつ、次期学習指導要領で学んで

きた生徒が大学に入学する平成３６年度以降、知識の理解の質を高め資質・能力を

はぐくむ「主体的・対話的で深い学び」の成果など、次期学習指導要領の下での高

等学校での多様な学習や活動の状況を的確に評価するため、各大学の取組の一層の

深化が図られるよう制度設計を行う必要がある。 

    このため、各大学における個別選抜改革の取組や体制整備の状況等のほか、大学

入学者選抜改革推進委託事業（平成２８年度～）の成果や調査書等の電子化の検討

状況等も踏まえつつ、すべての受検生を対象として、学力の３要素をより効果的に

評価するための方法や時期など、区分等の更なる改善について継続的に検討を進め

る（平成３３年度初頭目途の「平成３７年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係

る予告」に反映）。 

 

○ 各大学が、卒業認定・学位授与の方針や教育課程・実施の方針に基づき受け入れた

入学者に対して、高等学校段階の学習・活動歴の多様性や選抜方法の違いを踏まえ、

大学教育へ円滑に移行させるための入学前教育や初年次教育の充実、能動的な学修

を促進するための柔軟なカリキュラムを構築するなど、一人一人の学修の充実に向

けて取り組むようを促す。 
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○ 個別大学における入学者選抜改革を推進するためは、各大学において、アドミッシ

ョン・オフィスの整備・強化やアドミッション・オフィサーなど、多面的・総合的評

価による入学者選抜を支える専門人材の職務の確立・育成・配置等に取り組むことが

必要となる。そのため、文部科学省として、引き続き効果的な財政支援等を通じ、各

大学の入学者選抜改革を促進する。 

 

○  大学入試センターは、個別大学の入学者選抜やアドミッション・オフィス強化等

の方法の開発、面接や集団討論等を含むテスト方法の開発、調査書の評価等を含む

評価に関する方法の開発などの支援、入学者選抜に係る専門的人材の育成、入学者

選抜や学力評価についての新たな方法の開発、これらの事項に関わる国内外の調査

及び情報発信等の機能を担うことができるよう、組織の機能強化に取り組む。 
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：
１
１
月
１
日
以
降

・
合
格
発
表
始
期
：
設
定
な
し

学
力
検
査

・
試
験
期
日
：
２
月
１
日
～
４
月
１
５
日
ま
で

・
合
格
発
表
：
４
月
２
０
日
ま
で

※
学
力
検
査
を
課
す
場
合
は
、
左
記
と
同
様

内
容
面
で
の

課
題
（
１
）

①
出
題
科
目
が
１
～
２
科
目
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

②
記
述
式
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
実
施
し
て
い
る

場
合
で
も
、
複
数
の
情
報
を
統
合
し
構
造
化
し
て
新
し
い
考

え
を
ま
と
め
る
能
力
な
ど
の
評
価
が
不
十
分
で
あ
る
。

③
「
話
す
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
を
含
む
、
英
語
４
技
能
を
総

合
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
行
の
実
施
要
項
で
「
知
識
技
能
の
修
得
状
況
に
過
度
に

重
点
を
置
い
た
選
抜
基
準
と
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

一
部
、
事
実
上
の
「
学
力
不
問
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

現
行
の
実
施
要
項
で
「
原
則
と
し
て
学
力
検
査
を
免

除
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
、
事
実
上
の
「
学
力
不

問
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

内
容
面
で
の

改
善
点
（
１
）

①
教
科
・
科
目
に
係
る
テ
ス
ト
の
出
題
科
目
の
見
直
し

②
国
語
を
中
心
と
し
た
記
述
式
の
導
入
・
充
実
な
ど
作
問
の
改
善

③
英
語
４
技
能
評
価
の
導
入

※
上
記
①
～
③
は
総
合
型
選
抜
・
学
校
推
薦
型
選
抜
で
も
推
奨

・
上
記
実
施
要
項
の
記
載
の
削
除

・
志
願
者
本
人
の
記
載
す
る
資
料
（
例
：
活
動
報
告
書
、
入
学
希
望

理
由
書
、
学
修
計
画
書
）
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、
詳
細
な
書
類

審
査
と
丁
寧
な
面
接
に
よ
る
評
価
の
充
実

※
活
動
報
告
書
の
様
式
例
の
提
示

・
上
記
実
施
要
項
の
記
載
の
削
除

・
推
薦
書
の
中
で
学
力
の
３
要
素
の
評
価
を

必
須
化

内
容
面
で
の

課
題
（
２
）

特
に
主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
々
と
協
働
し
て
学
ぶ
態
度
の

評
価
が
不
十
分

特
に
知
識
・
技
能
及
び
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
評
価
が
不
十
分

内
容
面
で
の

改
善
点
（
２
）

上
記
の
評
価
の
た
め
、
調
査
書
や
志
願
者
本
人
の
記
載
す
る
資

料
等
（
＊
１
）
の
積
極
的
な
活
用

調
査
書
等
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
に
つ
い
て
、
各
大
学
の
募

集
要
項
等
に
明
記

＊
１
：
そ
の
他
、
エ
ッ
セ
イ
、
面
接
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
集
団
討
論
、
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
各
種
大
会
や
顕
彰
の
記
録
、
総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
に
お
け
る
探
究
的
な
学
習
の
成
果
等
に
関
す
る
資
料
や
面
談
な
ど

上
記
の
評
価
の
た
め
、
調
査
書
等
の
出
願
書
類
だ
け
で
な
く
、
各
大
学
が
実
施
す
る
評
価
方
法
等
（
＊
２
）
又
は
大
学

入
学
共
通
テ
ス
ト
（
仮
称
）
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
つ
の
活
用
の
必
須
化

＊
２
：
例
え
ば
、
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
論
を
立
て
て
記
述
さ
せ
る
評
価
方
法
（
小
論
文
等
）
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、

口
頭
試
問
、
実
技
、
教
科
・
科
目
に
係
る
テ
ス
ト
、
資
格
・
検
定
試
験
等
の
成
績
な
ど

（
注
）
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
に
基
づ
き
、
活
用
す
る
評
価
方
法
（
実
施
時
期
・
内
容
を
含
む
）
や
比
重
に
つ
い
て
、
各
大
学
の
募
集
要
項
等
で
明
確
化

実
施
面
で
の

課
題

教
科
・
科
目
に
係
る
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、
記
述
式
の
導
入
・

充
実
を
は
じ
め
、
多
面
的
・
総
合
的
評
価
の
た
め
の
期
間
を
確

保
す
る
一
方
、
学
年
暦
と
の
関
係
も
考
慮
す
る
必
要
。

高
等
学
校
教
育
や
本
人
の
進
路
選
択
の
観
点
か
ら
よ
り
適
切
な
出
願
時
期
を

設
定
す
る
必
要
。
ま
た
、
１
０
月
以
前
に
合
格
発
表
を
行
う
大
学
が
４
２
％
を

占
め
、
高
等
学
校
教
育
や
本
人
の
学
習
意
欲
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
を

改
善
す
る
必
要
。
一
方
、
学
校
推
薦
型
選
抜
の
出
願
時
期
も
考
慮
す
る
必
要
。

出
願
月
と
同
じ
１
１
月
に
合
格
発
表
を
行
う
大

学
が
４
２
％
を
占
め
、
高
等
学
校
教
育
や
本
人
の

学
習
意
欲
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
を
改
善

す
る
必
要
。

実
施
面
で
の

改
善
点

・
試
験
期
日
：１
月
２
５
日
（＊
３
）
～
３
月
２
５
日
ま
で

＊
３
：
又
は
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
仮
称
）
の
追
・
再
試
験
日
の
翌
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日

・
合
格
発
表
時
期
：
３
月
３
１
日
ま
で

※
総
合
型
選
抜
・

学
校
推
薦
型
選
抜
で
も
教
科
・
科
目
に
係
る
テ
ス
ト
を
課
す
場
合
は
同
様

・
出
願
：９
月
以
降
（
現
行
よ
り
１
か
月
後
ろ
倒
し
）

・
合
格
発
表
時
期
：１
１
月
以
降
（新
規
）

・
出
願
：１
１
月
以
降
（
現
行
通
り
）

・
合
格
発
表
時
期
：１
２
月
以
降
（新
規
）

※
入

学
前

教
育

の
充

実

平
成
３
３
年
度
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
の
見
直
し
に
係
る
予
告
に
盛
り
込
む
内
容
等
に
つ
い
て
（
案
）
[主
な
ポ
イ
ン
ト
]

※
入

学
前

教
育

の
充

実
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新
た
な
ル
ー
ル
の
方
向
性
（
案
）
（
実
施
時
期
）

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

４
月

Ａ Ｏ 入 試

現
状

改
善
案

推 薦 入 試

現
状

改
善
案

一 般 入 試

現
状

改
善
案

出
願

（
8/

1以
降
）

発
表

（
設
定
無
し
、
１
０
月

以
前
が
４
２
％
）

出
願

（
11

/1
以
降
）

出
願

（
11

/1
以
降
）

出
願

（
9/

1以
降
）

発
表

（
11

/1
以
降
）

発
表

（
設
定
無
し
、
１
１
月

以
前
が
４
２
％
）

大 学 入 学 共 通 テ ス ト （ 仮 称 ）

発
表

（
12

/1
以
降
）

試
験
（
注
）

（
2/

1-
4/

15
以
降
）

発
表

（
注
）

（
～

4/
25
）

試
験

（
1/

25
-3

/2
4）

発
表

（
～

3/
31
）

（
注
）
Ａ
Ｏ
入
試
・
推
薦
入
試
で
も
、
教
科
・
科
目
に
係
る
テ
ス
ト
を
課
す
場
合
は
同
様
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調
査
書
や
提
出
書
類
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
【
主
な
ポ
イ
ン
ト
】
（
案
）

○
「
指
導
上
参
考
と
な
る
諸
事
項
」
の
見
直
し

記
載
欄
を
拡
充
し
、
以
下
の
①
～
⑥
の
各
項
目
ご
と
に
記
載
す
る
よ
う
分
割
。

①
各
教
科
・
科
目
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

②
行
動
の
特
徴
、
特
技
等

③
部
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
留
学
・
海
外
経
験
等

④
取
得
資
格
・
検
定
⑤
表
彰
・
顕
彰
等
の
記
録
⑥
そ
の
他

※
調
査
書
の
両
面
１
面
の
制
限
を
撤
廃
し
、
弾
力
的
に
記
載

○
「
調
査
書
記
入
上
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
見
直
し

共
通
の
留
意
事
項
と
し
て
、
以
下
の
内
容
の
記
載
を
求
め
る
よ
う
変
更
。

③
の
部
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
具
体
的
な
取
組

④
の
資
格
・
検
定
の
内
容
、
取
得
ス
コ
ア
、
時
期

⑤
の
各
種
大
会
や
コ
ン
ク
ー
ル
等
の
内
容
や
時
期
等

（
そ
の
他
、
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
、
科
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
生
徒
の
成
長
の
状
況
に

関
わ
る
所
見
な
ど
）

○
大
学
が
指
定
す
る
特
定
の
分
野
に
お
い
て
特
に
優
れ
た
学
習
成
果
を
上
げ

た
こ
と
を
調
査
書
の
備
考
欄
に
記
載
(例
：
保
健
体
育
、
芸
術
、
家
庭
、
情
報
等
)

○
「
評
定
平
均
値
」
に
つ
い
て
、
学
習
成
績
を
全
体
的
に
把
握
す
る
趣
旨
の
明

確
化
や
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
の
観
点
か
ら
、
適
切
な
名
称
に
変
更
（
「
学
習

成
績
の
状
況
」
）

○
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
に
基
づ
き
、
調
査
書
や
志
願
者
本
人
の
記
載
す

る
資
料
等
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
募
集
要
項

等
に
記
載
す
る

※
調
査
書
等
の
活
用
に
あ
た
り
、
各
高
等
学
校
が
定
め
る
学
校
運
営
の
方
針
等
に

関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

○
入
学
希
望
者
の
学
習
や
活
動
の
成
果
を
踏
ま
え
た
「
知
識
・
技
能
」
「
思

考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
「
主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
々
と
協
働
し
て
学

ぶ
態
度
」
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
の
記
載
を
必
ず
求
め
る
。
そ
の
際
、
生

徒
の
努
力
を
要
す
る
点
な
ど
も
、
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
記
載
。

○
活
動
報
告
書
の
記
載
内
容
や
様
式
の
イ
メ
ー
ジ
の
例
示

・
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
等
に
お
い
て
取
り
組
ん
だ
課
題
研
究
等

・
学
校
の
内
外
で
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
活
動
（
部
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
、
生
徒
会
活
動
、
資
格
・
検
定
、
各
種
大
会
・
コ
ン
ク
ー
ル
、
留
学
・
海

外
経
験
等
）

○
大
学
入
学
希
望
理
由
書
や
学
修
計
画
書
の
内
容

各
大
学
が
、
学
部
等
の
教
育
内
容
を
踏
ま
え
、
入
学
希
望
理
由
や
学
び
た

い
内
容
・
計
画
、
卒
業
後
を
見
据
え
た
目
標
等
を
記
載
さ
せ
る
。

○
活
動
報
告
書
、
大
学
入
学
希
望
理
由
書
や
学
修
計
画
書
の
活
用

本
人
が
記
載
す
る
資
料
の
活
用
に
努
め
る
。
特
に
、
総
合
型
選
抜
や
学
校

推
薦
型
選
抜
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
に
よ
り
積
極
的
に
活
用
。

○
実
技
を
通
じ
て
評
価
し
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
活
動
報
告
書

等
を
活
用
す
る
こ
と

○
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
に
基
づ
き
、
調
査
書
や
志
願
者
本
人
の
記
載
す

る
資
料
等
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
募
集
要
項

等
に
記
載
す
る
（
再
掲
）

○
「
大
学
入
学
者
選
抜
改
革
推
進
委
託
事
業
」
（
平
成
2
8
年
度
～
）
に
お
い
て
、
高
校
段
階
で
の
eポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
出
願
シ
ス
テ
ム
が
連

動
し
た
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
や
主
体
性
等
を
評
価
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
の
開
発
等
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
取
組
状
況
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
調
査
書
等
の
電
子
化
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
。

調
査
書

推
薦
書

志
願
者
本
人
の
記
載
す
る
資
料
等

調
査
書
等
の
電
子
化
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大
学
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
に
つ
い
て
①

