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こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
等
改
訂
の
経
緯
と

子
供
た
ち
の
現
状

前
回
改
訂
ま
で
の
経
緯

こ
れ
ま
で
学
習
指
導
要
領
等
は
、
時
代
の
変
化
や
子
供

た
ち
の
状
況
、
社
会
の
要
請
等
を
踏
ま
え
、
お
お
よ
そ
10

年
ご
と
に
、
数
次
に
わ
た
り
改
訂
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
平

成
20
年
に
行
わ
れ
た
前
回
改
訂
は
、
教
育
基
本
法
の
改

正
に
よ
り
明
確
に
な
っ
た
教
育
の
目
的
や
目
標
を
踏
ま

え
、
知
識
基
盤
社
会
で
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
子
供
た
ち

の「
生
き
る
力
」を
バ
ラ
ン
ス
良
く
育
ん
で
い
く
観
点
か
ら

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
学
力
に
つ
い
て
は
、「
ゆ

と
り
」か「
詰
め
込
み
」か
の
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
、
基

礎
的
な
知
識
及
び
技
能
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

及
び
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
と
い
う
学
力
の
三

要
素
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
育
成
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
教
育
目
標
や
内
容
が
見
直
さ
れ
る
と
と
も
に
、

習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
言
語
活

動
や
体
験
活
動
等
を
重
視
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
た
め

に
必
要
な
授
業
時
数
も
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

子
供
た
ち
の
現
状
と
課
題

子
供
た
ち
の
学
力
に
つ
い
て
は
、
国
内
外
の
学
力
調
査

の
結
果
に
よ
れ
ば
近
年
改
善
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
子
供
た

ち
の
９
割
以
上
が
学
校
生
活
を
楽
し
い
と
感
じ
、
保
護
者

の
８
割
は
総
合
的
に
見
て
学
校
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
現
状
は
、
各
学
校
に
お
い
て
、
学
習
指
導
要
領
等

に
基
づ
く
真
摯
な
取
組
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
成
果

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
、
判
断
の
根
拠
や
理
由
を
明
確
に
示
し
な
が
ら

自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
課
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
り
、
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
や
意
義
が
実
感
で
き

て
い
る
か
ど
う
か
、
自
分
の
判
断
や
行
動
が
よ
り
よ
い
社
会

づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
識
を
持
て
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
は
、
肯
定
的
な
回
答
が
国
際
的
に
見
て
相
対

的
に
低
い
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
り
し
て
い
ま
す
。

学
ぶ
こ
と
と
自
分
の
人
生
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
実
感

し
な
が
ら
、
自
ら
の
能
力
を
引
き
出
し
、
学
習
し
た
こ
と

を
生
活
や
社
会
の
中
の
課
題
解
決
に
生
か
し
て
い
く
と
い

う
面
に
は
課
題
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
、
子
供
を
取
り
巻
く
情

報
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
視
覚
的
な
情
報
と
言
葉
と
の

結
び
つ
き
が
希
薄
に
な
り
、
知
覚
し
た
情
報
の
意
味
を
吟

味
し
た
り
、
文
章
の
構
成
や
内
容
を
的
確
に
捉
え
た
り
し

な
が
ら
読
み
解
く
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
教
科

書
の
文
章
を
読
み
解
け
て
い
な
い
と
の
調
査
結
果
が
あ
る
こ

と
な
ど
、
読
解
力
に
関
す
る
課
題
等
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
豊
か
な
心
や
人
間
性
を
育
ん
で
い
く
観
点
か

ら
は
、
子
供
た
ち
が
様
々
な
体
験
活
動
を
通
じ
て
、
生
命

の
有
限
性
や
自
然
の
大
切
さ
、
自
分
の
価
値
を
認
識
し
つ

つ
他
者
と
協
働
す
る
こ
と
の
重
要
性
な
ど
を
、
実
感
し
理

解
で
き
る
よ
う
に
す
る
機
会
や
、
文
化
芸
術
を
体
験
し
て

感
性
を
高
め
た
り
す
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘

も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
27
年
３
月
に
行
わ
れ
た
道
徳
教
育
に
関

す
る
学
習
指
導
要
領
一
部
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
多
様
な

人
々
と
互
い
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
協
働
し
、
社
会
を
形

作
っ
て
い
く
上
で
共
通
に
求
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を

次期学習指導要領等へ向けて
～「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（答申）」
の概要～

文部科学省初等中等教育局教育課程課

　学習指導要領等の見直しについては、平成26年11月の諮問以来、中央教育審議会において検討が
進められ、平成28年12月21日に「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（答申）」が取りまとめられました。本答申は、我が国の学校教
育がこれまでどのような成果を積み重ねてきたのかを振り返り、未来に向けてその位置づけを捉え直す
ことを通じて、新しい学習指導要領等の姿と、その理念の実現のために必要な方策等を示すものです。
　今回はこの答申について解説します。
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学
び
、
規
範
意
識
な
ど
を
育
む
と
と
も
に
、
人
と
し
て
よ

り
よ
く
生
き
る
上
で
大
切
な
も
の
と
は
何
か
、
自
分
は
ど

の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
な
ど
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
、
自

ら
の
生
き
方
を
育
ん
で
い
く
こ
と
な
ど
の
重
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
体
力
に
つ
い
て
は
、
運
動
す
る
子
供
と
そ
う

で
な
い
子
供
の
二
極
化
傾
向
や
、
ス
ポ
ー
ツ
を「
す
る
」の

み
な
ら
ず「
み
る
、
支
え
る
、
知
る
」と
い
っ
た
多
様
な
視

点
か
ら
関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
り
、

子
供
の
健
康
に
関
し
て
、
性
や
薬
物
等
に
関
す
る
情
報
の

入
手
が
容
易
に
な
る
な
ど
、
子
供
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境

が
大
き
く
変
化
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
食
を
取
り

巻
く
社
会
環
境
や
、
子
供
を
取
り
巻
く
安
全
に
関
す
る
環

境
も
変
化
し
て
お
り
、
必
要
な
情
報
を
自
ら
収
集
し
、
適

切
に
意
思
決
定
や
行
動
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
力
を

子
供
た
ち
一
人
一
人
に
育
む
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
家
庭
の
経
済
的
な
背
景
や
、
障
害
の
状
況
や
発

達
の
段
階
、
学
習
や
生
活
の
基
盤
と
な
る
日
本
語
の
能
力
、

一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
な
ど
、
子
供
の
発
達
や
学
習

を
取
り
巻
く
個
別
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
う
し

た
課
題
を
乗
り
越
え
、
一
人
一
人
の
可
能
性
を
伸
ば
し
て

い
く
こ
と
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

2
0
3
0
年
の
社
会
と
子
供
た
ち
の
未
来

新
し
い
学
習
指
導
要
領
等
は
、
小
学
校
で
は
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
る

２
０
２
０
年
か
ら
、
そ
の
10
年
後
の
２
０
３
０
年
頃
ま
で

の
間
、
子
供
た
ち
の
学
び
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
２
０
３
０
年
頃
の
社
会
の
在
り

方
を
見
据
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
子
供
た
ち
が
活
躍
す
る

こ
と
と
な
る
将
来
に
つ
い
て
見
通
し
た
姿
を
考
え
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

21
世
紀
の
社
会
は
知
識
基
盤
社
会
で
あ
り
、
こ
う
し
た

社
会
認
識
は
今
後
も
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
が
、
近

年
、
情
報
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
社
会
的
変
化
が
、

人
間
の
予
測
を
超
え
て
加
速
度
的
に
進
展
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
第
４
次
産
業
革
命
と
も

い
わ
れ
る
、
進
化
し
た
人
工
知
能
が
様
々
な
判
断
を
行
っ

た
り
、
身
近
な
物
の
働
き
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
最
適

化
さ
れ
た
り
す
る
時
代
の
到
来
が
、
社
会
や
生
活
を
大
き

く
変
え
て
い
く
と
の
予
測
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
社
会
の
変

化
は
加
速
度
を
増
し
、
複
雑
で
予
測
困
難
と
な
っ
て
き
て

お
り
、
ど
の
よ
う
な
職
業
や
人
生
を
選
択
す
る
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
全
て
の
子
供
た
ち
の
生
き
方
に
影
響
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
子
供
た
ち
は
、
変
化

を
前
向
き
に
受
け
止
め
、
社
会
や
人
生
を
、
人
間
な
ら
で

は
の
感
性
を
働
か
せ
て
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
か
に
進
化
し
た
人
工
知
能
で

も
、
そ
れ
が
行
っ
て
い
る
の
は
与
え
ら
れ
た
目
的
の
中
で
の

処
理
で
す
が
、
人
間
は
、
感
性
を
豊
か
に
働
か
せ
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
未
来
を
創
っ
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
に
社
会

や
人
生
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う
目
的
を

自
ら
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
に
必
要
な

力
を
成
長
の
中
で
育
ん
で
い
る
の
が
、
人
間
の
学
習
で
す
。

子
供
た
ち
一
人
一
人
が
、
予
測
で
き
な
い
変
化
に
受
け

身
で
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
向
き
合
っ
て
関

わ
り
合
い
、
そ
の
過
程
を
通
し
て
、
自
ら
の
可
能
性
を
発

揮
し
、
よ
り
よ
い
社
会
と
幸
福
な
人
生
の
創
り
手
と
な
る

力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
う
し
た
力
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
で
育
ま
れ
て

き
た
も
の
と
は
異
な
る
全
く
新
し
い
力
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
学
校
教
育
が
長
年
そ
の
育
成
を
目
指
し
て
き
た「
生

き
る
力
」を
改
め
て
捉
え
直
し
、
し
っ
か
り
と
発
揮
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
時
代
の
変
化
と
い
う「
流

行
」の
中
で
未
来
を
切
り
拓ひ

ら

い
て
い
く
た
め
の
力
の
基
盤

は
、
学
校
教
育
に
お
け
る「
不
易
」た
る
も
の
の
中
で
育

ま
れ
ま
す
。
今
は
正
に
、
学
校
と
社
会
と
が
認
識
を
共
有

し
、
相
互
に
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
好
機
に
あ
り
ま
す
。

学
校
教
育
が
そ
の
強
み
を
発
揮
し
、
一
人
一
人
の
可
能
性

を
引
き
出
し
て
豊
か
な
人
生
を
実
現
し
、
個
々
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
を
促
し
、
社
会
の
活
力
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
、

社
会
か
ら
も
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

子
供
た
ち
の
現
状
と
未
来
を
見
据
え
た
視
野
か
ら
、
学

校
教
育
の
中
核
と
な
る
教
育
課
程
の
改
善
を
目
指
す
改
革

の
方
向
性
は
、
国
際
的
な
注
目
も
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
我
が
国
の
子
供
た
ち
の
学
び
を
支
え
る
と
と
も
に
、

世
界
の
子
供
た
ち
の
学
び
を
後
押
し
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
生
き
る
力
﹂の
理
念
の
具
体
化
と

教
育
課
程
の
課
題

教
育
基
本
法
が
目
指
す
教
育
の
目
的
や
目
標
に
基

づ
き
、
子
供
た
ち
の
現
状
や
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、

２
０
３
０
年
と
そ
の
先
の
社
会
の
在
り
方
を
見
据
え
な
が

ら
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
子
供
た
ち
に
育
て
た
い
姿
を
描

く
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
在
り
方
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

文部科学広報　No.208　平成29年3月号3



•�

社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
し
た
人
間
と
し
て
、
我
が

国
や
郷
土
が
育
ん
で
き
た
伝
統
や
文
化
に
立
脚
し
た

広
い
視
野
を
持
ち
、
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
高

い
志
や
意
欲
を
持
っ
て
、
主
体
的
に
学
び
に
向
か
い
、

必
要
な
情
報
を
判
断
し
、
自
ら
知
識
を
深
め
て
個
性

や
能
力
を
伸
ば
し
、
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

•�

対
話
や
議
論
を
通
じ
て
、
自
分
の
考
え
を
根
拠
と
と

も
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
他
者
の
考
え
を
理
解
し
、

自
分
の
考
え
を
広
げ
深
め
た
り
、
集
団
と
し
て
の
考

え
を
発
展
さ
せ
た
り
、
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
持
っ
て

多
様
な
人
々
と
協
働
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

•�

変
化
の
激
し
い
社
会
の
中
で
も
、
感
性
を
豊
か
に
働

か
せ
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
人
生
や
社
会
の
在
り
方
を

考
え
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
問
題
を
発
見
・
解
決
し
、

新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く
と
と
も
に
、
新
た
な

問
題
の
発
見
・
解
決
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

前
回
改
訂
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
学
力
の
三
要
素
の
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
育
成
や
、
言
語
活
動
や
体
験
活
動
の
重