○
最
終
合
格
発
表
月
（
Ｈ
２
７
年
度
入
試
）

【
Ａ
Ｏ
入
試
】

【
推
薦
入
試
】

○
出
願
月
（
Ｈ
２
７
年
度
入
試
）

＜
各
月
の
実
施
大
学
合
計
数
に
対
す
る
割
合
＞

【
Ａ
Ｏ
入
試
】

【
推
薦
入
試
】

8
9

10
11

12
1

2
3

国
立

3%
5%
2
9
%

9%
17
%

3%
3
3
%

-

公
立

-
2
4
%
4
1
%

3%
10
%

-
21
%

-

私
立

4%
1
5
%
2
3
%
13
%
15
%

6%
9%

14
%

公
私
立
短
期

4%
14
%
2
0
%
13
%
14
%

9%
10
%
1
6
%

合
計

4
%
1
5
%
2
2
%
1
3
%
1
5
%
7
%
1
1
%
1
4
%

9
10

11
12

1
2

3

国
立

-
-
13
%
4
1
%

1%
4
4
%

-

公
立

-
-
2
9
%
5
0
%

-
21
%

-

私
立

1%
6%
4
7
%
3
2
%

4%
4%

5%

公
私
立
短
期

-
11
%
4
1
%
3
2
%

5%
5%

6%

合
計

1
%

7
%
4
2
%
3
4
%

4
%

8
%

5
%

8
9

10
11

12
1

2
3

国
立

2
5
%
3
2
%
16
%
12
%

7%
7%

－
－

公
立

3
4
%
2
8
%
21
%

7%
－

7%
－

－

私
立

13
%
2
0
%
1
5
%
13
%
10
%

9%
10
%

9%

公
私
立
短
期
1
1
%
1
7
%
16
%
13
%
11
%
10
%
11
%
10
%

合
計

1
3
%
1
9
%
1
6
%
1
3
%
1
0
%

9
%
1
0
%

9
%

8
9

10
11

12
1

2
3

国
立

－
－

－
5
8
%
19
%
23
%

－
－

公
立

－
－

1%
7
8
%

7%
14
%

－
－

私
立

1%
2%
3
6
%
3
7
%
12
%

6%
4%

2%

公
私
立
短
期

0%
1%
3
5
%
3
6
%
13
%

6%
5%

4%

合
計

0
%
1
%
3
2
%
4
0
%
1
3
%
7
%
4
%
3
%

文
部
科
学
省
大
学
入
試
室
調
べ
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大
学
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
に
つ
い
て
②

○
出
願
か
ら
合
格
ま
で
の
期
間
（
Ｈ
２
７
年
度
入
試
）

【
Ａ
Ｏ
入
試
】

【
推
薦
入
試
】

文
部
科
学
省
大
学
入
試
室
調
べ

○
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
（
Ｈ
２
７
年
度
入
試
）

そ
の
他

全
募
集

人
員

国
立

80
,9
06

8
4
.
0
%

2,
83
9

2
.
9
%

11
,9
37

1
2
.
4
%

14
,7
76

1
5
.
3
%

68
0

96
,3
62

公
立

20
,9
59

7
2
.
5
%

56
1

1
.
9
%

7,
07
2

2
4
.
5
%

7,
63
3

2
6
.
4
%

30
3

28
,8
95

私
立

25
9,
99
2

5
6
.
0
%

38
,6
12

8
.
3
%
15
8,
30
1

3
4
.
1
%
19
6,
91
3

4
2
.
4
%

7,
32
2
46
4,
22
7

公
私
立
短
期

15
,1
04

2
3
.
2
%

11
,3
36

1
7
.
4
%

37
,6
63

5
7
.
8
%

48
,9
99

7
5
.
2
%

1,
06
1

65
,1
64

総
計

37
6,
96
1

5
7
.
6
%

53
,3
48

8.
1%

21
4,
97
3

3
2
.
8
%
26
8,
32
1

4
1
.
0
%

9,
36
6
65
4,
64
8

AO
入
試
+推
薦
入
試

募
集
人
員

推
薦
入
試
募
集
人
員

AO
入
試
募
集
人
員

一
般
入
試
募
集
人
員

一
週
間

以
内

二
週
間

以
内

一
ヶ
月

以
内

二
ヶ
月

未
満

二
ヶ
月

以
上

国
立

-
-

17
%

44
%

39
%

公
立

-
4%

18
%

54
%

25
%

私
立

8%
20

%
43

%
23

%
5%

公
私
立
短
期

12
%

25
%

46
%

16
%

1%

合
計

9%
20

%
41

%
23

%
7%

一
週
間

以
内

二
週
間

以
内

一
ヶ
月

以
内

二
ヶ
月

未
満

二
ヶ
月

以
上

国
立

1%
-

35
%

42
%

23
%

公
立

-
4%

55
%

34
%

7%

私
立

5%
15

%
59

%
19

%
1%

公
私
立
短
期

9%
19

%
56

%
15

%
1%

合
計

5%
14

%
56

%
21

%
4%
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大
学
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
に
つ
い
て
③

○
入
学
前
教
育
実
施
状
況
（
Ｈ
２
７
年
度
入
試
）

【
Ａ
Ｏ
入
試
】

【
推
薦
入
試
】

○
入
学
前
教
育
実
施
の
目
的
（
Ｈ
２
８
年
度
入
試
）

学
習

習
慣

維
持

80
%

高
校

の
復

習
67

%

大
学

の
学

習
64

%

大
学

帰
属

意
識

形
成

44
%

意
欲

喚
起

の
施

策
作

成
50

%
学

力
ア

ッ
プ

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
29

%
入

学
前

教
育

の
た

め
の

組
織

・
体

制
作

り
10

%
入

学
前

教
育

に
対

す
る

教
員

の
意

欲
4%

出
身

高
校

と
の

連
携

3%
経

費
の

確
保

3%

○
入
学
前
教
育
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の

最
も
重
要
だ
と
考
え
る
課
題
（
Ｈ
２
８
年
度
入
試
）

文
部
科
学
省
大
学
入
試
室
調
べ

入
学
前
教

育
実
施

内
、
高
校

と
の
連
携

国
立

44
%

10
0%

公
立

23
%

10
0%

私
立

77
%

99
%

公
私
立
短
期

72
%

10
0%

合
計

69
%

99
%

入
学
前
教

育
実
施

内
、
高
校

と
の
連
携

国
立

60
%

51
%

公
立

63
%

46
%

私
立

92
%

33
%

公
私
立
短
期

87
%

25
%

合
計

86
%

33
%
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平
成
2
7
年
度
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
の
概
要
（
平
成
1
2
年
と
の
比
較
）

平
成
１
２
年
度
(Ａ
Ｏ
入
試
調
査
開
始
年
度
)に
比
べ
て
、
Ａ
Ｏ
入
試
、
推
薦
入
試
を
経
由
し
た
入
学
者
が

大
き
く
増
加
し
て
お
り
、
入
試
方
法
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。

【
平
成
1
2
年
度
】 一
般
入
試

6
5
.8
％

（
3
8
9
,8
5
1
人
）

推
薦
入
試

3
1
.7
％

（
1
8
8
,0
8
3
人
）

そ
の
他

1
.1
％

（
6
,8
2
7
人
）

A
O
入
試

1
.4
％

（
8
,1
1
7
人
）

（
入
学
者
計
：
5
9
2
,8
7
8
人
）

【
平
成
2
7
年
度
】

3
4
.9
％

（
2
1
1
,1
6
7
人
）

（
注
）
「
そ
の
他
」
：
専
門
高
校
・
総
合
学
科
卒
業
生
入
試
、
社
会
人
入
試
、
帰
国
子
女
・
中
国
引
揚
者
等
子
女
入
試
な
ど

（
入
学
者
計
：
6
0
8
,0
7
8
人
）

一
般
入
試

5
6
.1
％

（
3
4
0
,9
7
4
人
）

A
O
入
試

8
.8
％

（
5
3
,4
8
5
人
）

そ
の
他

0
.4
％

（
2
,6
1
4
人
）

推
薦
入
試

3
4
.7
％

（
2
1
1
,0
0
5
人
）
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平
成
2
7
年
度
入
学
者
選
抜
実
施
状
況
の
概
要
（
国
公
私
立
別
）

国
公
立
大
学
で
は
一
般
選
抜
が
中
心

私
立
で
は
約
半
数
が
Ａ
Ｏ
入
試
、
推
薦
入
試
を
経
由
し
て
入
学
し
て
い
る

一
般
入
試

推
薦
入
試

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
入
試

そ
の
他

【
国
立
大
学
】

【
公
立
大
学
】

【
私
立
大
学
】

（
入
学
者
計
：
4
7
7
,7
2
7
人
）

（
入
学
者
計
：
3
0
,7
3
4
人
）

（
入
学
者
計
：
9
9
,6
1
7
人
）

2
4
.1
％

（
7
,2
0
5
人
）

A
O
入
試

2
.7
%

（
2
,6
7
9
人
）

そ
の
他

0
.5
%

（
5
3
4
人
）

A
O
入
試

2
.2
%

（
6
6
3
人
）

そ
の
他

0
.7
%

（
2
1
6
人
）

A
O
入
試

1
0
.5
%

（
5
0
,1
4
3
人
）

そ
の
他

0
.4
%

（
1
,8
6
4
人
）

推
薦
入
試

1
2
.1
%

（
1
2
,0
9
6
人
）
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Ａ
Ｏ
入
試
を
実
施
す
る
大
学
の
約
8
割
で
は
、
何
ら
か
の
学
力
把
握
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
回
答

（
※
高
等
学
校
の
教
科
の
評
定
平
均
値
を
除
く
）
。

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

計

42
 

20
5 

36
8 

32
2 

95
 

77
 

16
1 

77
 

19
1 

29
2 

7 
65

 
11

6 

22
9 

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0

学 力 検 査

基 礎 学 力 把 握 の た め

の 筆 記 に よ る 検 査

口 頭 試 問

小 論 文

レ ポ ー ト

実 技
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

討 論
模 擬 講 義

事 前 課 題

出 願 要 件 と し て 利 用

合 否 判 定 に 利 用

出 願 要 件 と し て 利 用

合 否 判 定 に 利 用

国
立

公
立

私
立

セ
ン
タ
ー
試
験

の
成
績

資
格
・
検
定
試

験
等
の
成
績

学
部
数

平
成
2
7
年
度
Ａ
Ｏ
入
試
に
お
け
る
学
力
把
握
措
置
状
況

大
学
数

実
施
し
て
い
る

4
4
大
学

（
9
4
％
）

実
施
し
て
い
る

2
1
大
学

（
8
7
％
）

実
施
し
て
い
る

3
6
3
大
学

（
7
8
％
）

実
施
し
て
い
る

4
2
8
大
学

（
8
0
％
）

実
施
し
て
い
な
い

3
大
学

（
6
％
）

実
施
し
て
い
な
い

3
大
学

（
1
3
％
）

実
施
し
て
い
な
い

1
0
2
大
学

（
2
2
％
）

実
施
し
て
い
な
い

1
0
8
大
学

（
2
0
％
）
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推
薦
入
試
を
実
施
す
る
大
学
の
約
9
割
で
は
、
何
ら
か
の
学
力
把
握
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
回
答
（
※
高
等
学
校
の
教
科
の
評
定
平
均
値
を
除
く
）
。

国
立
大
学

公
立
大
学

私
立
大
学

計

41
6 

35
6 

40
9 

98
7 

13
 

12
4 

30
 

25
 

11
 

56
 

30
 

16
8 

19
9 

34
4 

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

学 力 検 査

基 礎 学 力 把 握 の た め の

筆 記 に よ る 検 査

口 頭 試 問

小 論 文

レ ポ ー ト

実 技
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

討 論
模 擬 講 義

事 前 課 題

出 願 要 件 と し て 利 用

合 否 判 定 に 利 用

出 願 要 件 と し て 利 用

合 否 判 定 に 利 用

国
立

公
立

私
立

セ
ン
タ
ー
試
験

の
成
績

学
部
数

平
成
2
7
年
度
推
薦
入
試
に
お
け
る
学
力
把
握
措
置
状
況

資
格
・
検
定
試

験
等
の
成
績

大
学
数

実
施
し
て
い
な
い

1
大
学

（
1
％
）

実
施
し
て
い
な
い

8
大
学

（
1
0
％
）

実
施
し
て
い
な
い

9
4
大
学

（
1
6
％
）

実
施
し
て
い
な
い

1
0
3
大
学

（
1
4
％
）

実
施
し
て
い
る

7
4
大
学

（
9
9
％
）

実
施
し
て
い
る

7
4
大
学

（
9
0
％
）

実
施
し
て
い
る

4
8
4
大
学

（
8
4
％
）

実
施
し
て
い
る

6
3
2
大
学

（
8
6
％
）
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新
た
な
調
査
書
に
お
け
る
新
旧
対
照
表
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）
 

  
改
正
案

 
現
行
の
調
査
書
（
平
成

29
年
度
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
）

 
（

表
）

 
※

 
※

 
※

 
※

 

１
．

 

氏し

 
名め
い

 

 昭
和

 
年
 

月
  
日

  
生

 

性
別

 
現 住 所

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
都

道
 
 

 
 

 
 
市

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
府

県
 
 

 
 

 
 
区

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
町

村
 
 
丁
目

 
 
番
 
号

 
 

学 校 名
 

国
立

 

公
立

 

私
立

 

 
 

昭
和
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
入
学

、
編
入
学
、
転
入
学

 

平
成
 

 
 

 
 
 
年

 
 

 
月
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
（
第
 
 

学
年
） 

昭
和
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
卒
 

 
業

 

平
成
 

 
 

 
 
 

 
年
 

 
 
 
月
 

 
 

 
卒

業
見
込

 
全

・
定
・
通

 
普

通
・

専
門
（

 
 

・
 
 

）・
総
合

 

２
．

各
教
科

・
科
目

等
の
学

習
の
記
録
 

 

 教
科

・
科
目

 

評
 
定

 
修 得 単 位 の 計 

 教
科

・
科
目

 

評
 

定
 

修 得 単 位 の 計 

第 １ 学 年 

第 ２ 学 年 

第 ３ 学 年 

第 ４ 学 年 

第 １ 学 年 

第 ２ 学 年 

第 ３ 学 年 

第 ４ 学 年 

教
科

 
科
目

 
教
科

 
科
目

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
合
的
な

学
習
の

時
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

３
．
各

教
科
の

学
習

成
績

の

状
況

 

教
科

 
国

語
 

地
理

 

歴
史

 

公
民

 
数
学

 
理
科

 
保
健

 

体
育

 

芸
術

 
外
国
語

 
共
・
家
庭

 
共
・
情
報

 
全

体
の

学
習

成
績

の
状

況
 

学
習

成
績

の
状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
科

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

習
成

績
の
状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
．
学

習
成
績

概
評

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
段

階
 

Ａ
 

 
人

 
Ｂ

 
 

人
 

Ｃ
 

 
 

人
 

Ｄ
 

 
人

 
Ｅ

 
 
人

 
合

計
 

（
人
）

 

 
 
人

 
 

（
表
）

 
※

 
※

 
※

 
※

 

１
．

 

氏し

 
名め
い

 

 昭
和

 
年
 

月
  
日

  
生

 

性
別

 
現

住

所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
都
道
 
 
 
 
 

 
市

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
府
県
 
 
 
 
 

 
区

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
町
村
 
 

丁
目

 
 
番
 
号

 
 

学
校

名
 

国
立

 

公
立

 

私
立

 

 
 

昭
和

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
入
学

、
編
入

学
、

転
入

学
 

平
成

 
 
 

 
 
 

年
 
 

 
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
（

第
 

 
学

年
）

 

昭
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卒
 
 
業

 

平
成

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 

月
 

 
 
 
卒
業
見
込

 
全
・
定
・
通

 
普
通
・
専
門
（

 
 

・
 
 

）・
総
合

 

２
．
各
教
科
・
科
目
等
の
学
習
の
記
録
 

 

 教
科
・
科
目

 

評
 
定

 
修 得 単 位 の 計 

 教
科
・
科
目

 

評
 
定

 
修 得 単 位 の 計 

第 １ 学 年 

第 ２ 学 年 

第 ３ 学 年 

第 ４ 学 年 

第 １ 学 年 

第 ２ 学 年 

第 ３ 学 年 

第 ４ 学 年 

教
科

 
科
目

 
教
科

 
科
目

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
合

的
な

学
習

の
時

間
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

３
．

各
教

科
の

評
定

平
均

値
 

教
科

 
国

語
 

地
理

 

歴
史

 

公
民

 
数

学
 

理
科

 
保

健
 

体
育

 

芸
術

 
外

国
語

 
共

・
家
庭

 
共

・
情
報

 
全

体
の

評
定

平
均
値

 

平
均

値
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
科

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
均

値
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
．

学
習

成
績

概
評

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
段

階
 

Ａ
 

 
人

 
Ｂ

 
 

人
 

Ｃ
 

 
 
人

 
Ｄ

 
 

人
 

Ｅ
 

 
人

 
合
計

 
（
人
）

 

 
 

人
 

 

高
  
等

 学
 校

 
中
等
教
育
学
校

 
特
別
支
援
学
校

 
（
分

 
校
）

 

高
  
等

 学
 校

 
中
等
教

育
学

校
 

特
別
支

援
学

校
 

（
分
 

校
）

 

別
表
３
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改
正
案

 
現
行
の
調
査
書

 
（

裏
）

 
※

 
※

 
※

 
※

 

５ ． 総 合 的 な 学 習

の 時 間 の 内 容 ・ 評

活
動

内
容

 

 

評
価

 

 

 

６ ． 特 別 活 動 の 記

録 

第
1
学
年

 
第
２
学

年
 

第
３

学
年

 
第

４
学

年
 

 
 

 
 

７ ． 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

第 １ 学 年 

（
１

）
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

 

 

（
２

）
行
動

の
特
徴

、
特
技
等

 
（

３
）
部

活
動

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
、
留

学
・

海
外
経

験
等

 

（
注

）
具
体

的
な
取

組
内
容
、
期
間

等
 

（
４

）
取
得
資
格
、
検
定
等

 

 （
注

）
専
門
高
校
の
校
長
会

や
民
間
事
業
者

等
が
実

施
す
る
資
格
・
検
定
の
内
容
、

取
得
ス
コ
ア

・

取
得
時
期
等

 

（
５
）

表
彰

・
顕
彰

等
の
記

録
 

 （
注

）
各

種
大

会
や

コ
ン

ク
ー

ル
等

の
内

容
や

時
期

、
科

学
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
等

に
お

け
る

成
績

、
時
期

 
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

な
ど

国
際

通
用

性

の
あ

る
大

学
入

学
資

格
試

験
に

お
け

る
成

績
・

時
期
等

 
 

（
６
）

そ
の

他
 

（
注

）
生
徒

が
自
ら

関
わ
っ
て
き
た
諸
活
動

な
ど

 

 

第 ２ 学 年 

（
１

）
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

 
（

２
）

行
動

の
特
徴

、
特
技
等

 
（

３
）
部

活
動

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
、
留

学
・

海
外
活

動
の
経

験
等

 

（
４

）
取
得
資
格
、
検
定
等

 

 

（
５
）

表
彰

・
顕
彰

等
の
記

録
 

（
６
）

そ
の

他
 

第 ３ 学 年 

（
１

）
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

 
（

２
）

行
動

の
特
徴

、
特
技
等

 
（

３
）
部

活
動

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
、
留

学
・

海
外
経

験
等

 

（
４

）
取
得
資
格
、
検
定
等

 

 

（
５
）

表
彰

・
顕
彰

等
の
記

録
 

（
６

）
そ
の

他
 

第 ４ 学

年 

（
１

）
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

 
（

２
）

行
動

の
特
徴

、
特
技
等

 
（

３
）
部

活
動

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
、
留

学
・

海
外
経

験
等

 

 

 

（
４

）
取
得
資
格
、
検
定
等

 

 

（
５
）

表
彰

・
顕
彰

等
の
記

録
 

（
６

）
そ
の

他
 

   

（
裏
）

 
※

 
※

 
※

 
※

 

５
．
出
欠
の
記
録

 

区
分

 
１

 
２

 
３

 
４

 
区
分

 
１

 
２

 
３

 
４

 

授
業
日
数

 
 

 
 

 
欠
席
日
数

 
 

 
 

 

出
席
停
止
・
忌
引
き
等
の
日
数

 
 

 
 

 
出
席
日
数

 
 

 
 

 

留
学
中
の
授
業
日
数

 
 

 
 

 
備
 
 

考
 

 
 

 
 

出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数

 
 

 
 

 

６ ． 特 別 活

動 の 記 録 

第
1
学
年

 
第
２
学
年

 
第
３
学
年

 
第

４
学

年
 

 
 

 
 

７ ． 指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

 
（
１
）
学
習
に
お
け
る
特
徴
等

 

（
２
）
行
動
の
特
徴
、
特
技
等

 

（
３
）
部
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等

 

（
４
）
取
得
資
格
、
検
定
等

 

（
５

）
そ
の

他
 

第 １ 学 年 

 
 

 

第 ２ 学 年 

 
 

 

第 ３ 学 年 

 
 

 

第 ４ 学 年 

 
 

 

８ ． 総 合 的 な 学 習 の

時 間 の 内 容 ・ 評 価 

活
動

内
容

 

 

評
価

 
 

９
．
備
考

 
 

 
こ
の
調
査
書
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

学
校
名

 

所
在
地

 

校
長
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記
載
責
任
者
職
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
㊞

 
 

学
年

 
学
年

 

（
注
）「

調
査
書
記
入
上
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
共
通
の
留
意
事
項
と
し
て
記
載
。 

指
導
要
録
に
合
わ
せ
て
、
５
、
８
、
９
の
項
目
の
順
番
を
入
れ
替
え
。
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 ※
 

※
 

※
 

※
 

８ ． 備 考 

 

 

 

９
．

出
欠
の

記
録

 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
 

１
 

２
 

３
 

４
 

授
業

日
数

 
 

 
 

 
欠

席
日

数
 

 
 

 
 

出
席

停
止
・

忌
引
き

等
の
日

数
 

 
 

 
 

出
席

日
数

 
 

 
 

 

留
学

中
の
授

業
日
数

 
 

 
 

 
備

考
 

 
 

 
 

出
席

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

日
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
こ

の
調
査

書
の
記

載
事
項

に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

 

 
 
平

成
 

 
年
 

 
月
 

 
日

 

学
校

名
 

所
在

地
 

校
長

名
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

記
載

責
任
者

職
氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
㊞

 

  
 

学
年

 
学

年
 

区
分

 
区

分
 

・
大
学
が
指
定
す
る
特
定
の
分
野
（
例
：
保
健
体
育
、
芸
術
、
家
庭
、
情
報
等
）
に
お
い
て
、
特
に
優
れ
た

学
習
成
果
を
上
げ
た
こ
と
を
記
載
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

・
調
査
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
裏
表
の
両
面
１
枚
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
制
限
を
撤
廃
し
、
弾
力
的
に
記

載
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
に
お
け
る
「
調
査
書
記
入
上
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
新
旧
対
照
表
の
イ
メ
ー
ジ
（
案
）

○

（
傍

線
部

分
は

改
正

部
分

）

改
正

後
改

正
前

調
査

書
記

入
上

の
注

意
事

項
等

に
つ

い
て

調
査

書
記

入
上

の
注

意
事

項
等

に
つ

い
て

（
平

成
2
9
年

度
大

学
入

学
者

選
抜

実
施

要
項

）

１
調

査
書

は
、

高
等

学
校

生
徒

指
導

要
録

（
以

下
「

指
導

要
録

」
と

い
う

）
等

に
基

づ
１

調
査

書
は

、
高

等
学

校
生

徒
指

導
要

録
（

以
下

「
指

導
要

録
」

と
い

う
）

等
に

基
づ

、
。

、
。

き
、

こ
の

様
式

に
よ

り
作

成
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

様
式

の
枠

の
大

き
さ

や
文

字
の

大
き

き
、

こ
の

様
式

に
よ

り
作

成
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

様
式

の
枠

の
大

き
さ

や
文

字
の

大
き

さ
は

任
意

と
す

る
。

さ
は

任
意

と
す

る
。

２
調

査
書

は
、

個
人

的
主

観
に

と
ら

わ
れ

た
り

、
特

別
の

作
為

を
加

え
た

り
す

る
こ

と
の

２
調

査
書

は
、

個
人

的
主

観
に

と
ら

わ
れ

た
り

、
特

別
の

作
為

を
加

え
た

り
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

に
作

成
す

る
こ

と
。

な
い

よ
う

に
作

成
す

る
こ

と
。

３
調

査
書

は
、

ホ
ー

ム
ル

ー
ム

担
当

教
員

等
が

原
案

を
作

成
し

、
関

係
教

員
を

も
っ

て
組

３
調

査
書

は
、

ホ
ー

ム
ル

ー
ム

担
当

教
員

等
が

原
案

を
作

成
し

、
関

係
教

員
を

も
っ

て
組

織
し

た
調

査
書

作
成

に
関

す
る

委
員

会
の

審
議

を
経

て
、

高
等

学
校

長
が

作
成

し
、

そ
の

織
し

た
調

査
書

作
成

に
関

す
る

委
員

会
の

審
議

を
経

て
、

高
等

学
校

長
が

作
成

し
、

そ
の

責
任

に
お

い
て

、
大

学
に

提
出

す
る

こ
と

。
責

任
に

お
い

て
、

大
学

に
提

出
す

る
こ

と
。

４
調

査
書

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

判
（

×
）

上
質

紙
（

程
度

）
と

４
調

査
書

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

判
（

×
）

上
質

紙
（

程
度

）
と

21
0

29
7

m
m

5
7

.5
k

g
2

1
0

2
9

7m
m

5
7

.5
k

g

し
、

表
裏

の
両

面
を

使
っ

て
作

成
す

る
こ

と
。

し
、

表
裏

の
両

面
を

使
っ

て
作

成
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

複
写

機
等

に
よ

り
作

成
す

る
場

な
お

、
枚

数
は

任
意

と
す

る
。

合
は

、
Ａ

３
縦

型
表

判
（

×
）

複
写

紙
の

左
右

に
表

裏
を

複
写

し
、

二
つ

折
2

9
7

4
2

0
m

m

り
と

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

５
上

段
※

印
欄

は
、

大
学

に
お

い
て

必
要

な
事

項
を

記
入

す
る

た
め

の
欄

と
し

、
高

等
学

５
上

段
※

印
欄

は
、

大
学

に
お

い
て

必
要

な
事

項
を

記
入

す
る

た
め

の
欄

と
し

、
高

等
学

校
で

は
記

入
し

な
い

こ
と

。
校

で
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

「
」
、「

」
、「

」
、

、
「

」
、「

」
、「

」
、

、
６

氏
名

現
住

所
学

校
名

に
係

る
欄

は
必

要
事

項
を

記
入

す
る

と
と

も
に

６
氏

名
現

住
所

学
校

名
に

係
る

欄
は

必
要

事
項

を
記

入
す

る
と

と
も

に

該
当

項
目

を
○

で
囲

む
か

、
該

当
項

目
の

み
を

直
接

記
入

す
る

こ
と

。
該

当
項

目
を

○
で

囲
む

か
、

該
当

項
目

の
み

を
直

接
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
編

入
学

及
び

転
入

学
の

場
合

は
、

そ
の

学
年

を
（

）
内

に
記

入
す

る
こ

と
な

お
、

編
入

学
及

び
転

入
学

の
場

合
は

、
そ

の
学

年
を

（
）

内
に

記
入

す
る

こ
と

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

と
し

専
門

教
育

を
主

と
す

る
学

科
に

つ
い

て
は

農
業

水
産

工
業

商
業

家
庭

と
し

専
門

教
育

を
主

と
す

る
学

科
に

つ
い

て
は

農
業

水
産

工
業

商
業

家
庭

音
楽

等
の

別
及

び
各

科
別

を
、

例
え

ば
工

業
に

関
す

る
学

科
の

機
械

科
の

場
合

（
工

・
機

音
楽

等
の

別
及

び
各

科
別

を
、

例
え

ば
工

業
に

関
す

る
学

科
の

機
械

科
の

場
合

（
工

・
機

械
）

の
よ

う
に

（
）

内
に

記
入

す
る

こ
と

。
械

）
の

よ
う

に
（

）
内

に
記

入
す

る
こ

と
。

、
、

ま
た

、
学

年
に

よ
る

教
育

課
程

の
区

分
を

設
け

な
い

全
日

制
、

定
時

制
及

び
通

信
制

の
ま

た
、

学
年

に
よ

る
教

育
課

程
の

区
分

を
設

け
な

い
全

日
制

、
定

時
制

及
び

通
信

制
の

課
程

に
お

い
て

は
「

学
年

」
を

「
年

度
」

と
読

み
替

え
る

こ
と

（
以

下
同

じ
）

課
程

に
お

い
て

は
「

学
年

」
を

「
年

度
」

と
読

み
替

え
る

こ
と

（
以

下
同

じ
）

、
。

。
、

。
。

７
「

各
教

科
・

科
目

等
の

学
習

の
記

録
」

の
欄

は
、

高
等

学
校

在
学

中
の

全
学

年
に

つ
い

７
「

各
教

科
・

科
目

等
の

学
習

の
記

録
」

の
欄

は
、

高
等

学
校

在
学

中
の

全
学

年
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

て
、

次
の

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

(
)

「
教

科
・

科
目

」
の

欄
の

教
科

名
及

び
科

目
名

は
、

指
導

要
録

に
基

づ
い

て
記

入
す

(
)