視
等
に
つ
い
て
は
、
学
力
が
全
体
と
し
て
改
善
傾
向
に
あ

る
と
い
う
成
果
を
受
け
継
ぎ
、
引
き
続
き
充
実
を
図
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

一
方
で
、
子
供
た
ち
の
現
状
や
課
題
に
的
確
に
対
応
し

て
い
く
た
め
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
姿
を
描
き
な
が
ら「
生

き
る
力
」を
よ
り
具
体
化
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
資
質
・

能
力
を
育
む
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い

く
こ
と
、
そ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
と
各
学
校
の
教
育
課
程

や
、
各
教
科
等
の
授
業
等
と
の
つ
な
が
り
が
分
か
り
や
す

く
な
る
よ
う
、
学
習
指
導
要
領
等
の
示
し
方
を
工
夫
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
現
行
学
習
指
導
要
領
は
、
各
教

科
等
に
お
い
て「
教
員
が
何
を
教
え
る
か
」と
い
う
観
点
を

中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
一
つ
一
つ
の
学
び
が
何
の

た
め
か
、
ど
の
よ
う
な
力
を
育
む
も
の
か
は
明
確
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
、
各
教
科
等
の
縦
割
り
を
超
え
た

指
導
改
善
の
工
夫
や
、
指
導
の
目
的
を「
何
を
知
っ
て
い
る

か
」に
と
ど
ま
ら
ず「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」に
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
背
景
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

も
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
各
教
科
等
に
お
い
て
何
を
教
え
る

か
と
い
う
内
容
は
重
要
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
そ

の
内
容
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
」を
意
識
し
た
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
し
い
学

習
指
導
要
領
等
に
は
、
各
学
校
が
こ
う
し
た
教
育
課
程
の

検
討
・
改
善
や
、
創
意
工
夫
に
あ
ふ
れ
た
指
導
の
充
実
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
示
し
方
を
工
夫
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や
地
域
学
校
協
働
活

動
等
の
推
進
に
よ
る
学
校
と
地
域
の
連
携
・
協
働
を
更
に

広
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
育
む
こ
と

を
目
指
す
資
質
・
能
力
や
、
学
校
教
育
と
社
会
と
の
つ
な

が
り
に
つ
い
て
、
地
域
と
学
校
が
認
識
を
共
有
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
学
校
教
育
に「
外
の
風
」、
す
な
わ
ち
、

変
化
す
る
社
会
の
動
き
を
取
り
込
み
、
世
の
中
と
結
び
付

い
た
授
業
等
を
展
開
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要

で
す
。

加
え
て
、
そ
の
た
め
、
教
育
課
程
の
基
準
で
あ
る
学
習

指
導
要
領
等
が
、
学
校
教
育
の
意
義
や
役
割
を
社
会
と
広

く
共
有
し
た
り
、
学
校
経
営
の
改
善
に
必
要
な
視
点
を
提

供
し
た
り
す
る
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
子
供
た
ち
一
人
一
人
は
、
多
様
な
可
能
性
を
持
っ

た
存
在
で
あ
り
、
一
人
一
人
が
互
い
の
異
な
る
背
景
を
尊

重
し
、
様
々
な
得
意
分
野
の
能
力
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
、

社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
力
を
バ
ラ
ン
ス

良
く
身
に
付
け
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

我
が
国
が
平
成
26
年
に
批
准
し
た「
障
害
者
の
権
利
に
関

す
る
条
約
」に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

教
育
シ
ス
テ
ム
の
理
念
の
推
進
に
向
け
て
も
、
一
人
一
人
の

子
供
た
ち
が
、
障
害
の
有
無
や
そ
の
他
の
個
々
の
違
い
を

認
め
合
い
な
が
ら
、
共
に
学
ぶ
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
子
供
た
ち
一
人
一
人
に
、
社
会
的
・

職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度

を
育
み
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
も

重
要
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
等
の
理
念
を
実
現
し

て
い
く
た
め
に
は
、
学
習
評
価
の
改
善
・
充
実
や
、
必
要

な
条
件
整
備
な
ど
を
、
教
育
課
程
の
改
善
の
方
向
性
と
一

貫
性
を
持
っ
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

学
習
指
導
要
領
等
の
枠
組
み
の
改
善
と

﹁
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
﹂

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」の
実
現

前
述
の
教
育
課
程
の
課
題
を
乗
り
越
え
、
子
供
た
ち
の

日
々
の
充
実
し
た
生
活
を
実
現
し
、
未
来
の
創
造
を
目
指

し
て
い
く
た
め
に
は
、「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」と

し
て
次
の
点
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

①�

社
会
や
世
界
の
状
況
を
幅
広
く
視
野
に
入
れ
、
よ
り

よ
い
学
校
教
育
を
通
じ
て
よ
り
よ
い
社
会
を
創
る
と

い
う
目
標
を
持
ち
、
教
育
課
程
を
介
し
て
そ
の
目
標

を
社
会
と
共
有
し
て
い
く
こ
と
。
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②�

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
創
り
出
し
て
い
く
子
供
た
ち
が
、

社
会
や
世
界
に
向
き
合
い
関
わ
り
合
い
、
自
ら
の
人

生
を
切
り
拓
い
て
い
く
た
め
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能

力
と
は
何
か
を
、
教
育
課
程
に
お
い
て
明
確
化
し
育

ん
で
い
く
こ
と
。

③�

教
育
課
程
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
の
人
的
・
物

的
資
源
を
活
用
し
た
り
、
放
課
後
や
土
曜
日
等
を
活

用
し
た
社
会
教
育
と
の
連
携
を
図
っ
た
り
し
、
学
校

教
育
を
学
校
内
に
閉
じ
ず
に
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ

を
社
会
と
共
有
・
連
携
し
な
が
ら
実
現
さ
せ
る
こ
と
。

学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
の
方
向
性

学
習
指
導
要
領
等
の
枠
組
み
の
見
直
し

新
し
い
学
習
指
導
要
領
等
に
向
け
て
は
、
以
下
の
６
点

に
沿
っ
て
枠
組
み
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
。①�「

何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」（
育
成
を
目
指
す
資

質
・
能
力
）

②�「
何
を
学
ぶ
か
」（
教
科
等
を
学
ぶ
意
義
と
、
教
科
等

間
・
学
校
段
階
間
の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
た
教
育
課

程
の
編
成
）

③�「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」（
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の

作
成
と
実
施
、
学
習
・
指
導
の
改
善
・
充
実
）

④�「
子
供
一
人
一
人
の
発
達
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
る

か
」（
子
供
の
発
達
を
踏
ま
え
た
指
導
）

⑤「
何
が
身
に
付
い
た
か
」（
学
習
評
価
の
充
実
）

⑥�「
実
施
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
」（
学
習
指
導
要
領

等
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策
）

さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
等
の
改
訂
に
お
い
て
は
、
総

則
の
位
置
付
け
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
前
述
①
～
⑥
に

沿
っ
た
章
立
て
と
し
て
組
み
替
え
、
全
て
の
教
職
員
が
校

内
研
修
や
多
様
な
研
修
の
場
を
通
じ
て
、
新
し
い
教
育
課

程
の
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

教
育
課
程
を
軸
に
学
校
教
育
の
改
善
・
充
実
の
好
循
環
を

生
み
出
す「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
実
現

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」の
理
念
の
も
と
、
子
供

た
ち
に
資
質
・
能
力
を
育
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
前
述
の
①

～
⑥
に
関
わ
る
事
項
を
各
学
校
が
組
み
立
て
、
家
庭
・
地

域
と
連
携
・
協
働
し
な
が
ら
実
施
し
、
目
の
前
の
子
供
た

ち
の
姿
を
踏
ま
え
な
が
ら
不
断
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」は
、
以
下
の
三
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。①�

各
教
科
等
の
教
育
内
容
を
相
互
の
関
係
で
捉
え
、
学

校
教
育
目
標
を
踏
ま
え
た
教
科
等
横
断
的
な
視
点

で
、
そ
の
目
標
の
達
成
に
必
要
な
教
育
の
内
容
を
組

織
的
に
配
列
し
て
い
く
こ
と
。

②�
教
育
内
容
の
質
の
向
上
に
向
け
て
、
子
供
た
ち
の
姿

や
地
域
の
現
状
等
に
関
す
る
調
査
や
各
種
デ
ー
タ
等

に
基
づ
き
、
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
し
、
評
価

し
て
改
善
を
図
る
一
連
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
確

立
す
る
こ
と
。

③�

教
育
内
容
と
、
教
育
活
動
に
必
要
な
人
的
・
物
的
資

源
等
を
、
地
域
等
の
外
部
の
資
源
も
含
め
て
活
用
し

な
が
ら
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
実
現（「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」の
視
点
）

子
供
た
ち
が
、
学
習
内
容
を
人
生
や
社
会
の
在
り
方
と

結
び
つ
け
て
深
く
理
解
し
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ

る
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
能
動
的

に
学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」の
実
現
に
向
け
て
、
授
業
改
善
に
向
け
た
取

組
を
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

今
回
の
改
訂
が
目
指
す
の
は
、
学
習
の
内
容
と
方
法
の

両
方
を
重
視
し
、
子
供
の
学
び
の
過
程
を
質
的
に
高
め
て

い
く
こ
と
で
す
。
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
の
中
で
、
子

供
た
ち
が「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」を
明
確
に
し
な

が
ら
、「
何
を
学
ぶ
か
」と
い
う
学
習
内
容
と
、「
ど
の
よ

う
に
学
ぶ
か
」と
い
う
学
び
の
過
程
を
組
み
立
て
て
い
く
こ

と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か

—— 

育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力 ——

育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、
社
会
の
変
化
と
と
も
に

そ
の
数
は
増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た

中
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
に
共
通
す
る
要
素
を
明

ら
か
に
し
、
教
育
課
程
の
中
で
計
画
的
・
体
系
的
に
育
ん

で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

教
科
等
と
教
育
課
程
全
体
の
関
係
や
、
教
育
課
程
に
基

づ
く
教
育
と
資
質
・
能
力
の
育
成
の
間
を
つ
な
ぎ
、
求
め
ら

れ
る
資
質
・
能
力
を
確
実
に
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教

科
等
の
目
標
や
内
容
を
以
下
の
三
つ
の
柱
に
基
づ
き
再
整

理
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

①�「
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、
何
が
で
き
る
か（
生
き
て

働
く「
知
識
・
技
能
」の
習
得
）」

②�「
理
解
し
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う
か

（
未
知
の
状
況
に
も
対
応
で
き
る「
思
考
力
・
判
断

力
・
表
現
力
等
」の
育
成
）」
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③�「
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ
り
、
よ
り
よ
い
人

生
を
送
る
か（
学
び
を
人
生
や
社
会
に
生
か
そ
う
と

す
る「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」の
涵か

ん

養
）」

子
供
た
ち
に
必
要
な
資
質
・
能
力
を
育
ん
で
い
く
た
め
に

は
、
各
教
科
等
を
な
ぜ
学
ぶ
の
か
、
そ
れ
を
通
じ
て
ど
う

い
っ
た
力
が
身
に
付
く
の
か
と
い
う
、
教
科
等
を
学
ぶ
本
質

的
な
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
各

教
科
等
の
教
育
目
標
や
内
容
に
つ
い
て
、
資
質
・
能
力
の

在
り
方
を
踏
ま
え
た
再
編
成
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
各
教
科
等
を
学
ぶ
本
質
的
な
意
義

の
中
核
を
な
す
の
が「
見
方
・
考
え
方
」で
あ
り
、
教
科
等

の
教
育
と
社
会
を
つ
な
ぐ
も
の
で
す
。
子
供
た
ち
が
学
習

や
人
生
に
お
い
て「
見
方
・
考
え
方
」を
自
在
に
働
か
せ
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
教
員
の
専
門
性
が
発
揮

さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
教
科
等
を
越
え
た
全
て
の
学
習
の
基
盤
と
し
て