「
教

科
・

科
目

」
の

欄
の

教
科

名
及

び
科

目
名

は
、

指
導

要
録

に
基

づ
い

て
記

入
す

1
1

る
こ

と
。

る
こ

と
。

「
教

科
・

科
目

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
各

学
科

に
、

各
学

科
に

共
通

す
る

各
教

科
・

「
教

科
・

科
目

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
各

学
科

に
、

各
学

科
に

共
通

す
る

各
教

科
・
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科
目

、
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
開

設
さ

れ
る

各
教

科
・

科
目

の
別

が
明

確
に

区
分

さ
科

目
、

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開
設

さ
れ

る
各

教
科

・
科

目
の

別
が

明
確

に
区

分
さ

れ
る

よ
う

記
載

す
る

こ
と

。
れ

る
よ

う
記

載
す

る
こ

と
。

（
記

入
例

）
（

記
入

例
）

教
科

・
科

目
評

定
修

の
教

科
・

科
目

評
定

修
の

第
第

第
第

得
第

第
第

第
得

１
２

３
４

単
１

２
３

４
単

教
科

科
目

学
学

学
学

位
教

科
科

目
学

学
学

学
位

年
年

年
年

数
計

年
年

年
年

数
計

【
各

学
科

に
共

通
す

る
各

教
【

各
学

科
に

共
通

す
る

各
教

科

科
・

学
科

】
・

学
科

】

国
国

語
総

合
４

４
国

国
語

総
合

４
４

語
古

典
Ｂ

３
４

語
古

典
Ｂ

３
４

【
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
【

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開

開
設

さ
れ

る
各

教
科

・
科

目
】

設
さ

れ
る

各
教

科
・

科
目

】

農
農

業
科

学
基

礎
３

４
農

農
業

科
学

基
礎

３
４

業
環

境
科

学
基

礎
５

４
業

環
境

科
学

基
礎

５
４

な
お

、
留

学
に

つ
い

て
は

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

」
の

欄
の

下
の

空
欄

に
「

留
学

」
な

お
、

留
学

に
つ

い
て

は
「

総
合

的
な

学
習

の
時

間
」

の
欄

の
下

の
空

欄
に

「
留

学
」

、
、

と
記

載
す

る
こ

と
。

と
記

載
す

る
こ

と
。

ま
た

、
自

立
活

動
に

つ
い

て
は

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

」
の

欄
の

下
の

空
欄

に
「

自
ま

た
、

自
立

活
動

に
つ

い
て

は
「

総
合

的
な

学
習

の
時

間
」

の
欄

の
下

の
空

欄
に

「
自

、
、

立
活

動
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

立
活

動
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

空
欄

不
足

の
場

合
は

、
紙

を
貼

り
足

し
て

も
よ

い
。

空
欄

不
足

の
場

合
は

、
紙

を
貼

り
足

し
て

も
よ

い
。

(
)

「
修

得
単

位
数

の
計

」
の

欄
は

、
修

得
を

認
定

し
た

学
年

ご
と

の
単

位
数

の
計

を
記

(
)

「
修

得
単

位
数

の
計

」
の

欄
は

、
修

得
を

認
定

し
た

学
年

ご
と

の
単

位
数

の
計

を
記

2
2

入
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

、
卒

業
見

込
み

の
者

で
、

最
終

学
年

の
修

得
単

位
が

未
決

定
入

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
、

卒
業

見
込

み
の

者
で

、
最

終
学

年
の

修
得

単
位

が
未

決
定

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

学
年

に
お

け
る

履
修

単
位

を
修

得
し

た
も

の
と

し
て

計
算

す
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
学

年
に

お
け

る
履

修
単

位
を

修
得

し
た

も
の

と
し

て
計

算
す

る
こ

と
。

る
こ

と
。

な
お

、
留

学
に

係
る

修
得

単
位

数
に

つ
い

て
は

、
高

等
学

校
長

が
修

得
を

認
定

し
た

単
な

お
、

留
学

に
係

る
修

得
単

位
数

に
つ

い
て

は
、

高
等

学
校

長
が

修
得

を
認

定
し

た
単

位
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

位
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

(
)

「
評

定
」

の
欄

は
、

５
、

４
、

３
、

２
、

１
の

５
段

階
で

表
示

す
る

こ
と

。
(

)
「

評
定

」
の

欄
は

、
５

、
４

、
３

、
２

、
１

の
５

段
階

で
表

示
す

る
こ

と
。

3
3

ま
た

、
留

学
に

係
る

評
定

に
つ

い
て

は
、

外
国

の
高

等
学

校
の

発
行

す
る

成
績

や
在

ま
た

、
留

学
に

係
る

評
定

に
つ

い
て

は
、

外
国

の
高

等
学

校
の

発
行

す
る

成
績

や
在

籍
科

目
履

修
に

関
す

る
証

明
書

又
は

そ
の

写
し

（
高

等
学

校
長

が
原

本
と

相
違

な
い

こ
籍

科
目

履
修

に
関

す
る

証
明

書
又

は
そ

の
写

し
（

高
等

学
校

長
が

原
本

と
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
た

も
の

）
を

添
付

し
、

記
入

を
要

し
な

い
こ

と
と

す
る

。
と

を
証

明
し

た
も

の
）

を
添

付
し

、
記

入
を

要
し

な
い

こ
と

と
す

る
。

Administrator
テキストボックス
95



(
)

卒
業

見
込

み
の

者
で

、
最

終
学

年
の

成
績

が
未

決
定

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
学

年
に

(
)

卒
業

見
込

み
の

者
で

、
最

終
学

年
の

成
績

が
未

決
定

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
学

年
に

4
4

お
け

る
直

近
の

成
績

を
総

合
し

、
高

等
学

校
と

し
て

判
定

し
た

成
績

を
、

最
終

学
年

の
お

け
る

直
近

の
成

績
を

総
合

し
、

高
等

学
校

と
し

て
判

定
し

た
成

績
を

、
最

終
学

年
の

成
績

と
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

成
績

と
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

(
)

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

科
目

に
係

る
調

査
書

の
扱

い
に

(
)

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

科
目

に
係

る
調

査
書

の
扱

い
に

5
5

つ
い

て
は

、
指

導
要

録
に

記
載

す
る

内
容

に
基

づ
き

「
２

．
各

教
科

・
科

目
等

の
学

つ
い

て
は

、
指

導
要

録
に

記
載

す
る

内
容

に
基

づ
き

「
２

．
各

教
科

・
科

目
等

の
学

、
、

習
の

記
録

」
の

「
教

科
・

科
目

「
評

定
」

及
び

「
修

得
単

位
数

の
計

」
の

欄
に

記
載

習
の

記
録

」
の

「
教

科
・

科
目

「
評

定
」

及
び

「
修

得
単

位
数

の
計

」
の

欄
に

記
載

」
、

」
、

す
る

こ
と

（
学

校
教

育
法

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

及
び

国
際

バ
カ

ロ
レ

す
る

こ
と

（
学

校
教

育
法

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

及
び

国
際

バ
カ

ロ
レ

「
「

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
認

定
校

に
お

け
る

教
育

課
程

の
基

準
の

特
例

の
制

定
ア

・
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

認
定

校
に

お
け

る
教

育
課

程
の

基
準

の
特

例
の

制
定

に
伴

う
指

導
要

録
及

び
調

査
書

の
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

年
３

月
日

付
け

文
部

に
伴

う
指

導
要

録
及

び
調

査
書

の
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

年
３

月
日

付
け

文
部

」
」

2
8

2
5

2
8

2
5

科
学

省
初

等
中

等
教

育
局

教
育

課
程

課
・

高
等

教
育

局
大

学
振

興
課

事
務

連
絡

（
以

科
学

省
初

等
中

等
教

育
局

教
育

課
程

課
・

高
等

教
育

局
大

学
振

興
課

事
務

連
絡

（
以

）
）

下
「

事
務

連
絡

」
と

い
う

）
参

照
。

下
「

事
務

連
絡

」
と

い
う

）
参

照
。

。
）

。
）

８
「

各
教

科
の

」
及

び
「

全
体

の
」

の
欄

に
つ

い
て

８
「

各
教

科
の

評
定

平
均

値
」

及
び

「
全

体
の

評
定

平
均

値
」

の
欄

に
つ

い
て

は
、

次
の

学
習

成
績

の
状

況
学

習
成

績
の

状
況

は
、

次
の

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
留

学
に

係
る

修
得

単
位

に
つ

い
て

は
、

算
入

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
留

学
に

係
る

修
得

単
位

に
つ

い
て

は
、

算
入

す
る

必
要

す
る

必
要

が
な

い
。

が
な

い
。

(
)

各
教

科
の

の
欄

に
記

載
す

る
教

科
名

に
つ

い
て

、
各

学
科

に
共

通
(

)
各

教
科

の
評

定
平

均
値

の
欄

に
記

載
す

る
教

科
名

に
つ

い
て

、
各

学
科

に
共

通
す

る
1

1
学

習
成

績
の

状
況

す
る

各
教

科
・

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開
設

さ
れ

る
各

教
科

で
同

一
の

名
称

が
各

教
科

・
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
開

設
さ

れ
る

各
教

科
で

同
一

の
名

称
が

あ
る

あ
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
「

共
・

専
」

を
教

科
名

に
併

記
す

る
こ

と
。

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
「

共
・

専
」

を
教

科
名

に
併

記
す

る
こ

と
。

」
「

」
「

(
)

各
教

科
の

は
、

高
等

学
校

生
徒

指
導

要
録

に
基

づ
き

、
各

教
科

ご
(

)
各

教
科

の
評

定
平

均
値

は
、

高
等

学
校

生
徒

指
導

要
録

に
基

づ
き

、
各

教
科

ご
と

に
2

2
学

習
成

績
の

状
況

と
に

各
科

目
の

評
定

の
合

計
数

を
各

教
科

の
評

定
数

で
除

し
た

数
値

（
小

数
点

以
下

第
各

科
目

の
評

定
の

合
計

数
を

各
教

科
の

評
定

数
で

除
し

た
数

値
（

小
数

点
以

下
第

２
位

２
位

を
四

捨
五

入
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

を
四

捨
五

入
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
例

示
以

外
の

履
修

教
科

は
、

空
欄

を
利

用
し

記
載

す
る

こ
と

。
ま

た
、

空
欄

な
お

、
例

示
以

外
の

履
修

教
科

は
、

空
欄

を
利

用
し

記
載

す
る

こ
と

。
ま

た
、

空
欄

不
足

の
場

合
は

、
紙

を
貼

り
足

し
て

も
よ

い
。

不
足

の
場

合
は

、
紙

を
貼

り
足

し
て

も
よ

い
。

（
計

算
例

）
（

計
算

例
）

下
記

の
成

績
の

者
の

計
算

例
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

下
記

の
成

績
の

者
の

計
算

例
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

1
1

1
1

評
定

の
合

計
数

３
＋

３
＋

５
評

定
の

合
計

数
３

＋
３

＋
５

3
.6

6
3

.6
6

(
ア

)
＝

＝
＝

(
ア

)
＝

＝
＝

評
定

数
３

３
評

定
数

３
３

(
イ

)
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

す
る

と
こ

の
者

の
理

科
の

は
(
イ

)
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

す
る

と
こ

の
者

の
理

科
の

評
定

平
均

値
は

｣
、

、
、

、「
学

習
成

績
の

状
況

3.
7

「
｣
と

な
る

。
と

な
る

。
3

.7
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教
科

・
科

目
評

定
修

の
教

科
・

科
目

評
定

修
の

第
第

第
第

得
第

第
第

第
得

１
２

３
４

単
１

２
３

４
単

教
科

科
目

学
学

学
学

位
教

科
科

目
学

学
学

学
位

年
年

年
年

数
計

年
年

年
年

数
計

理
物

理
基

礎
３

２
理

物
理

基
礎

３
２

科
化

学
基

礎
３

２
科

化
学

基
礎

３
２

生
物

基
礎

５
２

生
物

基
礎

５
２

(
)

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

科
目

に
係

る
調

査
書

の
扱

い
に

つ
(

)
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

・
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
科

目
に

係
る

調
査

書
の

扱
い

に
つ

3
3

い
て

は
、

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

科
目

等
の

履
修

及
び

単
位

い
て

は
、

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
・

デ
ィ

プ
ロ

マ
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

科
目

等
の

履
修

及
び

単
位

の
修

得
を

も
っ

て
高

等
学

校
学

習
指

導
要

領
の

科
目

の
履

修
及

び
単

位
の

修
得

と
み

な
し

の
修

得
を

も
っ

て
高

等
学

校
学

習
指

導
要

領
の

科
目

の
履

修
及

び
単

位
の

修
得

と
み

な
し

て
い

る
場

合
又

は
代

替
し

て
い

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
そ

れ
ら

に
係

る
学

校
設

定
科

目
等

て
い

る
場

合
又

は
代

替
し

て
い

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
そ

れ
ら

に
係

る
学

校
設

定
科

目
等

の
評

定
を

含
め

て
を

算
出

す
る

こ
と

（
事

務
連

絡
参

照
。

の
評

定
を

含
め

て
評

定
平

均
値

を
算

出
す

る
こ

と
（

事
務

連
絡

参
照

。
学

習
成

績
の

状
況

）
）

(
)

全
体

の
は

、
指

導
要

録
に

基
づ

き
、

す
べ

て
の

教
科

・
科

目
の

評
定

(
)

全
体

の
評

定
平

均
値

は
、

指
導

要
録

に
基

づ
き

、
す

べ
て

の
教

科
・

科
目

の
評

定
の

合
4

4
学

習
成

績
の

状
況

の
合

計
数

を
す

べ
て

の
評

定
数

で
除

し
た

数
値

（
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

）
を

計
数

を
す

べ
て

の
評

定
数

で
除

し
た

数
値

（
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

）
を

記
入

記
入

す
る

こ
と

。
す

る
こ

と
。

（
計

算
例

）
（

計
算

例
）

下
記

の
成

績
の

者
の

計
算

例
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

下
記

の
成

績
の

者
の

計
算

例
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

す
べ
て
の
教
科
・
科
目
の
評
定
の
合
計
数

（
国

語
４

＋
３

）
＋

（
地

歴
５

＋
４

＋
４

）
＋

・
す
べ
て
の
教
科
・
科
目
の
評
定
の
合
計
数

（
国

語
４

＋
３

）
＋

（
地

歴
５

＋
４

＋
４

）
＋

・

(
ア

)
(
ア

す
べ

て
の

評
定

数
（

国
語

２
）

＋
（

地
歴

３
）

＋
・

・
す

べ
て

の
評

定
数

（
国

語
２

）
＋

（
地

歴
３

）
＋

・
・

12
0

1
2

0
（

保
体

４
＋

３
＋

４
＋

４
＋

５
）

＋
・

・
・

家
庭

５
）

（
保

体
４

＋
３

＋
４

＋
４

＋
５

）
＋

・
・

・
家

庭
５

）
（

（

3.
8

7
3

.8
7

＝
＝

＝
＝

3
1

3
1

（
保

体
５

）
＋

・
・

・
家

庭
１

）
（

保
体

５
）

＋
・

・
・

家
庭

１
）

（
（

、
、「

」
(
イ

)
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

す
る

と
、

こ
の

者
の

全
体

の
は

、
(
イ

)
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

す
る

と
こ

の
者

の
全

体
の

評
定

平
均

値
は

学
習

成
績

の
状

況
3

.9

「
」

と
な

る
。

と
な

る
。

3
.9
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評
定

修
の

評
定

修
の

教
科

・
科

目
第

第
第

第
得

教
科

・
科

目
第

第
第

第
得

１
２

３
４

単
１

２
３

４
単

教
科

科
目

学
学

学
学

位
教

科
科

目
学

学
学

学
位

年
年

年
年

数
計

年
年

年
年

数
計

国
国

語
総

合
４

４
国

国
語

総
合

４
４

語
古

典
Ｂ

３
４

語
古

典
Ｂ

３
４

地
理

世
界

史
Ｂ

５
４

地
理

世
界

史
Ｂ

５
４

歴
史

日
本

史
Ａ

４
２

歴
史

日
本

史
Ａ

４
２

地
理

Ａ
４

２
地

理
Ａ

４
２

保
健

体
育

４
３

４
８

保
健

体
育

４
３

４
８

保
健

４
５

２
保

健
４

５
２

家
庭

家
庭

総
合

５
４

家
庭

家
庭

総
合

５
４

（
注

）
保

健
体

育
の

よ
う

に
、

複
数

学
年

に
わ

た
っ

て
履

修
す

る
科

目
に

つ
い

て
は

、
（

注
）

保
健

体
育

の
よ

う
に

、
複

数
学

年
に

わ
た

っ
て

履
修

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
、

各
学

年
ご

と
の

評
定

数
を

そ
れ

ぞ
れ

１
科

目
分

と
し

て
取

り
扱

い
計

算
す

る
こ

と
。

各
学

年
ご

と
の

評
定

数
を

そ
れ

ぞ
れ

１
科

目
分

と
し

て
取

り
扱

い
計

算
す

る
こ

と
。

９
「

学
習

成
績

概
評

」
及

び
「

成
績

段
階

別
人

数
」

の
欄

は
、

次
の

よ
う

に
記

入
す

る
こ

９
「

学
習

成
績

概
評

」
及

び
「

成
績

段
階

別
人

数
」

の
欄

は
、

次
の

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

と
。

「
」

、
（

、
「

」
、

（
、

(
)

学
習

成
績

概
評

の
欄

は
高

等
学

校
に

お
け

る
同

一
学

年
生

徒
全

員
た

だ
し

(
)

学
習

成
績

概
評

の
欄

は
高

等
学

校
に

お
け

る
同

一
学

年
生

徒
全

員
た

だ
し

1
1

教
育

課
程

の
異

な
る

類
型

の
あ

る
場

合
は

類
型

別
、

専
門

教
育

を
主

と
す

る
学

科
の

場
教

育
課

程
の

異
な

る
類

型
の

あ
る

場
合

は
類

型
別

、
専

門
教

育
を

主
と

す
る

学
科

の
場

合
は

科
別

）
の

３
か

年
間

（
た

だ
し

、
定

時
制

及
び

通
信

制
の

課
程

で
修

業
年

限
が

３
合

は
科

別
）

の
３

か
年

間
（

た
だ

し
、

定
時

制
及

び
通

信
制

の
課

程
で

修
業

年
限

が
３

年
を

超
え

る
も

の
に

あ
っ

て
は

当
該

期
間

）
に

お
け

る
全

体
の

を
次

年
を

超
え

る
も

の
に

あ
っ

て
は

当
該

期
間

）
に

お
け

る
全

体
の

評
定

平
均

値
を

次
の

区
学

習
成

績
の

状
況

の
区

分
に

従
っ

て
、

Ａ
、

Ｂ
、

Ｃ
、

Ｄ
、

Ｅ
の

５
段

階
に

分
け

、
そ

の
生

徒
の

属
す

る
分

に
従

っ
て

、
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ

、
Ｅ

の
５

段
階

に
分

け
、

そ
の

生
徒

の
属

す
る

成
績

成
績

段
階

を
記

入
す

る
こ

と
。

段
階

を
記

入
す

る
こ

と
。

全
体

の
学

習
成

績
概

評
全

体
の

評
定

平
均

値
学

習
成

績
概

評
学

習
成

績
の

状
況

５
．

０
～

４
．

３
Ａ

５
．

０
～

４
．

３
Ａ

４
．

２
～

３
．

５
Ｂ

４
．

２
～

３
．

５
Ｂ

３
．

４
～

２
．

７
Ｃ

３
．

４
～

２
．

７
Ｃ

２
．

６
～

１
．

９
Ｄ

２
．

６
～

１
．

９
Ｄ

１
．

８
以

下
Ｅ

１
．

８
以

下
Ｅ

(
)

大
学

が
希

望
す

る
場

合
、

学
習

成
績

概
評

Ａ
に

属
す

る
生

徒
の

う
ち

、
人

物
、

学
力

(
)

大
学

が
希

望
す

る
場

合
、

学
習

成
績

概
評

Ａ
に

属
す

る
生

徒
の

う
ち

、
人

物
、

学
力

2
2

と
も

に
特

に
優

秀
な

者
に

つ
い

て
は

「
学

習
成

績
概

評
」

の
欄

に
と

標
示

す
る

こ
と

も
に

特
に

優
秀

な
者

に
つ

い
て

は
「

学
習

成
績

概
評

」
の

欄
に

と
標

示
す

る
こ

、
、

A
A

と
が

で
き

る
。

と
が

で
き

る
。
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こ
の

場
合

、
高

等
学

校
長

は
「

備
考

」
の

欄
に

そ
の

理
由

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
こ

の
場

合
、

高
等

学
校

長
は

「
備

考
」

の
欄

に
そ

の
理

由
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
い

も
の

と
す

る
。

(
)

「
成

績
段

階
別

人
数

」
の

欄
は

、
各

段
階

に
属

す
る

人
数

と
そ

の
合

計
を

「
Ａ

○
(

)
「

成
績

段
階

別
人

数
」

の
欄

は
、

各
段

階
に

属
す

る
人

数
と

そ
の

合
計

を
「

Ａ
○

3
3

、
、

○
人

、
Ｂ

○
○

人
、

Ｃ
○

○
人

、
Ｄ

○
○

人
、

Ｅ
○

○
人

、
合

計
○

○
人

」
の

よ
う

に
○

人
、

Ｂ
○

○
人

、
Ｃ

○
○

人
、

Ｄ
○

○
人

、
Ｅ

○
○

人
、

合
計

○
○

人
」

の
よ

う
に

記
入

す
る

こ
と

。
記

入
す

る
こ

と
。

ま
た

、
(

)
に

よ
り

、
類

型
別

又
は

科
別

に
記

入
し

た
場

合
は

「
合

計
」

の
欄

に
同

ま
た

、
(

)
に

よ
り

、
類

型
別

又
は

科
別

に
記

入
し

た
場

合
は

「
合

計
」

の
欄

に
同

1
1

、
、

一
学

年
生

徒
の

合
計

数
を

（
）

内
に

記
入

す
る

こ
と

。
一

学
年

生
徒

の
合

計
数

を
（

）
内

に
記

入
す

る
こ

と
。

１
０

「
出

欠
の

記
録

」
の

欄
は

、
指

導
要

録
該

当
欄

の
記

載
事

項
を

転
記

す
る

も
の

と
す

る
１

０
「

出
欠

の
記

録
」

の
欄

は
、

指
導

要
録

該
当

欄
の

記
載

事
項

を
転

記
す

る
も

の
と

す
る

が
、

卒
業

見
込

み
の

者
の

最
終

学
年

の
欄

は
、

直
近

の
学

期
末

（
な

い
し

は
、

最
終

学
年

が
、

卒
業

見
込

み
の

者
の

最
終

学
年

の
欄

は
、

直
近

の
学

期
末

（
な

い
し

は
、

最
終

学
年

の
成

績
を

判
定

し
た

時
点

）
現

在
に

お
け

る
出

欠
の

状
況

を
記

入
し

、
そ

の
旨

を
備

考
欄

の
成

績
を

判
定

し
た

時
点

）
現

在
に

お
け

る
出

欠
の

状
況

を
記

入
し

、
そ

の
旨

を
備

考
欄

に
明

示
す

る
こ

と
。

に
明

示
す

る
こ

と
。

１
１

「
特

別
活

動
の

記
録

」
の

欄
に

は
、

特
別

活
動

に
お

け
る

生
徒

の
活

動
状

況
に

つ
い

て
１

１
「

特
別

活
動

の
記

録
」

の
欄

に
は

、
特

別
活

動
に

お
け

る
生

徒
の

活
動

状
況

に
つ

い
て

主
な

事
実

及
び

所
見

を
記

入
す

る
こ

と
。

主
な

事
実

及
び

所
見

を
記

入
す

る
こ

と
。

(
)

事
実

の
記

入
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
、

下
記

の
事

項
が

考
え

ら
れ

る
こ

と
。

(
)

事
実

の
記

入
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
、

下
記

の
事

項
が

考
え

ら
れ

る
こ

と
。

1
1

所
属

す
る

係
名

や
委

員
会

名
、

学
校

行
事

に
お

け
る

役
割

の
分

担
な

所
属

す
る

係
名

や
委

員
会

名
、

学
校

行
事

に
お

け
る

役
割

の
分

担
な

ど
、

活
動

の
状

生
徒

会
活

動
や

ど
、

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
の

事
実

に
関

す
る

こ
と

。
況

に
つ

い
て

の
事

実
に

関
す

る
こ

と
。

(
)

所
見

の
記

入
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
下

記
の

事
項

が
考

え
ら

れ
る

こ
と

。
(

)
所

見
の

記
入

に
当

た
っ

て
は

、
例

え
ば

下
記

の
事

項
が

考
え

ら
れ

る
こ

と
。

2
2

①
そ

の
生

徒
個

人
と

し
て

比
較

的
優

れ
て

い
る

点
な

ど
、

特
別

活
動

全
体

を
通

し
て

①
そ

の
生

徒
個

人
と

し
て

比
較

的
優

れ
て

い
る

点
な

ど
、

特
別

活
動

全
体

を
通

し
て

見
ら

れ
る

生
徒

の
特

徴
に

関
す

る
こ

と
。

見
ら

れ
る

生
徒

の
特

徴
に

関
す

る
こ

と
。

②
当

該
学

年
に

お
い

て
、

そ
の

当
初

と
学

年
末

と
を

比
較

し
、

活
動

の
状

況
の

進
歩

②
当

該
学

年
に

お
い

て
、

そ
の

当
初

と
学

年
末

と
を

比
較

し
、

活
動

の
状

況
の

進
歩

が
著

し
い

場
合

、
そ

の
状

況
に

関
す

る
こ

と
。

が
著

し
い

場
合

、
そ

の
状

況
に

関
す

る
こ

と
。

１
２

「
指

導
上

参
考

と
な

る
諸

事
項

」
の

欄
に

は
、

指
導

要
録

の
同

欄
の

記
載

事
項

の
う

１
２

「
指

導
上

参
考

と
な

る
諸

事
項

」
の

欄
に

は
、

指
導

要
録

の
同

欄
の

記
載

事
項

の
う

ち
ち

、
(

)
各

教
科

・
科

目
及

び
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
学

習
に

お
け

る
特

徴
等

、
(

)
行

、
（

１
）

～
（

６
）

に
つ

い
て

は
以

下
の

と
お

り
記

載
す

る
こ

と
。

な
お

、
枠

の
大

き
1

2

、
、

、
、

、
、

さ
や

文
字

の
大

き
さ

は
任

意
と

す
る

。
動

の
特

徴
特

技
等

(
)
部

活
動

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

等
(

)
取

得
資

格
検

定
等

3
4

(
)
各

教
科

・
科

目
及

び
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
学

習
に

お
け

る
特

徴
等

(
)
そ

の
他

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

等
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
と

し
、

無
い

場
合

1
5

に
つ

い
て

は
、

は
そ

の
旨

明
示

す
る

こ
と

。
そ

の
際

、
複

数
の

学
年

を
通

じ
た

記
入

が
適

当
で

あ
る

場
合

各
教

科
・

科
目

等
に

関
す

る
学

習
状

況
の

様
子

や
特

徴
（

積
極

性
な

ど
）

を
具

体
的

に

は
、

各
学

年
ご

と
の

記
入

を
要

し
な

い
。

記
載

す
る

こ
と

。

(
)
行

動
の

特
徴

、
特

技
等

な
お

、
留

学
に

該
当

す
る

場
合

は
、

留
学

期
間

及
び

留
学

先
の

国
名

、
学

校
名

を
記

入
2

に
つ

い
て

は
（

１
）

以
外

の
学

校
内

外
に

お
け

る
活

動
の

状
、

す
る

こ
と

。
ま

た
、

休
学

に
つ

い
て

は
、

校
長

が
許

可
し

た
期

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
況

や
特

徴
（

積
極

性
な

ど
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

、
留

学
・

海
外

経
験

等
に

つ
い

て
は

、
部

活
動

や
ボ

ラ
(

)
部

活
動

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
3

ン
テ

ィ
ア

活
動

等
の

具
体

的
な

取
組

内
容

、
実

施
期

間
、

そ
の

活
動

に
お

け
る

特
徴

等

を
記

載
す

る
こ

と
。

に
つ

い
て

は
、

民
間

や
専

門
高

校
の

校
長

会
等

が
実

施
す

る
資

格
(

)
取

得
資

格
、

検
定

等
4

・
検

定
の

内
容

、
取

得
ス

コ
ア

、
取

得
年

次
、

取
得

時
期

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
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表
彰