育
ま
れ
活
用
さ
れ
る
資
質
・
能
力
に
つ
い
て
も
、
資
質
・
能

力
の
三
つ
の
柱
に
沿
っ
て
整
理
し
、
教
科
等
の
関
係
や
、

教
科
等
の
枠
を
越
え
て
共
通
に
重
視
す
べ
き
学
習
活
動
と

の
関
係
を
明
確
に
し
、
教
育
課
程
全
体
を
見
渡
し
て
組
織

的
に
取
り
組
み
、
確
実
に
育
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
全
て
の
学
習
の
基
盤
と
な
る

言
語
能
力
や
情
報
活
用
能
力
、
問
題
発
見
・
解
決
能
力
な

ど
を
、
各
学
校
段
階
を
通
じ
て
体
系
的
に
育
ん
で
い
く
こ

と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
社
会
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る「
生

き
る
力
」と
は
何
か
を
、
将
来
の
予
測
が
困
難
と
な
っ
て

い
く
現
在
と
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
文
脈
の
中
で
捉
え
直
し
、

資
質
・
能
力
と
し
て
具
体
化
し
て
教
育
課
程
を
通
じ
て
育

ん
で
い
く
こ
と
が
、
今
回
の
改
訂
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
現
代
的
な
諸
課
題
に
対
応
し

て
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
に
つ
い
て
は
、
子
供
の
姿
や
地

域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
力
を
育
ん
で
い

く
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

健
康
・
安
全
・
食
に
関
す
る
力

主
権
者
と
し
て
求
め
ら
れ
る
力

新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
豊
か
な
創
造
性

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
多
様
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
我
が
国
固
有
の
領
土
や

歴
史
に
つ
い
て
理
解
し
、
伝
統
や
文
化
を
尊
重
し
つ
つ
、

多
様
な
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
目
標
に
向
か
っ
て
挑
戦

す
る
力

地
域
や
社
会
に
お
け
る
産
業
の
役
割
を
理
解
し
地
域
創

生
等
に
生
か
す
力

自
然
環
境
や
資
源
の
有
限
性
等
の
中
で
持
続
可
能
な
社

会
を
つ
く
る
力

豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
実
現
す
る
力

ま
た
、
今
回
の
改
訂
に
お
け
る
教
育
課
程
の
枠
組
み
の

整
理
は
、
各
教
科
等
で
学
ぶ
こ
と
を
単
に
積
み
上
げ
る
の

で
は
な
く
、
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
縦
の
つ
な
が
り
と
、

各
教
科
等
の
横
の
つ
な
が
り
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
教
育

課
程
の
全
体
像
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
も

の
で
す
。
資
質
・
能
力
の
育
成
に
当
た
っ
て
は
、
子
供
一
人

一
人
の
興
味
や
関
心
、
発
達
や
学
習
の
課
題
等
を
踏
ま
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
応
じ
た
学
び
を
引
き
出
し
、
一
人
一

人
の
資
質
・
能
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
と
な
り
ま

す
。

何
を
学
ぶ
か

—— 

教
科
等
を
学
ぶ
意
義
と
、
教
科
等
間
・
学
校
段
階
間

の
つ
な
が
り
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
の
編
成 ——

様
々
な
資
質
・
能
力
は
、
教
科
等
の
学
習
か
ら
離
れ
て

単
独
に
育
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
関
連
が
深
い
教
科

等
の
内
容
事
項
と
関
連
付
け
な
が
ら
育
ま
れ
る
も
の
で
あ

り
、
資
質
・
能
力
の
育
成
に
は
知
識
の
質
や
量
が
重
要
で

す
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
今
回
の
改
訂
は
、
学
び

の
質
と
量
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
習
内
容
の
削
減

を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
中
教
審
に
お
け
る
議
論
で

な
さ
れ
ま
し
た
。

教
科
・
科
目
構
成
に
つ
い
て
は
、
初
等
中
等
教
育
全
体

を
通
じ
た
資
質
・
能
力
育
成
の
見
通
し
の
中
で
、
小
学
校

に
お
け
る
外
国
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
教
科
の
新
設
等
を

行
い
、
ま
た
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
国
語
科
、
地
理

歴
史
科
そ
の
他
の
教
科
に
つ
い
て
、
初
等
中
等
教
育
を
修

了
す
る
ま
で
に
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
在
り
方
や
、

高
等
学
校
教
育
に
お
け
る「
共
通
性
の
確
保
」及
び「
多
様

性
へ
の
対
応
」の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
科
目
構
成
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

幼
稚
園
教
育
要
領
に
お
い
て
は
、
ね
ら
い
や
内
容
を
こ
れ

ま
で
通
り
領
域
別
に
示
し
つ
つ
、
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱

に
沿
っ
て
内
容
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
や
、「
幼
児
期
の
終

わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
」を
位
置
付
け
る
こ
と
が
必

要
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
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ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か

—— 
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成
と
実
施
、
学
習
・
指

導
の
改
善
・
充
実 ——

学
び
の
質
の
向
上
に
向
け
た
取
組

子
供
た
ち
は
、
主
体
的
に
、
対
話
的
に
、
深
く
学
ん
で

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
内
容
を
人
生
や
社
会
の
在
り

方
と
結
び
つ
け
て
深
く
理
解
し
た
り
、
未
来
を
切
り
拓
く

た
め
に
必
要
な
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
た
り
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
能
動
的
に
学
び
続
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
う
し
た
学
び
の
質
に
着
目
し
て
、
授
業
改
善
の
取

組
を
活
性
化
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
今
回
の
改
訂
が
目
指

す
と
こ
ろ
で
す
。
特
に
小
・
中
学
校
で
は
、
多
く
の
関
係
者

に
よ
る
授
業
改
善
の
実
践
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
一
方
、

高
等
学
校
、
特
に
普
通
科
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
人
生
や

社
会
の
在
り
方
を
見
据
え
て
ど
の
よ
う
な
力
を
主
体
的
に

育
む
か
よ
り
も
、
大
学
入
学
者
選
抜
に
向
け
た
対
策
が
学

習
の
動
機
付
け
と
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
後
は
、
特
に
高
等
学
校
に
お
い
て
、
義
務
教

育
ま
で
の
成
果
を
確
実
に
つ
な
ぎ
、
一
人
一
人
に
育
ま
れ

た
力
を
更
に
発
展
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」を

実
現
す
る
こ
と
の
意
義

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
実
現
と
は
、
特
定

の
指
導
方
法
の
こ
と
で
も
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
員
の

意
図
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
員
が
教

え
る
こ
と
に
し
っ
か
り
と
関
わ
り
、
子
供
た
ち
に
求
め
ら
れ

る
資
質
・
能
力
を
育
む
た
め
に
必
要
な
学
び
の
在
り
方
を

絶
え
間
な
く
考
え
、
授
業
の
工
夫
・
改
善
を
重
ね
て
い
く

こ
と
で
す
。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
実
現
と
は
、
以
下

の
視
点
に
立
っ
た
授
業
改
善
を
行
う
こ
と
で
、
学
校
教
育

に
お
け
る
質
の
高
い
学
び
を
実
現
し
、
学
習
内
容
を
深
く

理
解
し
、
資
質
・
能
力
を
身
に
付
け
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

能
動
的（
ア
ク
テ
ィ
ブ
）に
学
び
続
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
す
。

①�

学
ぶ
こ
と
に
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
の
方
向
性
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
見
通
し
を

持
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
自
己
の
学
習
活
動
を

振
り
返
っ
て
次
に
つ
な
げ
る「
主
体
的
な
学
び
」が
実

現
で
き
て
い
る
か
。

②�

子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
と
の
対
話
、

先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等
を
通

じ
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る「
対
話
的
な
学
び
」

が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

③�

習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
各

教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た「
見
方
・
考
え
方
」を
働
か

せ
な
が
ら
、
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
よ
り
深
く

理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て
考
え
を
形
成
し
た

り
、
問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思

い
や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う

「
深
い
学
び
」が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」に
つ
い
て
は
、
地
域
や
社

会
の
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る
学
習
を
指
す
も
の
と
理

解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
国
語
や
各
教
科

等
に
お
け
る
言
語
活
動
や
、
社
会
科
に
お
い
て
課
題
を
追

究
し
解
決
す
る
活
動
、
理
科
に
お
い
て
観
察
・
実
験
を
通

じ
て
課
題
を
探
究
す
る
学
習
、
体
育
に
お
け
る
運
動
課
題

を
解
決
す
る
学
習
、
美
術
に
お
け
る
表
現
や
鑑
賞
の
活
動

な
ど
、
全
て
の
教
科
等
に
お
け
る
学
習
活
動
に
関
わ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
こ
う
し
た

学
習
を
、
更
に
改
善
・
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
の
視
点
で
あ

る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
す
。

こ
う
し
た
学
習
活
動
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
授
業
時

間
と
は
別
に
新
た
に
時
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い

も
の
で
は
な
く
、
現
在
既
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
活
動

を
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
視
点
で
改
善
し
、

単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
の
中
で
指
導
内
容
を
関
連
付
け

つ
つ
、
質
を
高
め
て
い
く
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」は
、
１
単
位

時
間
の
授
業
の
中
で
全
て
が
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
の
中
で
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
際
、
学
び
の「
深
ま
り
」の
鍵
と
な
る
の
が
、
各
教

科
等
の
特
質
に
応
じ
た「
見
方
・
考
え
方
」で
す
。「
見
方
・

考
え
方
」は
、
新
し
い
知
識
・
技
能
を
既
に
持
っ
て
い
る
知

識
・
技
能
と
結
び
つ
け
な
が
ら
深
く
理
解
し
、
社
会
の
中
で

生
き
て
働
く
も
の
と
し
て
習
得
し
た
り
、
思
考
力
・
判
断

力
・
表
現
力
を
豊
か
な
も
の
と
し
た
り
、
社
会
や
世
界
に

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
の
視
座
を
形
成
し
た
り
す
る
た
め
に

重
要
な
も
の
で
す
。「
見
方
・
考
え
方
」を
軸
と
し
な
が
ら
、

幅
広
い
授
業
改
善
の
工
夫
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

発
達
の
段
階
や
子
供
の
学
習
課
題
等
に
応
じ
た

学
び
の
充
実

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の
具
体
的
な
在
り
方
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は
、
発
達
の
段
階
や
子
供
の
学
習
課
題
等
に
応
じ
て
様
々

で
す
。
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
に
課
題

が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
子
供
の
学
び
を
深
め
た
り
主
体

性
を
引
き
出
し
た
り
と
い
っ
た
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
、
確

実
な
習
得
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
体
験
活
動
を
通
じ
て
、
様
々
な
物
事
を
、
実
感

を
伴
っ
て
理
解
し
た
り
、
人
間
性
を
豊
か
に
し
た
り
し
て

い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
加
え
て
、
子
供
た
ち
に
情

報
技
術
を
手
段
と
し
て
活
用
で
き
る
力
を
育
む
た
め
に
も
、

学
校
に
お
い
て
日
常
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
で
き
る
よ
う
な

環
境
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

子
供
一
人
一
人
の
発
達
を
ど
の
よ
う
に

支
援
す
る
か

—— 

子
供
の
発
達
を
踏
ま
え
た
指
導 ——

資
質
・
能
力
の
育
成
に
当
た
っ
て
は
、
子
供
一
人
一
人

の
興
味
や
関
心
、
発
達
や
学
習
の
課
題
等
を
踏
ま
え
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
に
応
じ
た
学
び
を
引
き
出
し
、
一
人
一
人

の
資
質
・
能
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
際
、
子
供
の
学
習
活
動
や
学
校
生
活
の
基
盤
と
な

る
の
が
、
日
々
の
生
活
を
共
に
す
る
基
礎
的
な
集
団
で
あ

る
学
級
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
あ
り
、
小
・
中
・
高
等
学
校
を

通
じ
た
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
生
徒
指
導
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
問
題
行
動
等

へ
の
対
応
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能

力
の
育
成
を
目
指
す
の
か
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て

意
義
を
捉
え
直
し
そ
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
学
習
指
導
と
生
徒
指
導
と
を
相

互
に
関
連
付
け
充
実
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

キ
ャ
リ
ア
教
育
を
効
果
的
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、

教
育
課
程
全
体
を
通
じ
て
必
要
な
資
質
・
能
力
の
育
成
を

図
っ
て
い
く
取
組
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
小
・
中
・
高
等
学