・
顕

彰
等

の
記

録
に

つ
い

て
は

、
各

種
大

会
や

コ
ン

ク
ー

ル
等

の
内

容
や

時
期

等
(

)
5

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
特

に
、

国
際

バ
カ

ロ
レ

ア
な

ど
国

際
通

用
性

の
あ

る
大

学

入
学

資
格

試
験

に
お

け
る

成
績

や
科

学
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
等

に
お

け
る

成
績

等
を

記
載

す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

生
徒

が
自

ら
関

わ
っ

て
き

た
諸

活
動

、
生

徒
の

成
長

の
状

況
に

関
わ

る
所

見
(

)
そ

の
他

、
6

な
ど

、
特

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

項
等

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。

。
、

上
記

１
～

６
に

つ
い

て
（

）
（

）
、
無

い
場

合
は

そ
の

旨
明

示
す

る
こ

と
そ

の
際

複
数

の
学

年
を

通
じ

た
記

入
が

適
当

で
あ

る
場

合
は

、
各

学
年

ご
と

の
記

入
を

要
し

な

い
。 な

お
、

留
学

に
該

当
す

る
場

合
は

、
留

学
期

間
及

び
留

学
先

の
国

名
、

学
校

名
を

記

入
す

る
こ

と
ま

た
休

学
に

つ
い

て
は

校
長

が
許

可
し

た
期

間
を

記
入

す
る

こ
と

１
３

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
内

容
・

評
価

」
の

欄
に

は
「

総
合

的
な

学
習

の
時

間
」

。
、

、
。

、

１
３

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

の
内

容
・

評
価

」
の

欄
に

は
「

総
合

的
な

学
習

の
時

間
」

に
お

け
る

当
該

生
徒

の
活

動
内

容
及

び
そ

の
評

価
を

文
章

で
各

学
年

ご
と

に
具

体
的

に
記

、

に
お

け
る

当
該

生
徒

の
活

動
内

容
及

び
そ

の
評

価
を

文
章

で
各

学
年

ご
と

に
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

際
に

は
、

各
学

校
が

設
定

し
た

評
価

の
観

点
及

び
そ

れ
に

基
づ

い
た

入
す

る
こ

と
。

そ
の

際
に

は
、

各
学

校
が

設
定

し
た

評
価

の
観

点
及

び
そ

れ
に

基
づ

い
た

評
価

が
記

述
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

評
価

が
記

述
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

な
お

、
職

業
教

育
を

主
と

す
る

専
門

学
科

に
お

い
て

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

」
の

全

な
お

、
職

業
教

育
を

主
と

す
る

専
門

学
科

に
お

い
て

「
総

合
的

な
学

習
の

時
間

」
の

全
て

を
「

課
題

研
究

」
等

の
履

修
に

よ
っ

て
代

替
し

た
こ

と
に

よ
り

「
総

合
的

な
学

習
の

、

て
を

「
課

題
研

究
」

等
の

履
修

に
よ

っ
て

代
替

し
た

こ
と

に
よ

り
「

総
合

的
な

学
習

の
時

間
」

を
履

修
し

て
い

な
い

生
徒

に
つ

い
て

は
、

当
該

欄
に

斜
線

を
引

く
こ

と
。

、

時
間

」
を

履
修

し
て

い
な

い
生

徒
に

つ
い

て
は

、
当

該
欄

に
斜

線
を

引
く

こ
と

。
１

４
「

備
考

」
の

欄
に

は
、

大
学

の
希

望
に

よ
り

当
該

大
学

の
学

部
等

に
対

す
る

能
力

・

１
４

「
備

考
」

の
欄

に
は

、
大

学
の

希
望

に
よ

り
当

該
大

学
の

学
部

等
に

対
す

る
能

力
・

適
性

等
に

つ
い

て
、

特
に

高
等

学
校

長
が

推
薦

で
き

る
生

徒
に

つ
い

て
は

そ
の

旨
記

入
す

適
性

等
に

つ
い

て
、

特
に

高
等

学
校

長
が

推
薦

で
き

る
生

徒
に

つ
い

て
は

そ
の

旨
記

入
す

る
こ

と
。

る
こ

と
。

ま
た

、
学

校
教

育
法

施
行

規
則

第
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

教
育

課
程

編
成

上
の

特
例

8
5

ま
た

、
学

校
教

育
法

施
行

規
則

第
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

教
育

課
程

編
成

上
の

特
例

の
適

用
を

受
け

て
い

る
研

究
開

発
学

校
及

び
ス

ー
パ

ー
サ

イ
エ

ン
ス

ハ
イ

ス
ク

ー
ル

並
び

8
5

の
適

用
を

受
け

て
い

る
研

究
開

発
学

校
及

び
ス

ー
パ

ー
サ

イ
エ

ン
ス

ハ
イ

ス
ク

ー
ル

並
び

に
同

規
則

第
条

第
１

項
に

基
づ

く
単

位
制

に
よ

る
課

程
を

置
く

高
等

学
校

に
あ

っ
て

1
0

3

に
同

規
則

第
条

第
１

項
に

基
づ

く
単

位
制

に
よ

る
課

程
を

置
く

高
等

学
校

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

旨
明

示
す

る
こ

と
。

ス
ー

パ
ー

グ
ロ

ー
バ

ル
ハ

イ
ス

ク
ー

ル
等

に
関

す
る

記
載

10
3

は
、

そ
の

旨
明

示
す

る
こ

と
。

ス
ー

パ
ー

グ
ロ

ー
バ

ル
ハ

イ
ス

ク
ー

ル
等

に
関

す
る

記
載

に
つ

い
て

も
、

そ
の

旨
明

示
す

る
こ

と
。

に
つ

い
て

も
、

そ
の

旨
明

示
す

る
こ

と
。

な
お

、
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

・
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
科

目
に

係
る

調
査

書
の

扱

な
お

、
国

際
バ

カ
ロ

レ
ア

・
デ

ィ
プ

ロ
マ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
科

目
に

係
る

調
査

書
の

扱
い

に
つ

い
て

は
、

指
導

要
録

に
記

載
す

る
内

容
に

基
づ

き
「

備
考

」
の

欄
に

記
載

す
る

、

い
に

つ
い

て
は

、
指

導
要

録
に

記
載

す
る

内
容

に
基

づ
き

「
備

考
」

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（

事
務

連
絡

参
照

。
、

）

こ
と

（
事

務
連

絡
参

照
。

ま
た

「
備

考
」

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

「
備

考
」

の
欄

に
「

別
紙

）
、

、

ま
た

「
備

考
」

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

「
備

考
」

の
欄

に
「

別
紙

参
照

」
と

明
記

の
上

、
別

紙
を

添
付

し
対

応
す

る
こ

と
。

、
、

参
照

」
と

明
記

の
上

、
別

紙
を

添
付

し
対

応
す

る
こ

と
。

１
５

記
載

責
任

者
職

氏
名

は
、

必
ず

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

。

１
５

記
載

責
任

者
職

氏
名

は
、

必
ず

記
載

し
、

押
印

す
る

こ
と

。
な

お
、

記
載

内
容

を
訂

正
し

た
場

合
は

、
訂

正
箇

所
に

校
長

の
印

を
押

印
す

る
と

と

な
お

、
記

載
内

容
を

訂
正

し
た

場
合

は
、

訂
正

箇
所

に
校

長
の

印
を

押
印

す
る

と
と

も
に

、
欄

外
に

加
除

字
数

を
表

示
す

る
こ

と
。

ま
た

、
紙

を
貼

り
足

し
た

場
合

も
、

校
長

も
に

、
欄

外
に

加
除

字
数

を
表

示
す

る
こ

と
。

ま
た

、
紙

を
貼

り
足

し
た

場
合

も
、

校
長

の
印

で
割

印
を

と
る

こ
と

。
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の
印

で
割

印
を

と
る

こ
と

。
１

６
必

履
修

教
科

・
科

目
の

未
履

修
が

あ
っ

た
場

合
の

調
査

書
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お

１
６

必
履

修
教

科
・

科
目

の
未

履
修

が
あ

っ
た

場
合

の
調

査
書

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。

り
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
の

取
扱

い
は

、
①

「
平

成
年

度
大

学
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

調
査

書
の

取
1

9

な
お

、
こ

の
取

扱
い

は
、

①
「

平
成

年
度

大
学

入
学

者
選

抜
に

お
け

る
調

査
書

の
取

扱
い

等
に

つ
い

て
（

平
成

年
月

２
日

付
け

文
科

高
第

号
文

部
科

学
省

高
1

9
1

8
1

1
1

8
42

7
」

扱
い

等
に

つ
い

て
（

平
成

年
月

２
日

付
け

文
科

高
第

号
文

部
科

学
省

高
等

教
育

局
長

・
文

部
科

学
省

生
涯

学
習

政
策

局
長

通
知

）
よ

り
前

に
高

等
学

校
を

卒
業

し
」

18
1

1
18

4
27

等
教

育
局

長
・

文
部

科
学

省
生

涯
学

習
政

策
局

長
通

知
）

よ
り

前
に

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者

及
び

中
途

退
学

を
し

た
者

、
及

び
②

「
平

成
年

度
大

学
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

20

た
者

及
び

中
途

退
学

を
し

た
者

、
及

び
②

「
平

成
年

度
大

学
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

調
査

書
の

取
扱

い
等

に
つ

い
て

（
平

成
年

月
日

付
け

高
大

振
第

号
文

2
0

1
9

12
2

1
19

6
6

」

調
査

書
の

取
扱

い
等

に
つ

い
て

（
平

成
年

月
日

付
け

高
大

振
第

号
文

部
科

学
省

高
等

教
育

局
大

学
振

興
課

長
・

文
部

科
学

省
生

涯
学

習
政

策
局

生
涯

学
習

推
進

」
19

12
2

1
1

9
6

6

部
科

学
省

高
等

教
育

局
大

学
振

興
課

長
・

文
部

科
学

省
生

涯
学

習
政

策
局

生
涯

学
習

推
進

課
長

通
知

）
に

該
当

す
る

者
に

係
る

も
の

と
す

る
。

課
長

通
知

）
に

該
当

す
る

者
に

係
る

も
の

と
す

る
。

(
)

未
履

修
教

科
・

科
目

の
「

評
定

」
の

欄
に

つ
い

て
は

空
白

と
す

る
（

な
お

「
修

得
1

。
、

(
)

未
履

修
教

科
・

科
目

の
「

評
定

」
の

欄
に

つ
い

て
は

空
白

と
す

る
（

な
お

「
修

得
単

位
数

の
計

」
に

つ
い

て
は

、
記

載
す

る
こ

と
）

1
。

、
。

。
「

」
「

」
、

単
位

数
の

計
」

に
つ

い
て

は
、

記
載

す
る

こ
と

）
(

)
各

教
科

の
評

定
平

均
値

の
欄

及
び

全
体

の
評

定
平

均
値

の
欄

に
つ

い
て

は
2

(
)

「
各

教
科

の
」

の
欄

及
び

「
全

体
の

」
の

欄
に

未
履

修
教

科
・

科
目

を
除

い
て

算
定

し
た

数
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

2
学

習
成

績
の

状
況

学
習

成
績

の
状

況

つ
い

て
は

、
未

履
修

教
科

・
科

目
を

除
い

て
算

定
し

た
数

値
を

記
入

す
る

こ
と

。
(

)
「

備
考

」
の

欄
に

つ
い

て
は

、
下

記
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。
3

(
)

「
備

考
」

の
欄

に
つ

い
て

は
、

下
記

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

①
未

履
修

教
科

・
科

目
名

。
3

①
未

履
修

教
科

・
科

目
名

。
②

未
履

修
は

、
生

徒
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
。

②
未

履
修

は
、

生
徒

の
責

に
帰

す
べ

き
事

由
に

よ
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

。
③

評
定

平
均

値
は

未
履

修
科

目
を

除
い

て
算

定
し

て
い

る
こ

と
。

③
は

未
履

修
科

目
を

除
い

て
算

定
し

て
い

る
こ

と
。

学
習

成
績

の
状

況
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1 
 

活動報告書のイメージ例（案） 
 

氏名（        ） 
（１）学業に関する活動 

① 学内での活動内容                 活動期間（       ） 

 
※「総合的な学習の時間」、部活動、生徒会活動等において取り組んだ課題研究等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 学外での活動内容                 活動期間（       ） 

 
※ボランティア活動、各種大会・コンクール、留学・海外経験等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別表４ 
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2 
 

（２）課題研究等に関する活動 

① （課題テーマを選んだ理由） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② （概要・成果） 
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3 
 

（３）資格・検定等に関する活動 

資格・検定・試験等の名称 級・スコア等 取得等の年月 
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平成29年度大学入学者選抜実施要項

（平成28年５月31日付け 28文科高第266号文部科学省高等教育局長通知）

第１ 基本方針

大学入学者選抜は、各大学（短期大学を含む。以下同じ。）が、それぞれの教育理念に基づき、

生徒が高等学校段階までに身に付けた力を、大学において発展・向上させ、社会へ送り出すとい

う大学教育の一貫したプロセスを前提として、各大学が、卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー）や教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえ定める入学者

受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、大学への入口段階で入学者に求める力を

多面的・総合的に評価することを役割とするものである。

特に、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（平成28年文部科学省令第16号）が施行

される平成29年４月１日からは、全ての大学において、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ

・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受入れの方針

（アドミッション・ポリシー）を策定し、公表することが求められる。

このことを踏まえ、各大学は、入学者の選抜を行うに当たり、公正かつ妥当な方法によって、

入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に判定する。その際、各大学は、年齢、性別、

国籍、家庭環境等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮する。あわせて、高等学校

（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）における適切な教育

の実施を阻害することとならないよう配慮する。

能力・意欲・適性等の判定に当たっては、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

に基づき、学力を構成する特に重要な以下の三つの要素のそれぞれを適切に把握するよう十分留

意する。その際、入学後の教育との関連を十分に踏まえた上で、入試方法の多様化、評価尺度の

多元化に努める。なお、高等学校の学科ごとの特性にも配慮する。

① 基礎的・基本的な知識・技能（以下、「知識・技能」という。）

② 知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現する

ために必要な思考力・判断力・表現力等の能力（以下、「思考力・判断力・表現力等」とい

う。）

③ 主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度

第２ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、卒業認定・学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえ、

それぞれの方針がこれらの方針に基づく教育を受ける学生の選抜の方針としてふさわしいものと

なるよう留意して策定する。

このために、各大学の特色や教育研究上の強み、社会的役割等を踏まえ、卒業認定・学位授与

の方針（ディプロマ・ポリシー）において、当該大学において育成を目指す人材像とそれに基づ

く学位授与の要件を明示するとともに、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

において、学位授与の要件を満たすために、どのような教育課程に基づきどのような学修を行う

のかを明示するよう努める。

さらに、これらを踏まえ、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）において、抽象

的な「求める学生像」だけでなく、入学志願者に高等学校段階までにどのような力を培うことを

求めるのか、そうした力をどのような基準・方法によって評価するのかなどについて可能な限り

具体的に示す。その際、第１に示す三つの要素については、各大学の特色等に応じて具体的な評

価方法や各要素ごとの評価の重み付け等について検討の上、それぞれについて適切に評価するよ
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う努める。

あわせて、入学後の教育課程を踏まえ、高等学校で履修すべき科目や取得しておくことが望ま

しい資格等を列挙するなど「何をどの程度学んできてほしいか」をできる限り具体的に明示する。

また、明示する科目・資格等は、高等学校教育の内容・水準に十分配慮したものとする。

なお、各大学における入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の策定・公表に当た

っては、「「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の

方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）

の策定及び運用に関するガイドライン」（平成28年３月31日中央教育審議会大学分科会大学教育

部会）も参考にされたい。

第３ 入試方法

１ 入学者の選抜は、調査書の内容、学力検査、小論文、面接、集団討論、プレゼンテーションそ

の他の能力・適性等に関する検査、活動報告書、大学入学希望理由書及び学修計画書、資格・検

定試験等の成績、その他大学が適当と認める資料により、入学志願者の能力・意欲・適性等を多

面的・総合的に評価・判定する入試方法（以下、「一般入試」という。）による。

２ 一般入試のほか、各大学の判断により、入学定員の一部について、以下のような多様な入試方

法を工夫することが望ましい。

(1) アドミッション・オフィス入試

詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせることによって、入学志願者の

能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に判定する入試方法。

この方法による場合は、以下の点に留意する。

① 入学志願者自らの意志で出願できる公募制とする。

② アドミッション・オフィス入試の趣旨に鑑み、知識・技能の修得状況に過度に重点を置

いた選抜基準とせず、合否判定に当たっては、入学志願者の能力、適性、意欲、関心等を

多面的、総合的に判定する。

③ 大学教育を受けるために必要な基礎学力の状況を把握するため、以下のア～エのうち少

なくとも一つを行い、その旨を募集要項に明記する。

ア 各大学が実施する検査（筆記、実技、口頭試問等）による検査の成績を合否判定に用

いる。

イ 大学入試センター試験の成績を出願要件（出願の目安）や合否判定に用いる。

ウ 資格・検定試験等の成績等を出願要件（出願の目安）や合否判定に用いる。

エ 高等学校の教科の評定平均値を出願要件（出願の目安）や合否判定に用いる。

④ ③ア～ウを行う場合にあっては、③エと組み合わせるなど調査書を積極的に活用するこ

とが望ましい。

(2) 推薦入試

出身高等学校長の推薦に基づき、原則として学力検査を免除し、調査書を主な資料として

判定する入試方法。

この方法による場合は、以下の点に留意する。

① 高等学校の教科の評定平均値を出願要件（出願の目安）や合否判定に用い、その旨を募

集要項に明記する。

② 推薦書・調査書だけでは入学志願者の能力・適性等の判定が困難な場合には、上記

(1)③ア～ウの措置の少なくとも一つを講ずることが望ましい。

(3) 専門学科・総合学科卒業生入試

高等学校の専門教育を主とする学科又は総合学科卒業の入学志願者を対象として、職業に

関する教科・科目の学力検査の成績などにより判定する入試方法。

(4) 帰国子女入試・社会人入試
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帰国子女（中国引揚者等子女を含む。）又は社会人を対象として、一般の入学志願者と異

なる方法により判定する入試方法。

この方法による場合は、外国における教育事情の違いや高等学校等卒業後の年月の経過な

どに鑑み、広く入学志願者の能力・適性等に応じ選抜がなされるよう学力検査の免除又は負

担の軽減を図り、小論文、面接、資格・検定試験等の成績、その他大学が適当と認める資料

を適切に組み合わせて判定することが望ましい。

３ 上記１及び２の入学者の選抜に際しては、スポーツ・文化活動やボランティア活動などの諸活

動、海外留学等の多様な経験や特定の分野において卓越した能力を有する者を適切に評価するこ

とが望ましい。

第４ 試験期日等

１ 各大学で実施する一般入試及び専門学科・総合学科卒業生入試における学力検査の期日並びに

アドミッション・オフィス入試及び推薦入試において学力検査を課す場合の期日については、次

により適宜定める。

(1) 試 験 期 日 平成29年２月１日から４月15日までの間

(2) 入学願書受付期間 試験期日に応じて定める。

(3) 合格者の決定発表 平成29年４月20日まで

２ アドミッション・オフィス入試、推薦入試等において学力検査を課さない場合は、上記１(1)

の試験期日によることを要しないが、高等学校教育に対する影響や入学志願者に対する負担に十

分配慮する。

３ アドミッション・オフィス入試については、入学願書受付を平成28年８月１日以降とする。

４ 推薦入試による場合は、原則として入学願書受付を平成28年11月１日以降とし、その判定結果

を一般入試の試験期日の10日前までに発表する。

５ 帰国子女入試、社会人入試については、上記１(1)によることを要しない。

第５ 調査書

１ 各大学は、入学者選抜の資料として、高等学校生徒指導要録（以下、「指導要録」という。）

に基づき、別紙様式により作成された調査書を提出させる。

必履修教科・科目の未履修があった場合の調査書については、「調査書記入上の注意事項等に

ついて」の16により取り扱うものとし、合否判定に当たり、未履修科目があることをもって、不

利益に取り扱うことがないよう配慮する。

２ 各大学は、入学者の選抜に当たって、調査書を十分に活用する。

３ 各大学は、資格・検定試験の成績等のほか、弁論大会やボランティア活動の実績、海外留学等

の多様な経験等を入学者選抜に用いる場合は、大学で評価する内容を、どのように調査書へ盛り

込むのかといった記載方法等について募集要項にできる限り具体的に記載する。

４ 各大学は、高等学校長に対し、調査書の学習成績概評がＡに属する生徒のうち、人物、学力と

もに特に優秀な者については、「学習成績概評」の欄に と標示するよう希望することができる。A

この場合には「備考」の欄にその理由を明示させる。

５ 各大学は、高等学校長に対し、当該大学の学部等が求める能力・適性等について、高等学校長

が特に推薦できる生徒については、その旨を調査書の「備考」の欄に記入するよう希望すること

ができる。

６ 指導要録の保存期間（入学、卒業等の学籍に関する記録（各教科・科目等の修得単位数の記録

を含む。）については卒業後20年、指導に関する記録については卒業後５年。）が経過したもの

については、原則として調査書にその記載を要しない。この取扱いは、すべての卒業生（又は退

学者）に適用する。

７ 上記６の場合及び廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合には、卒業証明書や

成績通信簿を提出させるなど、それに代わる措置を講ずることとし、そのことを募集要項に明記
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することなどにより周知を図ることが望ましい。

８ 高等専門学校第３学年修了者等の調査書については、次による。

(1) 高等専門学校第３学年修了者及び修了見込みの者並びに文部科学大臣が高等学校の課程と

同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該課程

を修了した者及び修了見込みの者の調査書については、別紙様式の調査書に準じて作成し提

出させる。

(2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定したもの、国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア資格

（フランス共和国）取得者、文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を修了し

た者及び修了見込みの者並びに高等学校卒業程度認定試験合格者（従前の大学入学資格検定

合格者を含む。）については、当該試験等の成績証明書をもって調査書に代えることができ

る。

第６ 学力検査等

１ 個別学力検査

(1) 各大学が実施する学力検査（以下、「個別学力検査」という。）は、高等学校学習指導要

領（平成21年文部科学省告示第38号。以下、「学習指導要領」という。）に準拠し、高等学

校教育の正常な発展の障害とならないよう十分留意しつつ、適切な方法により実施する。

(2) 個別学力検査を実施する教科・科目は、学習指導要領に定められている教科・科目の中か

ら、高等学校教育に及ぼす影響にも配慮しつつ、大学・学部等の目的、特色、専門分野等の

特性に応じ、各大学が定める。

なお、複数教科を統合して学力を判断する総合的な問題の出題など、工夫に努めることが

望ましい。

(3) 各大学が個別学力検査の実施科目を定めるに当たっては、入学者受入れの方針（アドミッ

ション・ポリシー）に基づき、学習指導要領の趣旨も踏まえつつ、できるだけ多くの科目を

出題し、選択解答させるよう配慮することが望ましい。

(4) 大学・学部等の目的、特色、専門分野等の特性からみて適当と認められる場合には、普通

教科の一部に代えて、職業に関する教科を出題し、又は普通教科の科目に職業に関する基礎

的・基本的科目を加え、選択解答させることが望ましい。

(5) 個別学力検査は、以下の点に留意して、入学志願者の学習能力をできる限り多面的・総合

的に評価することができるよう出題方針を立てる。

① 個別学力検査は、各種の客観式及び記述式の検査方法を適宜組み合わせて、入学志願者

の自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力等を適切に判断できるよう工夫することが望ま

しい。

② 上記(4)に示す職業に関する科目の出題に当たっては、専門教育を主とする学科及び総

合学科の卒業者が普通教育を主とする学科の卒業者に比べて不利にならないよう、特に考

慮する。

２ 大学入試センター試験の利用

大学入試センター試験を利用した選抜を実施する大学にあっては、「平成29年度大学入学者選

抜に係る大学入試センター試験実施大綱」（平成27年5月27日付け27文科高第262号文部科学省高

等教育局長通知）の定めによるほか、以下の点に留意して実施する。

(1) 各大学が大学入試センター試験において入学志願者に解答させる科目を定めるに当たって

は、できるだけ多くの科目の中から選択解答させることが望ましい。

(2) 各大学の個別学力検査において、大学入試センター試験と同じ教科・科目を課す場合は、

論理的思考力や言語的表現力などの把握において、大学入試センター試験とは異なる能力判

定に力点を置くような工夫を行うことが望ましい。
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(3) 各大学は、アドミッション・オフィス入試、推薦入試において大学入試センター試験を利

用することができる。

(4) 各大学における大学入試センター試験の成績の利用方法については、例えば、一定の学力

水準に達しているか否かの判定に主として用いる資格試験的な利用方法や成績の複数年度利

用等、多様な利用方法を工夫することが望ましい。

３ 小論文、面接、実技検査等の活用

(1) 小論文及び面接等

入学志願者の能力・適性等を多角的に判定するため、学部等の特性に応じ、小論文を課し、

また、面接や討論等を活用することが望ましい。

(2) 実技検査

主として実技による授業を行う美術、工芸、音楽、体育等に関する学部等（教員養成学部

にあっては主専攻）においては、学力検査のほか、実技に関する検査を課すことが望ましい。

４ 資格・検定試験等の成績の活用

(1) 入学志願者の能力・適性や学習の成果、活動歴等を多角的かつ客観的に評価する観点から、

例えば、以下のとおり、学部等の特性及び必要に応じ信頼性の高い資格・検定試験等の活用

を図ることが望ましい。

① 入学志願者の外国語におけるコミュニケーション能力を適切に評価する観点から、「英

語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進について」（平成27年3月31

日付け26文科初第1495号文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長通知）を

踏まえ、実用英語技能検定（英検）やＴＯＥＦＬ等、「聞く」「読む」「話す」「書く」

の４技能を測ることのできる資格・検定試験等の結果を活用する。

② 入学志願者の優れた理数系の能力を適切に評価する観点から、国際科学オリンピック等

の結果を活用する。

③ 基礎的・基本的な知識・技能に加え、「主体的に学び考える力」を育成する上で有益な

プログラムとして国際的に評価されている国際バカロレアの資格や成績を活用する。

(2) 資格・検定試験等の成績の活用に際しては、下記第７の学力検査実施教科・科目及び試験

方法等の発表の際にその旨を明らかにするとともに、具体的な活用方法（例えば、個別試験

の成績に代えて当該試験等の結果を用いる場合における得点の換算方法等）を明らかにする。

また、当該試験の結果の確認方法等について事前に実施機関に確認しておく。

第７ 学力検査実施教科・科目、試験方法等の決定・発表

１ 各大学は、学力検査の実施教科・科目、試験方法（小論文の出題や面接の実施等）、その他入

学者選抜に関する基本的な事項について入試方法の区分ごとに決定し、平成28年６月１日から７

月31日までに発表するものとする。

２ 発表した内容は、大学のホームページに掲載するなど、広く一般への情報提供に努める。

３ 個別学力検査及び大学入試センター試験において課す教科・科目の変更等が入学志願者の準備

に大きな影響を及ぼす場合には、２年程度前には予告・公表する。なお、その他の変更について

も、入学志願者保護の観点から可能な限り早期の周知に努める。

第８ 募集人員

１ 各大学で募集する人員は、所定の入学定員による。

なお、入学定員は、教員組織、施設、設備等を総合的に考慮して定められていることを十分踏

まえ、入学定員を著しく超えて入学させないものとする。このことは、編入学試験を実施する際

も同様とする。

２ 大学における推薦入試の募集人員は、附属高等学校長からの推薦に係るものも含め、学部等募

集単位ごとの入学定員の５割を超えない範囲において各大学が定めるものとする。

短期大学における推薦入試の募集人員は、上記にかかわらず、推薦入試以外の入試方法におけ
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る受験機会の確保にも配慮して、各短期大学が適切に定める。

３ 各大学は、例えば、学科ではなく学部単位で募集するなど、募集単位を大くくり化することに

より、入学志願者が大学入学後に幅広い分野の大学教育に触れながら自らの適性や関心等に基づ

き、専攻分野を決めることができるようにすることが望ましい。

４ 各大学においては、入学定員の充足や欠員の補充の方法等について事前に準備をするよう努め

る。

第９ 出願資格

大学に入学を出願することのできる者は、学校教育法第90条の規定により大学の入学資格を有

する者又は大学入学の前までに入学資格を有することとなる見込みの者とする。

第10 募集要項等

１ 募集要項

(1) 各大学は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）、募集人員、出願要件、出

願手続、試験期日、試験方法、試験場、入学検定料その他入学に要する経費の種類・額やそ

の納入手続・期限など入学志願者が出願等に必要な事項を決定し、それらを明記した募集要

項を平成28年12月15日までに発表する。

(2) ２以上の入試方法により入学者選抜を実施する場合には、それぞれの入試方法の区分ごと

に募集人員等を明記する。

(3) 寄付金等の納入を条件として入学許可を行うことのないようにすることが必要であり、

「私立大学における入学者選抜の公正確保等について」（平成14年10月１日付け14文科高第

454号文部科学事務次官通知）を踏まえ、寄付金等を募集する場合は、募集要項において応

募が任意であること、入学前の募集は行っていないことなどを明記する。

(4) 各大学は、入学志願者に対し、募集要項のほか、大学案内、大学説明会等により、入学者

受入れの方針（アドミッション・ポリシー）、学部等の組織、教育研究の内容及び特色、学

生生活の概要及び諸経費、過去の年度の入学志願者及び合格者の数、卒業後の進路状況など

大学・学部等の選択の参考となる情報の提供に努める。

(5) 受験の勧誘を行う場合には、それをもって直ちに入学の確約と誤解されることのないよう

入学者選抜の公正確保に努める。

２ 入学手続

(1) 入学手続に際しては、合格者の負担等に配慮し、必要に応じ郵送による手続きも認めるな

ど弾力的な実施に配慮する。

(2) 入学料以外の学生納付金について、「私立大学の入学手続時における学生納付金の取扱い

について」（昭和50年９月１日付け文管振第251号文部省管理局長・文部省大学局長通知）

の趣旨を踏まえ、合格発表後、短期間内に納入させるような取扱いは避ける。

(3) 入学辞退者に対する授業料、施設設備費等の学生納付金の返還申出期限については、「大

学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱

いについて」（平成18年12月28日付け文科高第536号文部科学省高等教育局長・文部科学省

生涯学習政策局長通知）の趣旨を踏まえ、以下の点について入学志願者に対し、例えば、あ

らかじめ募集要項、入学手続要項等に記載するなどにより、明確にする。

① ３月31日までに入学辞退の意思表示をした者（専願又は推薦入学試験（これに類する入

学試験を含む。）に合格して大学等と在学契約を締結した入学志願者を除く。）について

は、原則として、入学志願者が納付した授業料等及び諸会費等の返還に応じる。

② ①にかかわらず、募集要項、入学手続要項等に、「入学式を無断欠席した場合には入学

を辞退したものとみなす」、「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」などと記

載している場合には、入学式の日までに入学志願者が明示又は黙示に在学契約を解除した

ときは、授業料等及び諸会費等の返還に応じる。
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第11 国立大学の入学者選抜