校
を
見
通
し
た
充
実
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中

核
と
な
る
特
別
活
動
の
役
割
を
一
層
明
確
に
す
る
と
と
も

に
、「
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
ポ
ー
ト（
仮
称
）」の
活
用
を
図
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施

に
当
た
っ
て
は
、
地
域
と
の
連
携
・
協
働
を
進
め
て
い
く
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
を
キ
ャ
リ
ア
教
育

の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
可
能
性
を
最
大
限
に

伸
ば
し
、
発
達
や
成
長
を
つ
な
ぐ
視
点
で
資
質
・
能
力
を

育
成
し
、
学
習
内
容
を
確
実
に
身
に
付
け
る
観
点
か
ら
、

個
に
応
じ
た
指
導
を
一
層
重
視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

教
育
課
程
全
体
を
通
じ
た
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
目
指
す
た
め
に
は
、
特
別
支
援
教
育
に
関
す

る
教
育
課
程
の
枠
組
み
を
、
全
て
の
教
職
員
が
理
解
で
き

る
よ
う
、
通
級
に
よ
る
指
導
や
特
別
支
援
学
級
に
お
け
る

教
育
課
程
編
成
の
基
本
的
な
考
え
方
を
分
か
り
や
す
く
示

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
幼
・
小
・
中
・

高
等
学
校
の
通
常
の
学
級
に
お
い
て
も
、
発
達
障
害
を
含

む
障
害
の
あ
る
子
供
が
在
籍
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
前
提
に
、
全
て
の
教
科
等
に
お
い
て
指
導
の
工
夫
の

意
図
、
手
立
て
の
例
を
具
体
的
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

通
級
に
よ
る
指
導
を
受
け
る
児
童
生
徒
及
び
特
別
支
援

学
級
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、「
個
別
の
教
育

支
援
計
画
」や「
個
別
の
指
導
計
画
」を
全
員
作
成
す
る
こ

と
が
適
当
だ
と
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
30
年
度
か
ら
制
度
化

さ
れ
る
高
等
学
校
に
お
け
る
通
級
に
よ
る
指
導
に
つ
い
て

は
、
制
度
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
示
す
こ
と
と

併
せ
て
、
円
滑
に
準
備
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
実
践
例
の

紹
介
等
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

障
害
者
理
解
や
交
流
及
び
共
同
学
習
に
つ
い
て
は
、
学

校
の
教
育
活
動
全
体
で
の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
契
機
と
す
る「
心
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
」の
推
進
の
動
向
も
踏
ま
え
、
全
て
の
人
が
、
障

害
等
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
様
性
を
尊
重
す
る
態
度

を
育
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
子
供
た
ち
が
学
校
教
育
を
通
じ
て
、
一
人
一
人

の
資
質
・
能
力
を
伸
ば
し
て
い
く
た
め
に
は
、
日
本
語
の
能

力
に
応
じ
た
支
援
の
充
実
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
海
外
か

ら
帰
国
し
た
児
童
生
徒
や
、
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
外
国

人
児
童
生
徒
が
、
ど
の
よ
う
な
年
齢
・
学
年
で
日
本
の
学

校
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
一
人

の
日
本
語
の
能
力
に
応
じ
た
支
援
を
受
け
、
学
習
や
生
活

の
基
盤
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
指
導
の
目
標

や
支
援
の
視
点
を
明
確
に
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
児
童
生
徒
の
日
本
語
の
能
力
に
応
じ
て
、

特
別
の
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
通
級
に
よ

る
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う「
特
別
の
教
育
課
程
」

が
平
成
26
年
度
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
児

童
生
徒
の
状
況
に
応
じ
て
、
在
籍
学
級
に
お
け
る
支
援
と

通
級
に
よ
る
指
導
の
双
方
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
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何
が
身
に
付
い
た
か

—— 
学
習
評
価
の
充
実 ——

学
習
評
価
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
程
や
学
習
・
指
導
方

法
の
改
善
と
一
貫
性
を
持
っ
た
形
で
改
善
を
進
め
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
」の
中
で
、
学
習
評
価
の
改
善
を
、
授
業
改
善
及
び

組
織
運
営
の
改
善
に
向
け
た
学
校
教
育
全
体
の
サ
イ
ク
ル

に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
今
後
、
観
点
別

評
価
に
つ
い
て
は
、
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
の
実
質
化
や
、

教
科
・
校
種
を
超
え
た
共
通
理
解
に
基
づ
く
組
織
的
な
取

組
を
促
す
観
点
か
ら
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
各
教
科
を

通
じ
て
、「
知
識
・
技
能
」「
思
考
・
判
断
・
表
現
」「
主
体

的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」の
３
観
点
に
整
理
す
る
こ

と
と
し
、
指
導
要
録
の
様
式
を
改
善
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。な

お
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
は
十
分
示
し
き
れ

な
い
、
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
よ
い
点
や
可
能
性
、
進
歩

の
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
日
々
の
教
育
活
動
や
総
合
所
見

等
を
通
じ
て
積
極
的
に
子
供
に
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

実
施
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か

—— 

学
習
指
導
要
領
等
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要

な
方
策 ——

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
の
在
り
方
に
関
わ
る
諸
改
革

と
の
連
携
を
図
る
こ
と
や
、
学
習
指
導
要
領
等
の
実
施
に

必
要
な
条
件
整
備
等
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
の
着
実
な

推
進
を
国
や
教
育
委
員
会
等
の
行
政
や
設
置
者
に
強
く
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
次
世
代
の
学
校
・
地
域
」創
生
プ
ラ
ン
と
の
連
携

中
央
教
育
審
議
会
が
平
成
27
年
12
月
に
ま
と
め
た
、
教

員
の
資
質
・
能
力
の
向
上
を
目
指
す
制
度
改
革
、「
チ
ー
ム

と
し
て
の
学
校
」の
実
現
、
地
域
と
学
校
の
連
携
・
協
働
に

向
け
た
改
革
を
柱
と
す
る
三
つ
の
答
申
を
受
け
、
文
部
科

学
省
は「「
次
世
代
の
学
校
・
地
域
」創
生
プ
ラ
ン
」を
策
定

し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
進
展
と
軌
を
一
に
し

な
が
ら
教
育
課
程
の
改
善
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。学

習
指
導
要
領
等
の
実
施
に
必
要
な
諸
条
件
の
整
備

こ
れ
か
ら
の
教
員
に
は
、
学
級
経
営
や
児
童
生
徒
理
解

等
に
必
要
な
力
に
加
え
、
教
科
等
を
越
え
た「
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
実
現
や
、「
主
体
的
・
対
話
的
で

深
い
学
び
」を
実
現
す
る
た
め
の
授
業
改
善
や
教
材
研
究
、

学
習
評
価
の
改
善
・
充
実
な
ど
に
必
要
な
力
等
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
教
科
等
の
枠
を
越
え
た
校
内
の
研
修
体
制
の
一

層
の
充
実
を
図
り
、
学
校
教
育
目
標
や
育
成
を
目
指
す
資

質
・
能
力
を
踏
ま
え
、「
何
の
た
め
に
」「
ど
の
よ
う
な
改

善
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
」を
教
員
間
で
共
有
し
な
が

ら
、
学
校
組
織
全
体
と
し
て
の
指
導
力
の
向
上
を
図
っ
て

い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

教
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上
を
目
指
す
制
度
改
革
に
つ

い
て
は
、
国
、
教
育
委
員
会
、
学
校
、
大
学
等
が
目
標
を

共
有
し
て
お
互
い
連
携
し
な
が
ら
、
次
期
学
習
指
導
要
領

等
に
向
け
て
教
員
に
求
め
ら
れ
る
力
を
効
果
的
に
育
成
で

き
る
よ
う
、
教
育
委
員
会
と
大
学
等
と
の
協
議
の
場
の
設

置
や
教
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
を
明
確
化
す
る
教
員
育
成

指
標
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
研
修
計
画
の
策
定
な
ど
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
教
員
研
修
自
体
の
在
り
方
を
、

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」の
視
点
で
見
直
す
こ
と
な
ど

も
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」を
実
現
す
る
た

め
の
授
業
改
善
や
教
材
研
究
、
学
習
評
価
の
充
実
、
子
供

一
人
一
人
の
学
び
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
少
人
数
に
よ
る

き
め
細
か
な
指
導
の
充
実
な
ど
、
次
期
学
習
指
導
要
領
等

に
お
け
る
指
導
や
業
務
の
在
り
方
に
対
応
す
る
た
め
、
必

要
な
教
職
員
定
数
の
拡
充
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

事
務
体
制
の
強
化
や
、
教
員
以
外
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
等
も

参
画
し
た「
チ
ー
ム
と
し
て
の
学
校
」の
実
現
を
通
じ
て
、

複
雑
化
・
多
様
化
し
た
課
題
を
解
決
に
導
い
た
り
、
教
員

が
子
供
と
向
き
合
う
時
間
的
・
精
神
的
な
余
裕
を
確
保
し

た
り
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
教
育
課
程
の
実
施
を

は
じ
め
と
し
た
学
校
運
営
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
や

様
々
な
地
域
人
材
と
の
連
携
等
を
通
じ
て
地
域
で
支
え
て

い
く
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

国
や
各
教
育
委
員
会
等
に
お
い
て
も
、
教
科
等
別
の
学

習
指
導
に
関
す
る
改
善
の
み
な
ら
ず
、
教
科
等
を
横
断
し

た
教
育
課
程
全
体
の
改
善
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

教
育
委
員
会
に
お
け
る
指
導
担
当
部
課
長
や
指
導
主
事
等

の
力
量
の
向
上
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

授
業
改
善
や
校
内
研
修
等
の
実
践
事
例
に
つ
い
て
、
モ

デ
ル
校
の
先
進
事
例
等
を
動
画
も
含
め
て
参
照
で
き
る
よ

う
な
ア
ー
カ
イ
ブ
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー（
平
成
29
年
４
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月
か
ら「
独
立
行
政
法
人
教
職
員
支
援
機
構
」）の
機
能
強

化
や
、
各
地
方
自
治
体
の
教
員
研
修
施
設
に
お
け
る
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
や
普
及
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

特
に
高
等
学
校
に
置
か
れ
る
新
教
科
・
科
目
に
つ
い
て

は
、
そ
の
趣
旨
の
理
解
や
指
導
体
制
の
確
立
、
指
導
方
法

の
研
修
等
に
、
特
に
配
慮
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。ま

た
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
支
え
る
教
育
へ
転
換
し
、

複
雑
化
・
困
難
化
し
た
課
題
に
対
応
で
き
る「
次
世
代
の
学

校
」を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
教
員
の
業
務
の
適
正
化
も

必
要
で
す
。
文
部
科
学
省
に
お
い
て
平
成
28
年
６
月
に
策

定
し
た「
学
校
現
場
に
お
け
る
業
務
の
適
正
化
に
向
け
て
」

に
基
づ
き
、
学
校
現
場
の
業
務
の
適
正
化
に
向
け
た
方
策

を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

加
え
て
、
教
科
書
を
含
め
た
教
材
に
つ
い
て
も
、
資
質
・

能
力
の
三
つ
の
柱
や「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」の

実
現
に
向
け
た
視
点
を
踏
ま
え
て
改
善
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
特
に
主
た
る
教
材
で
あ
る
教
科
書
は
、
子
供
た

ち
が「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」に
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で

あ
り
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」を
実
現
す
る
に

は
、
教
科
書
自
体
も
そ
う
し
た
学
び
に
対
応
し
た
も
の
に

変
わ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
さ
ら
に
、
学
校
図
書
館
の
充

実
に
加
え
て
、
日
常
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
で
き
る
環
境
整

備
が
不
可
欠
で
す
。

社
会
と
の
連
携
・
協
働
を
通
じ
た
学
習
指
導
要
領
等
の

実
施学

校
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、「
社
会
に
開

か
れ
た
教
育
課
程
」の
理
念
の
も
と
、
家
庭
や
地
域
の
人
々

と
と
も
に
子
供
を
育
て
て
い
く
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
地

域
学
校
協
働
活
動
を
進
め
な
が
ら
、
学
校
内
外
を
通
じ
た

子
供
の
生
活
の
充
実
と
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
教
育
機
能

を
発
揮
し
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
経
済
的
状
況

に
関
わ
ら
ず
教
育
を
受
け
ら
れ
る
機
会
を
整
え
て
い
く
こ

と
や
、
家
庭
環
境
や
家
族
の
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
た

適
切
な
配
慮
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
不
可
欠
で
す
。

ま
た
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
は
、
高
等
学
校
教

育
を
含
む
初
等
中
等
教
育
改
革
の
み
な
ら
ず
、
大
学
教
育

改
革
、
そ
し
て
両
者
を
つ
な
ぐ
大
学
入
学
者
選
抜
改
革
を

も
す
す
め
よ
う
と
い
う
、
高
大
接
続
改
革
の
実
現
を
目
指

し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。
高
等
学
校
教
育
に
お
け
る

子
供
た
ち
の
学
び
の
成
果
が
、
大
学
入
学
者
選
抜
を
通
じ

て
適
切
に
評
価
さ
れ
、
大
学
教
育
を
通
じ
て
更
に
伸
ば
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
今
回
改
訂
の
趣
旨
も
踏
ま

え
つ
つ
、
高
大
接
続
改
革
が
引
き
続
き
強
力
に
推
進
さ
れ

る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。

子
供
た
ち
が
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
移
行
し
た
後
ま

で
も
見
通
し
、
学
校
教
育
と
社
会
や
職
業
と
の
接
続
を
意

識
し
た
改
善
・
充
実
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
。
そ

の
際
、
特
定
の
既
存
組
織
の
こ
れ
ま
で
の
在
り
方
の
み
を

前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
子
供
た
ち
が
職
業
を
通
じ
て

未
来
の
社
会
を
創
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
視
点
に
立
っ
て

接
続
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
新
し
い
教
育
課
程
が
目
指
す
理
念
を
、
学
校
や

教
育
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
保
護
者
や
地
域
の
人
々
、
産

業
界
等
を
含
め
広
く
共
有
し
、
社
会
全
体
で
協
働
的
に
子

供
の
成
長
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
加
え
て
、

一
人
一
人
の
教
職
員
が
、
本
答
申
を
通
じ
て
次
期
学
習
指

導
要
領
等
の
理
念
や
基
本
的
な
考
え
方
に
触
れ
、
自
身
の

専
門
性
を
高
め
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要
と
な

り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
教
職
員
一
人
一
人
や
多
く
の
保
護
者
等
に

学
習
指
導
要
領
等
の
理
念
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う

な
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育

課
程
」を
目
指
す
今
回
改
訂
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
省

と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
を
通
じ
て
本
答
申
や
、
今
後

改
訂
さ
れ
る
学
習
指
導
要
領
等
の
内
容
を
広
く
広
報
し
、

そ
の
成
果
を
今
後
の
教
育
課
程
の
改
善
等
に
生
か
し
て
い

く
こ
と
を
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の新設など
各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造的に示す

学習内容の削減は行わない※

生きて働く知識･技能の習得など、
新しい時代に求められる
資質･能力を育成
知識の量を削減せず、質の高い
理解を図るための学習過程の
質的改善※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、

　そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現
各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

何ができるようになるか

何を学ぶか どのように学ぶか

主体的な学び

対話的な学び

深い学び

学習指導要領改訂の方向性
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T
I
M
S
S
、P
I
S
A
と
は
？

T
I
M
S
S
は
、
国
際
教
育
到
達
度
評
価
学
会

（
I
E
A
）が
、
児
童
生
徒
の
算
数
・
数
学
、
理
科
の
到
達

度
を
国
際
的
な
尺
度
に
よ
っ
て
測
定
し
、
児
童
生
徒
の
学

習
環
境
等
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
1
9
9
5

年
以
降
4
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
2
0
1
5
年
調

査
で
は
、
小
学
校
の
調
査
は
50
か
国
・
地
域
、
中
学
校
の

調
査
は
40
か
国
・
地
域
が
参
加
し
、
日
本
で
は
小
学
校

4
年
生
、
中
学
校
2
年
生
の
児
童
生
徒
を
対
象
に
、
小
学

校
1
4
8
校
、
約
4
4
0
0
人
、
中
学
校
1
4
7
校
約

4
7
0
0
人
が
参
加
し
、
筆
記
型
調
査
で
実
施
さ
れ
ま
し

た
。P

I
S
A
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構（
O
E
C
D
）が
、

義
務
教
育
修
了
段
階
の
15
歳
児
が
持
っ
て
い
る
知
識
や
技

能
を
、
実
生
活
の
様
々
な
場
面
で
直
面
す
る
課
題
に
ど
の

程
度
活
用
で
き
る
か
を
評
価
す
る
た
め
、
読
解
力
、
数
学

的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
3
分
野
に
つ
い

て
、
2
0
0
0
年
以
降
3
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

2
0
1
5
年
調
査
で
は
、
72
か
国
・
地
域
が
参
加
し
、
日

本
で
は
高
校
1
年
生
を
対
象
に
1
9
8
校
、
約
6
6
0
0

人
が
参
加
し
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
で
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

T
I
M
S
S
と
P
I
S
A
と
で
は
、
対
象
学
年
や

調
査
内
容
の
ほ
か
、
調
査
目
的
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。

T
I
M
S
S
は
、
学
校
で
学
ん
だ
知
識
や
技
能
等
が
ど
の

程
度
習
得
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
の
目
的
と
し
て
い
る
の
に

対
し
、
P
I
S
A
は
、
各
国
の
子
供
た
ち
が
将
来
生
活
し

て
い
く
上
で
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
技
能
が
、
義
務
教
育

修
了
段
階
に
お
い
て
ど
の
程
度
身
に
つ
い
て
い
る
か
評
価
す

る
こ
と
を
調
査
の
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
両
調
査
の

日
本
で
の
実
施
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
担
当
し
て

い
ま
す
。

T
I
M
S
S
2
0
1
5
に
つ
い
て

T
I
M
S
S
2
0
1
5
の
実
施

2
0
1
5
年
調
査
の
実
施
に
関
連
し
て
、（
1
）調
査
の

歴
史（
2
）調
査
の
内
容（
3
）算
数
・
数
学
、
理
科
の
問
題

（
4
）算
数
・
数
学
、
理
科
の
得
点
の
算
出（
5
）調
査
対
象

者
の
抽
出
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
1
）調
査
の
歴
史

T
I
M
S
S
2
0
1
5
は
、
T
I
M
S
S
と
い
う
名
称

に
な
っ
て
6
回
目
の
調
査
で
す
。
前
身
と
し
て
位
置
付
く
調

査
は
、
1
9
6
4（
昭
和
39
）年
実
施
の
第
1
回
国
際
数
学

教
育
調
査（
F
I
M
S
）な
ど
が
あ
り
、
長
い
歴
史
を
有
し

て
い
ま
す
。

（
2
）調
査
の
内
容

2
0
1
5
年
調
査
で
は
、児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た「
問

題
」（
算
数
・
数
学
、
理
科
の
問
題
）及
び「
児
童
生
徒
質
問

紙
」、
教
師
を
対
象
と
し
た「
教
師
質
問
紙
」、
学
校
長
等
を

対
象
と
し
た「
学
校
質
問
紙
」、保
護
者
を
対
象
と
し
た「
保

護
者
質
問
紙
」、
各
国
調
査
責
任
者
を
対
象
と
し
た「
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
質
問
紙
」が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
保
護
者
質
問
紙

は
今
回
初
め
て
実
施
さ
れ
、第
4
学
年
で
の
み
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
国
際
的
な
調
査
対
象
母
集
団
の
第
4
学
年
、

第
8
学
年
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
小
学
校
4
年
生
、
中

TIMSS2015及びPISA2015の国際結果について

国立教育政策研究所 国際研究・協力部国際共同研究室
 教育課程研究センターTIMSS事務局

平成28年11月29日に「IEA国際数学・理科教育動向調査」（略称：TIMSS）、12月6日に「OECD
生徒の学習到達度調査」（略称：PISA）の2015年調査の国際結果が世界的に公表されました。

本特集では両調査の国際結果やその分析結果から見る日本の特徴、そして調査結果を受けた取組につ
いて述べることとします。

特集2

文部科学広報　No.208　平成29年3月号11



学
校
2
年
生
が
対
応
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
調
査

が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
T
I
M
S
S
の
実
施
母
体
で
あ
る

I
E
A
に
お
い
て
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を「
意
図
し
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
国
が
示
し
た
こ
と
」「
実
施
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
教

師
が
実
際
に
教
え
た
こ
と
」「
達
成
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
児

童
生
徒
が
身
に
つ
け
た
こ
と
」の
3
層
か
ら
捉
え
て
い
る
た

め
で
す
。

（
3
）算
数
・
数
学
、
理
科
の
問
題

「
問
題
」に
つ
い
て
は
、
小
学
校
4
年
生
、
中
学
校
2
年

生
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
冊
子
が
14
種
類
準
備
さ
れ
ま

し
た
。
各
問
題
冊
子
は
第
1
部
、
第
2
部
に
分
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
算
数
・
数
学
又
は
理
科
の
問
題
ブ
ロ
ッ
ク
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た（
表
1-

1　

問
題
冊
子
の
構
成
を

参
照
）。
一
人
の
児
童
生
徒
に
は
、
14
種
類
の
問
題
冊
子
の

中
か
ら
1
種
類
が
割
り
当
て
ら
れ
る
た
め
、
児
童
生
徒
に

よ
っ
て
解
答
す
る
問
題
が
異
な
り
ま
す
。
一
人
の
児
童
生

徒
が
解
く
問
題
数
は
、
第
1
部
と
第
2
部
の
算
数
・
数
学
、

理
科
を
合
わ
せ
て
、
小
学
校
は
約
50
題
、
中
学
校
は
約
60

題
で
し
た
。
第
1
部
、
第
2
部
の
解
答
時
間
は
厳
密
に
規

定
さ
れ
て
お
り
、
小
学
校
4
年
生
で
は
各
36
分
、
中
学
校

2
年
生
で
は
各
45
分
で
し
た
。

（
4
）算
数
・
数
学
、
理
科
の
得
点
の
算
出

14
種
類
の
問
題
冊
子
に
は
、
部
分
的
に
共
通
問
題
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
全
問
題
数
は
、
小
学
校
で
算
数
1
6
9

題
、
理
科
1
7
6
題
、
中
学
校
で
数
学
2
1
2
題
、
理
科

2
2
0
題
で
し
た
。
異
な
る
問
題
冊
子
に
共
通
問
題
を
含

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
で
な
い
問
題
の
困
難
度
が
異
な
る

問
題
冊
子
間
で
統
計
的
に
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
の
技
法
と
し
て
、
国
際
比
較
分
析
で
は「
項
目
反

応
理
論（Item

�R
esponse�T

heory

）」を
用
い
て
、
異

な
る
問
題
冊
子
に
解
答
し
た
児
童
生
徒
の
算
数
・
数
学
、

理
科
の
得
点
を
共
通
の
尺
度
に
の
せ
て
比
較
し
て
い
ま
す
。

結
果
と
し
て
、
T
I
M
S
S
2
0
1
5
の
算
数
・
数
学
、

理
科
の
得
点
は
、
T
I
M
S
S
1
9
9
5
の
参
加
国
の
国

際
平
均
値
を
5
0
0
点
、
標
準
偏
差
を
1
0
0
点
の
分

布
モ
デ
ル
に
お
け
る
推
定
値
と
し
て
算
出
さ
れ
ま
し
た
。
平

均
が
5
0
0
点
、
標
準
偏
差
が
1
0
0
点
と
は
、
4
0
0

点
か
ら
6
0
0
点
の
間
に
約
68
％
の
児
童
生
徒
、
3
0
0

点
か
ら
7
0
0
点
の
間
に
約
95
％
の
児
童
生
徒
が
含
ま
れ

る
分
布
の
こ
と
で
す
。
T
I
M
S
S
2
0
1
5
の
参
加
国

の
平
均
が
5
0
0
点
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
平
均

5
0
0
点
を
国
際
平
均
値
で
は
な
く
T
I
M
S
S
基
準

値（
国
際
報
告
書
で
は
、TIM

SS�Scale�C
enterpoint

と
記
載
）と
呼
ん
で
い
ま
す
。

T
I
M
S
S
2
0
1
5
で
は
、
2
0
1
1
年
調
査
、

2
0
0
7
年
調
査
、
2
0
0
3
年
調
査�

と
同
様
に
、
各
国

の
児
童
生
徒
の
得
点
分
布
を
調
べ
る
た
め
に
、
6
2
5
点
、

5
5
0
点
、
4
7
5
点
、
4
0
0
点
と
い
う
75
点
刻
み
の

国
際
標
識
水
準
が
設
定
さ
れ
、
各
国
と
も
そ
の
得
点
以
上

に
何
％
の
児
童
生
徒
が
含
ま
れ
る
か
が
算
出
さ
れ
ま
し
た
。

1
9
9
9
年
調
査
で
は
、
上
位
10
％
以
内（
6
1
6
点
以

上
）、
上
位
25
％
以
内（
5
5
5
点
以
上
）、
上
位
50
％
以

内（
4
7
9
点
以
上
）、
上
位
75
％
以
内（
3
9
6
点
以

上
）に
よ
っ
て
水
準
を
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
上
位
何
％
以

内
と
い
う
水
準
は
参
加
国
に
よ
っ
て
変
わ
る
相
対
的
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
2
0
0
3
年
調
査
か
ら
は
絶
対
的
な
得