国立大学の入学者選抜の日程等は、国立大学協会の定める実施要領及び実施細目に基づき実施

される。

第12 公立大学の入学者選抜

公立大学の入学者選抜の日程等は、公立大学協会の定める実施要領及び実施細目に基づき実施

される。

第13 その他注意事項

１ 健康状況の把握及び障害のある者等への配慮

(1) 入学志願者の健康状況については、原則としては入学者選抜の判定資料としないものとし、

大学において健康状況の把握を必要とする特別の事由がある場合には、募集要項に具体的に

記載する。この場合であっても、健康の状況を理由として不合格の判定を行うことについて

は、疾病などにより志望学部等の教育の目的に即した履修に耐えないことが、入学後の保健

指導等を考慮してもなお明白な場合に限定し、真に教育上やむを得ない場合のほかは、これ

らの制限を廃止あるいは大幅に緩和する方向で見直す。

(2) 障害等のある入学志願者に対しては、「障害者基本法」（昭和45年法律第84号）や「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律第65号）の趣旨に十分留意し

つつ、その能力・適性、学習の成果等を適切に評価するために必要な合理的配慮を行い、障

害のない学生と公平に試験を受けられるように配慮する。

その際、平成25年９月に閣議決定された「第３次障害者基本計画」、「障がいのある学生

の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ）について」（平成24年12月25日付け24文科

高第783号文部科学省高等教育局長通知）や以下の例示を参考にするとともに、「障害者等

に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について」

（平成13年12月27日付け13国文科高第11号文部科学省高等教育局長通知）にも十分留意する。

① 点字・拡大文字による出題、拡大解答用紙の作成など

② 特定試験場の設定、試験会場への乗用車での入構、座席指定の工夫など

③ 試験時間の延長、文書による注意事項の伝達、試験室入り口までの付添者の同伴、介助

者の配置など

また、「就学の機会均等確保の観点からの入学者選抜の在り方の点検等について」（平成

28年３月31日付け27文科初第1796号文部科学省生涯学習政策局長・文部科学省初等中等教育

局長・文部科学省高等教育局長通知）を踏まえ、各大学において、入学者選抜の在り方の点

検等を行うなど適切に対応する。

(3) 各大学は、障害等のある入学志願者に対し、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）、募集人員、出願要件、出願手続、試験期日、試験方法、試験場、入学検定料その他

入学に要する経費の種類・額やその納入手続・期限など出願等に必要な事項の伝達において

も合理的配慮を行うものとする。

また、入試における配慮の内容や受入れ実績をホームページ等に掲載するなど、情報アク

セシビリティに配慮しつつ広く情報を公開するとともに、事前相談の時期や方法について十

分配慮しつつ事前相談体制の構築・充実に努める。

２ 入試情報の取扱い

(1) 各大学は、学力検査問題等について、標準的な解答例や出題の意図等を明らかにするよう

努める。公表に当たっては、当該入試の実施以降に受験者や次年度以降の入学志願者が学習

上参考にできるよう努める。

(2) 各大学は、受験者本人への成績開示や、入試方法の区分に応じた受験者数、合格者数、入

学者数等の入試情報の積極的開示に努める。また、試験の評価・判定方法については、可能

な限り情報開示に努める。
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(3) 合格者の氏名や住所、調査書に記載された内容等、各大学が選抜を通じて取得した個人情

報については、入学者選抜並びに必要に応じ入学後の学籍管理、学習指導及び学生支援関係

業務において利用するものとし、外部への漏洩や目的外の利用等がないよう、その保護に十

分留意しつつ、適正な取扱いに努める。

３ 入学者選抜の実施に係るミスの防止

入学者選抜の実施に係るミスにより、受験者に影響を与えることがないよう、以下の対応を図

ることなどにより、ミスを防止するものとする。

(1) 各大学は、入学者選抜業務のプロセス全体を把握した上で、ガイドラインの作成等により、

業務全体のチェック体制を確立する。

また、入学者選抜に関わる者の責務を明確にし、教員、事務職員等関係者が一体となり、

全学的な連携体制の確立に努めるとともに、入試担当教職員をはじめ、入学者選抜に関わる

すべての教職員にそれぞれの業務内容の周知徹底や連絡体制の再点検等を行う。

(2) 試験問題の作成においては、チェック体制を不断に点検するとともに、作題者以外の者も

含めて、二重、三重に点検を行うこと等により、出題ミスの防止及び早期発見に努める。

なお、試験問題の作成につき、外部の機関又は専門家の協力を得ることについては、機密

性、中立性、公平性の観点から十分慎重に対応する。

(3) 合格者決定業務においては、電算処理や解答のチェック体制を確立し、点検・確認する。

また、追加合格決定業務についても、マニュアルを作成する等、実施体制及び決定手続を

明確にする。

４ 入学者選抜の公正確保

入学者選抜は、中立・公正に実施することを旨とし、入試問題の漏洩など入学者選抜の信頼性

を損なう事態が生ずることのないよう、学長を中心とした責任体制の明確化、入試担当教職員の

選任における適格性の確保、研修の実施など実施体制の充実を図る。

また、受験生の不正行為を未然に防止するため、受験生の座席の配置など試験室の設定の際の

配慮、不正行為の内容及び罰則の周知、受験生の所持品の確認、試験室内の巡視を十分に行うこ

となどに努める。

５ 国際連携学科の入学者選抜

(1) 外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科（以下、「国際連携学科」とい

う。）の学生は、我が国の大学と国際連携学科において連携して教育研究を実施する１以上

の外国の大学（以下、「連携外国大学」という。）との二重在籍となることから、学校教育

法その他関係法令に規定する我が国の大学への入学資格を満たすとともに、あわせて、連携

外国大学における入学資格についても満たす必要があることに留意する。

(2) 国際連携学科の入学者選抜は、本要項を踏まえるとともに、国際連携学科の入学者選抜の

実施方法等について、我が国の大学と連携外国大学との協議により定め、適切に実施する。

特に、入学者選抜の実施方法等については、入学志願者保護の観点から可能な限り早期の周

知に努める。

６ 外国人を対象とした入試

(1) 私費外国人留学生の入試に当たっては、真に修学を目的とした者が選抜されるよう、適切

に実施する。また、国際交流等の推進の観点から、独立行政法人日本学生支援機構が実施す

る「日本留学試験」の積極的な活用や当該試験を利用した渡日前入学許可の実施について配

慮することが望ましい。

(2) 個別学力検査の実施教科・科目及び試験方法等の決定・発表は、試験期日の６ヶ月以上前

に行うとともに、募集要項の発表も出願に必要な期間を考慮して行う。

(3) 国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア（フランス共和国）取得

者について、これらの資格を国内で取得した場合であっても、外国において取得した場合と
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同様の取扱いをするよう配慮することが望ましい。

７ 災害等の不測の事態への対応

各大学は、入学志願者の進学の機会を確保する観点から、自然災害や人為災害等により所定の

日程による試験実施が困難となる等の不測の事態に適切に対応できるよう、入学志願者への連絡

方法や問い合わせ窓口の設置、関係機関との連携・協力体制の構築、相当数の者が当日に受験で

きなかった場合の対応等について、十分な検討・準備を行う。

８ その他

(1) 各大学は、入試に関する研究委員会を設け、入学者の追跡調査等による、選抜の妥当性・

信頼性の検証を行い、その成果を入試に反映させることが望ましい。

(2) 推薦入試等の実施に際しては、高等学校及び中等教育学校のみならず、高等部を置く特別

支援学校及び我が国の高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして文

部科学大臣が認定又は指定した在外教育施設等の出身者等についても対象とするよう配慮す

る。

(3) 各大学は、入学手続きをとった者に対しては、必要に応じ、これらの者の出身高等学校と

協力しつつ、入学までに取り組むべき課題を課すなど、入学後の学習のための準備をあらか

じめ講ずるよう努める。

なお、当該措置を講じる場合は、その旨を募集要項に記載する。その際、入学者受入れの

方針（アドミッション・ポリシー）との関連に留意する。

(4) 秋季入学等、４月以外の入学時期に係る大学入学者選抜の実施については、本要項を踏ま

え、それぞれの大学において適切に判断する。

第14 備考

この要項は、平成29年度の大学入学者選抜に適用する。

なお、本要項により実施し難い事情のある大学は、募集要項の発表前に、（募集要項の発表後

に募集要項のとおり実施し難い事態が生じた場合には、速やかに、）文部科学省高等教育局大学

振興課大学入試室に連絡する。
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・
分
析
と
、

「
思
考
力
等
」
や
「
主
体
性
等
」
を
よ
り
適
切
に
評
価
す
る
新
た
な
評
価
手
法
の
研
究
・開
発
等
に
つ
い
て
、
受
託
機
関
と
協
力
大
学
が
協
働
し
て
取
り
組
む
。

・
人
文
社
会
分
野
、
理
数
分
野
、
情
報
分
野
の
評
価
手
法

・
面
接
や
書
類
審
査
等
教
科
・
科
目
に
よ
ら
な
い
評
価
手
法

●
「
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価
テ
ス
ト
（
仮
称
）
」
プ
レ
テ
ス
ト
の
実
施
：
９
億
円
【
新
規
】

大 学 入 学 者 選 抜 改 革
共 通

テ ス ト

改 革

●
大
学
教
育
再
生
加
速
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ａ
Ｐ
）
「
高
大
接
続
改
革
推
進
事
業
」
：
１
５
億
円
（
１
７
億
円
）

高
等
学
校
や
社
会
と
の
円
滑
な
接
続
の
も
と
、
３
つ
の
方
針
（
「
卒
業
認
定
・
学
位
授
与
の
方
針
」
「
教
育
課
程
編
成
・
実
施
方
針
」
「
入
学
者
受
入
れ
の
方

針
」
）
に
基
づ
き
、
入
口
か
ら
出
口
ま
で
質
保
証
の
伴
っ
た
大
学
教
育
を
実
現
す
る
た
め
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
、
学
修
成
果
の
可
視
化
、
入
試
改
革
・
高

大
接
続
、
長
期
学
外
学
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
卒
業
時
に
お
け
る
質
保
証
の
取
組
の
強
化
を
図
り
、
大
学
教
育
改
革
を
一
層
推
進
す
る
。

入 口 か ら 出 口

ま で 質 保 証 を

伴 っ た 大 学 教

育 の 実 現

大 学 教 育 改 革

先 進 的

評 価 手 法 の

共 同 開 発

高 等 学 校 基

礎 学 力 テ ス

ト （ 仮 称 ） の

導 入 検 討 等

高 等 学 校

教 育 改 革

●
高
校
生
の
基
礎
学
力
の
定
着
に
向
け
た
学
習
改
善
の
た
め
の
研
究
開
発
事
業
：
１
億
円
【

1億
円
】

「
高
等
学
校
基
礎
学
力
テ
ス
ト
（
仮
称
）
」の
導
入
に
向
け
て
、
学
習
指
導
体
制
や
教
材
開
発
等
と
と
も
に
、
試
行
実
施
に
向
け
て
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
の
プ

レ
テ
ス
ト
の
実
施
等
を
行
う
。

高
大
接
続
改
革
の
推
進

平
成
２
９
年
度
予
算
額
５
７
億
円

平
成
3
2
年
度
か
ら
実
施
す
る
「
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価
テ
ス
ト
（
仮
称
）
」
を
円
滑
に
導
入
・
実
施
す
る
た
め
、
記
述
式
の
作
問
・
採
点
を
含
む
テ
ス
ト
の

信
頼
性
・
妥
当
性
に
つ
い
て
の
実
証
的
検
証
、
試
験
問
題
の
難
易
度
や
運
営
上
の
問
題
の
検
証
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
検
証
、
民
間
の
知
見
の
活
用
等
を
行
う
た

め
の
試
行
テ
ス
ト
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
の
実
施
に
向
け
た
必
要
経
費
に
つ
い
て
支
援
す
る
。

厳
し
い
時
代
を
乗
り
越
え
、
新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く
た
め
に
は
、
知
識
量
だ
け
で
な
く
「
真

の
学
ぶ
力
」
（
※
）
が
必
要

※
「
知
識
・
技
能
」
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
「
主
体
性
を
持
っ
て
多
様
な
人
々
と
協
働
し
て
学
ぶ
態
度
」
の
学
力
の
三
要
素
か

ら
構
成
さ
れ
る
力

多
様
な
背
景
を
持
つ
子
供
た
ち
一
人
一
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
や
目
標
の
実
現
に
向
け
て
学
び
努
力

し
た
積
み
重
ね
を
、
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
評
価
し
、
社
会
で
花
開
か
せ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
や
生
産
年
齢
人
口
の
急
減
な
ど
、
社
会
の
変
化

新
し
い
時
代
に
必
要
と
な
る
資
質
・
能
力

主
体
的
・
協
働
的
な
学
び
な
ど
を
通
じ
て

「
真
の
学
ぶ
力
」
を
育
成
す
る
高
等

学
校
教
育

高
等
学
校
ま
で
で
培
っ
た
力
を
更
に
向
上

さ
せ
、
社
会
へ
送
り
出
す
大
学
教
育

学
力
の
三
要
素
を
多
面
的
・
総
合
的
に
評

価
す
る
大
学
入
学
者
選
抜

高
大
接
続
改
革

（
関
連
予
算
を
含
む
）

※
上
記
の
ほ
か
、
基
盤
的
経
費
に
お
い
て
、
個
別
大
学
の
入
学
者
選
抜
改
革
等
の
取
組
を
支
援
（
国
立
大
学
法
人
運
営
費
交
付
金
、
私
学
助
成
（
私
立

大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
）
）
。
（
取
組
例
）
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
ス
の
充
実
・
強
化
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
育
成
・
配
置
、
「
学
力
の
３
要
素
」
を
多
面
的
・
総
合
的
に
評
価

す
る
入
学
者
選
抜
の
推
進
、
高
等
学
校
段
階
の
学
習
成
果
の
評
価
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
な
ど
。

高
大
接
続
改
革
の
推
進

別
添
資
料
３

Administrator
テキストボックス
114