点
を
水
準
と
し
、
得
点
の
幅
を
一
定
に
し
て
示
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
力
テ
ス
ト
で
あ

る「
全
米
教
育
進
歩
評
価（
N
A
E
P
）」で
も
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

（
5
）調
査
対
象
者
の
抽
出

調
査
対
象
の
児
童
生
徒
の
抽
出
は
、
国
際
的
に
決
め
ら

れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
、
参
加
各
国
の
児
童
生
徒
の

状
況
の
縮
図
が
最
も
う
ま
く
描
け
る
よ
う
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
我
が
国
の
場
合
、
ま
ず
学
校
を
抽
出
し
、
そ
こ
か
ら
児

童
生
徒（
学
級
）を
抽
出
す
る
二
段
階
抽
出
を
行
う
こ
と
と

し
、
平
成
24（
2
0
1
2
）年
5
月
1
日
現
在
の
文
部
科
学

省
の「
学
校
基
本
調
査
」の
デ
ー
タ
を
基
に
、
地
域
類
型
、

学
校
種
別
に
よ
っ
て
層
化
し
て
平
成
25（
2
0
1
3
）年
9

月
に
学
校
を
標
本
抽
出
し
ま
し
た
。
2
0
1
5
年
調
査
は
、

我
が
国
で
は
2
0
1
5
年
3
月
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

表 1-1　問題冊子の構成

冊子番号 第１部 第２部

1 M 01 M 02 S 01 S 02
2 S 02 S 03 M 02 M 03
3 M 03 M 04 S 03 S 04
4 S 04 S 05 M 04 M 05
5 M 05 M 06 S 05 S 06
6 S 06 S 07 M 06 M 07
7 M 07 M 08 S 07 S 08
8 S 08 S 09 M 08 M 09
9 M 09 M 10 S 09 S 10
10 S 10 S 11 M 10 M 11
11 M 11 M 12 S 11 S 12
12 S 12 S 13 M 12 M 13
13 M 13 M 14 S 13 S 14
14 S 14 S 01 M 14 M 01

M：算数・数学のブロック
S：理科のブロック
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T
I
M
S
S
2
0
1
5
に
お
け
る
主
な
結
果

2
0
1
5
年
調
査
の
主
な
結
果
を
、（
1
）算
数
・
数
学

の
到
達
度（
2
）児
童
生
徒
の
算
数
・
数
学
に
対
す
る
態
度

（
3
）理
科
の
到
達
度（
4
）児
童
生
徒
の
理
科
に
対
す
る

態
度
の
項
目
ご
と
に
概
略
を
紹
介
し
ま
す
。

（
1
）算
数
・
数
学
の
到
達
度

•�

小
学
校
4
年
生
算
数
の
平
均
得
点
に
つ
い
て
は
、
我
が

国
は
参
加
49
か
国
・
地
域
中
5
番
目
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
香
港
、
韓
国
、
台
湾
、
日
本
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
、
ロ
シ
ア
と
続
き
ま
す（
表
1-
2　

算
数
得
点
の
分

布�

―�

小
学
校
4
年
生�

―�

を
参
照
）。
統
計
上
の
誤
差
を

考
慮
す
る
と
、
我
が
国
の
平
均
得
点
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
香
港
、
韓
国
の
得
点
よ
り
有
意
に
低
く
、
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
得
点
よ
り
有
意
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
我

が
国
の
小
学
校
4
年
生
の
算
数
の
平
均
得
点
は
5
9
3

点
で
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
よ
り
も
7
点
、
T
I
M

S
S
2
0
0
7
よ
り
も
25
点
、
T
I
M
S
S
2
0
0
3

よ
り
も
28
点
、
T
I
M
S
S
1
9
9
5
よ
り
も
26
点

高
く
な
っ
て
お
り
、
統
計
上
の
誤
差
を
考
慮
す
る
と
、

T
I
M
S
S
2
0
1
1
、T
I
M
S
S
2
0
0
7
、T
I
M

S
S
2
0
0
3
、T
I
M
S
S
1
9
9
5
の
全
て
と
有
意
差

が
あ
り
ま
す
。

•�

中
学
校
2
年
生
数
学
の
平
均
得
点
に
つ
い
て
は
、
我
が

国
は
参
加
39
か
国
・
地
域
中
5
番
目
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
日
本
、
ロ
シ
ア
、
カ
ザ
フ

ス
タ
ン
と
続
き
ま
す（
表
1-

3　

数
学
得
点
の
分
布

―�

中
学
校
2
年
生�

―�

を
参
照
）。
統
計
上
の
誤
差
を

考
慮
す
る
と
、
我
が
国
の
平
均
得
点
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
韓
国
、
台
湾
の
得
点
よ
り
有
意
に
低
く
、
ロ
シ

ア
の
得
点
よ
り
有
意
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
国

の
中
学
校
2
年
生
の
数
学
の
平
均
得
点
は
5
8
6
点

で
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
、
T
I
M
S
S
2
0
0
7
、

T
I
M
S
S
2
0
0
3
よ
り
も
17
点
高
く
、
T
I
M

S
S
1
9
9
9
よ
り
も
8
点
、
T
I
M
S
S
1
9
9
5

よ
り
も
5
点
高
く
、
統
計
上
の
誤
差
を
考
慮
す
る
と
、

T
I
M
S
S
2
0
1
1
、
T
I
M
S
S
2
0
0
7
、
T
I

M
S
S
2
0
0
3
、T
I
M
S
S
1
9
9
9
と
有
意
差
が
あ

り
ま
す
。

•�

算
数
・
数
学
得
点
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
児
童
生
徒

の
割
合
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
国
際
的
に
み
て
小
学

校
4
年
生
及
び
中
学
校
2
年
生
と
も
に
、
6
2
5
点
に

達
し
た
割
合
は
高
く
、
一
方
、
4
0
0
点
未
満
は
ほ
と

ん
ど
い
ま
せ
ん（
表
1-

4　

算
数
得
点
が
一
定
の
水

準
に
達
し
た
児
童
の
割
合
―�

小
学
校
4
年
生�

―
、
表

1-

5　

数
学
得
点
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
生
徒
の

割
合
―�

中
学
校
2
年
生�

―�

を
参
照
）。

•�
算
数
・
数
学
得
点
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は

小
学
校
4
年
生
及
び
中
学
校
2
年
生
と
も
に
統
計
的
な

有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

•�

小
学
校
4
年
生
の
算
数
問
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
正

答
率
が
国
際
平
均
値
を
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
る
問
題

は
1
6
9
題
中
1
4
4
題
で
8
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

•�

中
学
校
2
年
生
の
数
学
問
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
正

答
率
が
国
際
平
均
値
を
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
る
問
題

は
2
0
9
題
中
1
9
4
題
で
9
割
を
超
え
て
い
ま
す
。
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表1-2　算数得点の分布　－小学校4年生－

TIMSS基準値は、TIMSS1995、TIMSS2003、TIMSS2007、TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15％から25％のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合、標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。
7つの参加国／地域（バーレーン、インドネシア、イラン、ヨルダン、クウェート、モロッコ、南アフリカ）と1つの任意参加国／地域（アルゼンチン・ブエノスアイレス）
はTIMSSニューメラシー調査に参加している。ヨルダンと南アフリカを除くTIMSSニューメラシー調査参加国／地域はTIMSS第4学年調査に参加しており、算数
の得点は両調査の平均に基づいている。

算数問題得点分布

シンガポール ▲ 618 (3.8)
†香港 ▲ 615 (2.9)

韓国 ▲ 608 (2.2)
台湾 ▲ 597 (1.9)
日本 ▲ 593 (2.0)

‡北アイルランド ▲ 570 (2.9)
ロシア ▲ 564 (3.4)
ノルウェー(5年) ▲ 549 (2.5)
アイルランド ▲ 547 (2.1)
イングランド ▲ 546 (2.8)

†ベルギー ▲ 546 (2.1)
カザフスタン ▲ 544 (4.5)
ポルトガル ▲ 541 (2.2)

 †アメリカ ▲ 539 (2.3)
 †デンマーク ▲ 539 (2.7)

リトアニア ▲ 535 (2.5)
フィンランド ▲ 535 (2.0)
ポーランド ▲ 535 (2.1)

†オランダ ▲ 530 (1.7)
ハンガリー ▲ 529 (3.2)
チェコ ▲ 528 (2.2)
ブルガリア ▲ 524 (5.3)
キプロス ▲ 523 (2.7)
ドイツ ▲ 522 (2.0)
スロベニア ▲ 520 (1.9)
スウェーデン ▲ 519 (2.8)
セルビア ▲ 518 (3.5)
オーストラリア ▲ 517 (3.1)

  †カナダ ▲ 511 (2.3)
イタリア ▲ 507 (2.6)
スペイン ▲ 505 (2.5)
クロアチア  502 (1.8)
TIMSS基準値  500
スロバキア  498 (2.5)
ニュージーランド ▼ 491 (2.3)
フランス ▼ 488 (2.9)
トルコ ▼ 483 (3.1)
ジョージア ▼ 463 (3.6)
チリ ▼ 459 (2.4)
アラブ首長国連邦 ▼ 452 (2.4)
バーレーン ▼ 451 (1.6)
カタール ▼ 439 (3.4)
イラン ▼ 431 (3.2)
オマーン ▼ 425 (2.5)
インドネシア ▼ 397 (3.7)
ヨルダン ▼ 388 (3.1)

ψサウジアラビア ▼ 383 (4.1)
モロッコ ▼ 377 (3.4)
南アフリカ(5年) ▼ 376 (3.5)

ψクウェート ▼ 353 (4.6)

▲平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に高い国／地域
▼平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に低い国／地域

 
TIMSS基準値は，TIMSS1995，TIMSS2003，TIMSS2007，TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合，標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。
7つの参加国／地域(バーレーン，インドネシア，イラン，ヨルダン，クウェート，モロッコ，南アフリカ)と1つの任意参加国／地域(アルゼンチン・ブエノス
アイレス)はTIMSSニューメラシー調査に参加している。ヨルダンと南アフリカを除くTIMSSニューメラシー調査参加国／地域はTIMSS第4学年調査に参
加しており，算数の得点は両調査の平均に基づいている。

国／地域 平均得点

95％の信頼区間 (±2SE)

得点の分布5％ 25％ 75％ 95％

100 300 500400200 600 800700
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表1-3　数学得点の分布　―中学校２年生―

TIMSS基準値は、TIMSS1995、TIMSS1999、TIMSS2003、TIMSS2007、TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
Ж　得点が低すぎる児童が25％を超えるため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15％から25％のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。

数学問題得点分布

シンガポール ▲ 621 (3.2)
韓国 ▲ 606 (2.6)
台湾 ▲ 599 (2.4)
香港 ▲ 594 (4.6)
日本 ▲ 586 (2.3)
ロシア ▲ 538 (4.7)
カザフスタン ▲ 528 (5.3)

 †カナダ ▲ 527 (2.2)
アイルランド ▲ 523 (2.7)

†アメリカ ▲ 518 (3.1)
イングランド ▲ 518 (4.2)
スロベニア ▲ 516 (2.1)
ハンガリー ▲ 514 (3.8)
ノルウェー(9年) ▲ 512 (2.3)
リトアニア ▲ 511 (2.8)
イスラエル ▲ 511 (4.1)
オーストラリア  505 (3.1)
スウェーデン  501 (2.8)
TIMSS基準値  500
イタリア ▼ 494 (2.5)
マルタ ▼ 494 (1.0)

†ニュージーランド ▼ 493 (3.4)
マレーシア ▼ 465 (3.6)
アラブ首長国連邦 ▼ 465 (2.0)
トルコ ▼ 458 (4.7)
バーレーン ▼ 454 (1.4)
ジョージア ▼ 453 (3.4)
レバノン ▼ 442 (3.6)

ψカタール ▼ 437 (3.0)
ψイラン ▼ 436 (4.6)

タイ ▼ 431 (4.8)
ψチリ ▼ 427 (3.2)
ψオマーン ▼ 403 (2.4)
ψクウェート ▼ 392 (4.6)
ψエジプト ▼ 392 (4.1)
ψボツワナ（9年） ▼ 391 (2.0)
Ж ヨルダン ▼ 386 (3.2)
Ж モロッコ ▼ 384 (2.3)
Ж 南アフリカ（9年） ▼ 372 (4.5)
Ж サウジアラビア ▼ 368 (4.6)

▲平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に高い国／地域
▼平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に低い国／地域

TIMSS基準値は，TIMSS1995，TIMSS1999，TIMSS2003，TIMSS2007，TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
Ж　得点が低すぎる児童が25%を超えるため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。

国／地域 平均得点

95％の信頼区間 (±2SE)

得点の分布

100 300 500400200 600 800700

5％ 25％ 75％ 95％

文部科学広報　No.208　平成29年3月号15



表1-4　算数得点が一定の水準に達した児童の割合　―小学校４年生―

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合、標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。

〔％〕

シンガポール 50(2.1) 80 (1.7) 93 (0.9) 99 (0.3)
†香港 45(2.0) 84 (1.3) 98 (0.4) 100(0.1)

韓国 41(1.3) 81 (1.0) 97 (0.4) 100(0.1)
台湾 35(1.5) 76 (1.0) 95 (0.4) 100(0.2)
日本 32(1.1) 74 (1.0) 95 (0.4) 99 (0.1)

‡北アイルランド 27(1.3) 61 (1.5) 86 (1.1) 97 (0.6)
ロシア 20(1.8) 59 (1.8) 89 (1.1) 98 (0.4)
イングランド 17(1.2) 49 (1.5) 80 (1.2) 96 (0.7)
カザフスタン 16(1.8) 47 (2.6) 80 (1.5) 96 (0.5)

 †アメリカ 14(0.8) 47 (1.1) 79 (1.0) 95 (0.5)
アイルランド 14(1.0) 51 (1.6) 84 (1.0) 97 (0.4)
ノルウェー(5年) 14(1.1) 50 (1.6) 86 (1.0) 98 (0.4)
ハンガリー 13(0.9) 44 (1.5) 75 (1.5) 92 (0.9)
ポルトガル 12(0.9) 46 (1.3) 82 (1.1) 97 (0.4)

 †デンマーク 12(0.9) 46 (1.6) 80 (1.3) 96 (0.6)
セルビア 10(0.8) 37 (1.4) 72 (1.6) 91 (1.2)
ブルガリア 10(1.3) 40 (2.6) 75 (2.1) 92 (1.3)
リトアニア 10(1.0) 44 (1.5) 81 (1.1) 96 (0.5)
ポーランド 10(0.7) 44 (1.4) 80 (1.0) 96 (0.4)

†ベルギー 10(0.8) 47 (1.5) 88 (0.9) 99 (0.3)
キプロス 10(0.7) 39 (1.5) 74 (1.3) 93 (0.6)
オーストラリア 9 (0.9) 36 (1.6) 70 (1.3) 91 (0.9)
フィンランド 8 (0.7) 43 (1.3) 82 (1.0) 97 (0.4)
チェコ 8 (0.7) 38 (1.4) 78 (1.1) 96 (0.5)
ニュージーランド 6 (0.5) 26 (0.9) 59 (1.2) 84 (0.9)
スロベニア 6 (0.5) 34 (1.4) 75 (1.2) 95 (0.5)

  †カナダ 6 (0.5) 31 (1.1) 69 (1.2) 92 (0.8)
ドイツ 5 (0.5) 34 (1.3) 77 (1.1) 96 (0.6)
スウェーデン 5 (0.5) 34 (1.6) 75 (1.6) 95 (0.8)
アラブ首長国連邦 5 (0.4) 18 (0.8) 42 (1.0) 68 (0.9)
トルコ 5 (0.5) 25 (1.2) 57 (1.3) 81 (1.1)
イタリア 4 (0.6) 28 (1.3) 69 (1.4) 93 (0.8)
スロバキア 4 (0.4) 26 (1.1) 65 (1.4) 88 (0.9)

†オランダ 4 (0.6) 37 (1.3) 83 (1.0) 99 (0.3)
スペイン 3 (0.4) 27 (1.1) 67 (1.4) 93 (0.9)
クロアチア 3 (0.4) 24 (1.1) 67 (1.2) 93 (0.6)
カタール 3 (0.5) 13 (1.1) 36 (1.4) 65 (1.4)
フランス 2 (0.3) 21 (1.3) 58 (1.8) 87 (1.0)
ジョージア 2 (0.6) 15 (1.4) 47 (1.7) 78 (1.6)
オマーン 2 (0.3) 11 (0.6) 32 (1.1) 60 (1.0)
バーレーン 2 (0.2) 13 (0.5) 41 (0.8) 72 (0.8)
イラン 1 (0.3) 11 (0.7) 36 (1.1) 65 (1.4)
南アフリカ(5年) 1 (0.3) 5 (0.7) 17 (1.0) 39 (1.4)
チリ 1 (0.2) 10 (0.7) 42 (1.4) 78 (1.5)

ψサウジアラビア 0 (0.2) 3 (0.7) 16 (1.2) 43 (1.7)
モロッコ 0 (0.1) 3 (0.5) 17 (1.1) 41 (1.6)
ヨルダン 0 (0.1) 5 (0.6) 21 (1.1) 50 (1.2)
インドネシア 0 (0.1) 3 (0.4) 20 (1.2) 50 (1.8)

ψクウェート 0 (0.1) 3 (0.5) 12 (1.2) 33 (1.7)
国際中央値 6  36 75 93  

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合，標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。

400点
以上国／地域 一定の水準に到達した児童の割合

625点以上
550点以上
475点以上
400点以上

625点
以上

550点
以上

475点
以上

0 10050 7525
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シンガポール 54(1.8) 81 (1.5) 94 (0.9) 99 (0.2)
台湾 44(1.2) 72 (0.9) 88 (0.6) 97 (0.4)
韓国 43(1.4) 75 (1.0) 93 (0.5) 99 (0.2)
香港 37(2.3) 75 (1.9) 92 (1.3) 98 (0.6)
日本 34(1.2) 67 (1.0) 89 (0.7) 98 (0.3)
カザフスタン 15(1.7) 41 (2.6) 71 (2.1) 91 (1.1)
ロシア 14(1.4) 46 (2.5) 78 (1.9) 95 (0.8)
イスラエル 13(1.0) 38 (1.8) 65 (1.7) 84 (1.2)
ハンガリー 12(1.2) 37 (1.7) 67 (1.7) 88 (1.1)

†アメリカ 10(0.9) 37 (1.5) 70 (1.4) 91 (0.7)
イングランド 10(1.1) 36 (2.4) 69 (2.4) 93 (1.2)

 †カナダ 7 (0.6) 39 (1.4) 78 (1.1) 96 (0.5)
オーストラリア 7 (0.8) 30 (1.4) 64 (1.6) 89 (1.0)
アイルランド 7 (0.8) 38 (1.7) 76 (1.3) 94 (0.8)

†ニュージーランド 6 (0.8) 27 (1.2) 58 (1.5) 85 (1.2)
トルコ 6 (0.9) 20 (1.6) 42 (1.9) 70 (1.6)
リトアニア 6 (0.8) 33 (1.4) 68 (1.4) 92 (0.8)
スロベニア 6 (0.6) 32 (1.3) 73 (1.2) 95 (0.6)
アラブ首長国連邦 5 (0.4) 20 (0.8) 46 (1.0) 73 (0.7)
マルタ 5 (0.4) 29 (0.7) 62 (0.7) 84 (0.5)
ノルウェー(9年) 5 (0.5) 30 (1.2) 70 (1.3) 94 (0.5)
スウェーデン 3 (0.6) 26 (1.5) 65 (1.6) 91 (1.1)

ψカタール 3 (0.5) 14 (0.9) 36 (1.2) 63 (1.4)
マレーシア 3 (0.4) 18 (1.0) 45 (1.9) 76 (1.9)
イタリア 3 (0.5) 24 (1.3) 62 (1.7) 89 (1.0)
タイ 3 (0.7) 10 (1.5) 29 (2.2) 62 (2.2)

ψイラン 2 (0.7) 12 (1.4) 34 (1.9) 63 (1.9)
ジョージア 2 (0.4) 15 (1.2) 42 (1.7) 72 (1.6)
バーレーン 2 (0.3) 12 (0.6) 39 (0.8) 75 (0.9)

ψオマーン 1 (0.1) 6 (0.5) 23 (0.9) 52 (1.2)
ψクウェート 1 (0.3) 5 (1.2) 18 (1.9) 45 (1.9)
ψチリ 1 (0.2) 7 (0.8) 28 (1.3) 63 (2.0)
Ж 南アフリカ(9年) 1 (0.2) 3 (0.8) 13 (1.7) 34 (2.3)
ψエジプト 0 (0.1) 5 (0.6) 21 (1.4) 47 (1.8)

レバノン 0 (0.2) 8 (0.8) 35 (1.9) 71 (2.0)
Ж サウジアラビア 0 (0.2) 2 (0.7) 11 (1.3) 34 (1.8)
Ж ヨルダン 0 (0.1) 3 (0.4) 18 (1.0) 45 (1.5)
ψボツワナ(9年) 0 (0.0) 2 (0.2) 16 (0.8) 47 (1.1)
Ж モロッコ 0 (0.0) 2 (0.3) 14 (0.7) 41 (1.1)

国際中央値 5  26 62 84  

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
Ж　得点が低すぎる児童が25%を超えるため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
† 　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。

400点
以上国／地域 一定の水準に到達した生徒の割合

625点以上
550点以上
475点以上
400点以上

625点
以上

550点
以上

475点
以上

0 10050 7525

表1-5　数学得点が一定の水準に達した生徒の割合　―中学校2年生―

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
Ж　得点が低すぎる児童が25％を超えるため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15％から25％のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†	　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
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（
2
）児
童
生
徒
の
算
数
・
数
学
に
対
す
る
態
度

•�

児
童
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
小
学
校
4
年
生
の「
算

数
が
好
き
な
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
算
数
が
と
て
も
好
き
」「
算
数
が

好
き
」「
算
数
が
好
き
で
は
な
い
」に
分
類
さ
れ
ま
し

た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は「
算
数

が
と
て
も
好
き
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の
割
合
が
低
く

（
26
％
）、「
算
数
が
好
き
」「
算
数
が
好
き
で
は
な
い
」

に
分
類
さ
れ
た
児
童
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

国
際
平
均
値
と
同
様
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
分
類
と

平
均
得
点
と
の
間
に
関
連
が
見
ら
れ
、
平
均
得
点
は
高

い
順
に「
算
数
が
と
て
も
好
き
」（
6
2
1
点
）「
算

数
が
好
き
」（
5
9
4
点
）「
算
数
が
好
き
で
は
な
い
」

（
5
6
7
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•�

生
徒
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
中
学
校
2
年
生
の「
数

学
が
好
き
な
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
数
学
が
と
て
も
好
き
」「
数
学
が

好
き
」「
数
学
が
好
き
で
は
な
い
」に
分
類
さ
れ
ま
し
た
。

国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は「
数
学
が
と

て
も
好
き
」「
数
学
が
好
き
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割

合
が
低
く（
そ
れ
ぞ
れ
9
％
、
32
％
）、「
数
学
が
好
き

で
は
な
い
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割
合
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
国
際
平
均
値
と
同
様
に
、
我
が
国
に
お
い
て

も
分
類
と
平
均
得
点
と
の
間
に
関
連
が
見
ら
れ
、
平
均

得
点
は
高
い
順
に「
数
学
が
と
て
も
好
き
」（
6
4
0
点
）

「
数
学
が
好
き
」（
6
1
4
点
）「
数
学
が
好
き
で
は
な
い
」

（
5
6
3
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•�

児
童
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
小
学
校
4
年
生
の「
算

数
へ
の
自
信
の
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
算
数
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
算

数
に
自
信
が
あ
る
」「
算
数
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ

れ
ま
し
た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は

「
算
数
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の

割
合
が
低
く（
15
％
）、「
算
数
に
自
信
が
あ
る
」「
算

数
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の
割
合
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
国
際
平
均
値
と
同
様
に
、
我
が
国
に

お
い
て
も
分
類
と
平
均
得
点
と
の
間
に
関
連
が
見
ら
れ
、

平
均
得
点
は
高
い
順
に「
算
数
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」

（
6
4
8
点
）「
算
数
に
自
信
が
あ
る
」（
6
0
2
点
）「
算

数
に
自
信
が
な
い
」（
5
5
9
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•�

生
徒
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
中
学
校
2
年
生
の「
数

学
へ
の
自
信
の
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
数
学
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
数

学
に
自
信
が
あ
る
」「
数
学
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ

れ
ま
し
た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は

「
数
学
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
数
学
に
自
信
が
あ
る
」

に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割
合
が
低
く（
そ
れ
ぞ
れ
5
％
、

32
％
）、「
数
学
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
国
際
平
均
値
と
同
様

に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
分
類
と
平
均
得
点
と
の
間
に

関
連
が
見
ら
れ
、
平
均
得
点
は
高
い
順
に「
数
学
に
と

て
も
自
信
が
あ
る
」（
6
7
6
点
）「
数
学
に
自
信
が
あ

る
」（
6
2
5
点
）「
数
学
に
自
信
が
な
い
」（
5
6
1
点
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
3
）理
科
の
到
達
度

•�

小
学
校
4
年
生
理
科
の
平
均
得
点
に
つ
い
て
は
、
我
が

国
は
参
加
47
か
国
・
地
域
中
3
番
目
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
韓
国
、
日
本
、
ロ
シ
ア
、
香
港
と
続
き
ま
す（
表

1-

6　

理
科
得
点
の
分
布
―�

小
学
校
4
年
生�
―
を

参
照
）。
統
計
上
の
誤
差
を
考
慮
す
る
と
、
我
が
国
の

平
均
得
点
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
韓
国
の
得
点
よ
り
有

意
に
低
く
、
香
港
の
得
点
よ
り
有
意
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
我
が
国
の
小
学
校
4
年
生
の
理
科
の
平
均
得
点

は
5
6
9
点
で
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
よ
り
も
10

点
、
T
I
M
S
S
2
0
0
7
よ
り
も
21
点
、
T
I
M

S
S
2
0
0
3
よ
り
も
26
点
、
T
I
M
S
S
1
9
9
5

よ
り
も
16
点
高
く
な
っ
て
お
り
、
統
計
上
の
誤
差
を

考
慮
す
る
と
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
、
T
I
M

S
S
2
0
0
7
、
T
I
M
S
S
2
0
0
3
、
T
I
M

S
S
1
9
9
5
の
全
て
と
有
意
差
が
あ
り
ま
す
。

•�

中
学
校
2
年
生
理
科
の
平
均
得
点
に
つ
い
て
は
、
我
が

国
は
参
加
39
か
国
・
地
域
中
2
番
目
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
日
本
、
台
湾
、
韓
国
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
と
続
き
ま
す（
表

1-

7　

理
科
得
点
の
分
布
―
中
学
校
2
年
生
―
を
参

照
）。
統
計
上
の
誤
差
を
考
慮
す
る
と
、
我
が
国
の
平

均
得
点
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
得
点
よ
り
有
意
に
低
く
、

韓
国
の
得
点
よ
り
有
意
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が

国
の
中
学
校
2
年
生
の
理
科
の
平
均
得
点
は
5
7
1
点

で
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
よ
り
も
13
点
、
T
I
M

S
S
2
0
0
7
よ
り
も
17
点
、
T
I
M
S
S
2
0
0
3

よ
り
も
19
点
、
T
I
M
S
S
1
9
9
9
よ
り
も
21
点
、

T
I
M
S
S
1
9
9
5
よ
り
も
16
点
高
く
、
統
計
上
の

誤
差
を
考
慮
す
る
と
、
T
I
M
S
S
2
0
1
1
、
T
I

M
S
S
2
0
0
7
、
T
I
M
S
S
2
0
0
3
、
T
I
M

S
S
1
9
9
9
、
T
I
M
S
S
1
9
9
5
の
全
て
と
有

意
差
が
あ
り
ま
す
。

•�

理
科
得
点
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
児
童
生
徒
の
割
合

に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
国
際
的
に
み
て
小
学
校
4
年

生
及
び
中
学
校
2
年
生
と
も
に
、
6
2
5
点
に
達
し
た

割
合
は
高
く
、
一
方
、
4
0
0
点
未
満
は
ほ
と
ん
ど
い

ま
せ
ん（
表
1-

8　

理
科
得
点
が
一
定
の
水
準
に
達

し
た
児
童
の
割
合
―�

小
学
校
4
年
生�

―
、
表
1-

9　
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理
科
得
点
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
生
徒
の
割
合
―�

中

学
校
2
年
生�

―�

を
参
照
）。

•��
理
科
得
点
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
小
学
校

4
年
生
及
び
中
学
校
2
年
生
と
も
に
統
計
的
な
有
意
差

は
あ
り
ま
せ
ん
。

•�

小
学
校
4
年
生
の
理
科
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の

正
答
率
が
国
際
平
均
値
を
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
る
問

題
は
1
6
8
題
中
92
題
で
5
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

•�

中
学
校
2
年
生
の
理
科
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の

正
答
率
が
国
際
平
均
値
を
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
る
問

題
は
2
1
5
題
中
1
4
0
題
で
6
割
を
超
え
て
い
ま

す
。

（
4
）児
童
生
徒
の
理
科
に
対
す
る
態
度

•�

児
童
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
小
学
校
4
年
生
の「
理

科
が
好
き
な
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
理
科
が
と
て
も
好
き
」「
理
科
が

好
き
」「
理
科
が
好
き
で
は
な
い
」に
分
類
さ
れ
ま
し

た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は「
理
科

が
と
て
も
好
き
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の
割
合
が
低
く

（
53
％
）、「
理
科
が
好
き
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の
割
合

が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
国
際
平
均
値
と
同
様
に
、
我

が
国
に
お
い
て
も
分
類
と
平
均
得
点
と
の
間
に
関
連
が

見
ら
れ
、平
均
得
点
は「
理
科
が
と
て
も
好
き
」（
5
7
7

点
）「
理
科
が
好
き
」（
5
6
3
点
）「
理
科
が
好
き
で

は
な
い
」（
5
5
1
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•�

生
徒
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
中
学
校
2
年
生
の「
理

科
が
好
き
な
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
理
科
が
と
て
も
好
き
」「
理
科
が

好
き
」「
理
科
が
好
き
で
は
な
い
」に
分
類
さ
れ
ま
し

た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は「
理
科

が
と
て
も
好
き
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割
合
が
低
く

（
15
％
）、「
理
科
が
好
き
」「
理
科
が
好
き
で
は
な
い
」

に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

国
際
平
均
値
と
同
様
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
分
類
と

平
均
得
点
と
の
間
に
関
連
が
見
ら
れ
、
平
均
得
点
は
高

い
順
に「
理
科
が
と
て
も
好
き
」（
6
0
6
点
）「
理

科
が
好
き
」（
5
7
9
点
）「
理
科
が
好
き
で
は
な
い
」

（
5
4
6
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•��

児
童
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
小
学
校
4
年
生
の「
理

科
へ
の
自
信
の
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
理
科
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
理

科
に
自
信
が
あ
る
」「
理
科
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ

れ
ま
し
た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
は

「
理
科
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」に
分
類
さ
れ
た
児
童
の

割
合
が
低
く（
24
％
）、「
理
科
に
自
信
が
あ
る
」に
分

類
さ
れ
た
児
童
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
国
際

平
均
値
と
同
様
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
分
類
と
平
均

得
点
と
の
間
に
関
連
が
見
ら
れ
、
平
均
得
点
は
高
い
順

に「
理
科
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」（
5
8
9
点
）「
理

科
に
自
信
が
あ
る
」（
5
6
8
点
）「
理
科
に
自
信
が
な

い
」（
5
4
5
点
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

•�

生
徒
質
問
紙
の
項
目
群
か
ら
、
中
学
校
2
年
生
の「
理

科
へ
の
自
信
の
程
度
」の
尺
度
が
構
成
さ
れ
、
こ
の
尺
度

値
の
高
低
に
よ
っ
て「
理
科
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
理

科
に
自
信
が
あ
る
」「
理
科
に
自
信
が
な
い
」に
分
類

さ
れ
ま
し
た
。
国
際
平
均
値
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国

は「
理
科
に
と
て
も
自
信
が
あ
る
」「
理
科
に
自
信
が
あ

る
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒
の
割
合
が
低
く（
各
々
5
％
、

26
％
）、「
理
科
に
自
信
が
な
い
」に
分
類
さ
れ
た
生
徒

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
国
際
平
均
値
と
同
様

に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
分
類
と
平
均
得
点
と
の
間
に

関
連
が
見
ら
れ
、
平
均
得
点
は
高
い
順
に「
理
科
に
と

て
も
自
信
が
あ
る
」（
6
3
7
点
）「
理
科
に
自
信
が
あ

る
」（
6
0
6
点
）「
理
科
に
自
信
が
な
い
」（
5
5
3
点
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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表1-6　理科得点の分布　－小学校4年生－

TIMSS基準値は、TIMSS1995、TIMSS2003、TIMSS2007、TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15％から25％のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合、標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。

理科問題得点分布

シンガポール ▲ 590 (3.7)
韓国 ▲ 589 (2.0)
日本 ▲ 569 (1.8)
ロシア ▲ 567 (3.2)

†香港 ▲ 557 (2.9)
台湾 ▲ 555 (1.8)
フィンランド ▲ 554 (2.3)
カザフスタン ▲ 550 (4.4)
ポーランド ▲ 547 (2.4)

 †アメリカ ▲ 546 (2.2)
スロベニア ▲ 543 (2.4)
ハンガリー ▲ 542 (3.3)
スウェーデン ▲ 540 (3.6)
ノルウェー(5年) ▲ 538 (2.6)
イングランド ▲ 536 (2.4)
ブルガリア ▲ 536 (5.9)
チェコ ▲ 534 (2.4)
クロアチア ▲ 533 (2.1)
アイルランド ▲ 529 (2.4)
ドイツ ▲ 528 (2.4)
リトアニア ▲ 528 (2.5)

 †デンマーク ▲ 527 (2.1)
  †カナダ ▲ 525 (2.6)

セルビア ▲ 525 (3.7)
オーストラリア ▲ 524 (2.9)
スロバキア ▲ 520 (2.6)

‡北アイルランド ▲ 520 (2.2)
スペイン ▲ 518 (2.6)

†オランダ ▲ 517 (2.7)
イタリア ▲ 516 (2.6)

†ベルギー ▲ 512 (2.3)
ポルトガル ▲ 508 (2.2)
ニュージーランド ▲ 506 (2.7)
TIMSS基準値  500 (0.0)
フランス ▼ 487 (2.7)
トルコ ▼ 483 (3.3)
キプロス ▼ 481 (2.6)
チリ ▼ 478 (2.7)
バーレーン ▼ 459 (2.6)
ジョージア ▼ 451 (3.7)
アラブ首長国連邦 ▼ 451 (2.8)
カタール ▼ 436 (4.1)
オマーン ▼ 431 (3.1)
イラン ▼ 421 (4.0)
インドネシア ▼ 397 (4.8)
サウジアラビア ▼ 390 (4.9)

ψモロッコ ▼ 352 (4.7)
ψクウェート ▼ 337 (6.2)

▲平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に高い国／地域
▼平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に低い国／地域

 
TIMSS基準値は，TIMSS1995，TIMSS2003，TIMSS2007，TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合，標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。

国／地域 平均得点

95％の信頼区間 (± 2SE)

得点の分布5％ 25％ 75％ 95％

100 300 500400200 600 700 800
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特集2

表1-7　理科得点の分布　―中学校２年生―

TIMSS基準値は、TIMSS1995、TIMSS1999、TIMSS2003、TIMSS2007、TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。

理科問題得点の分布

シンガポール ▲ 597 (3.2)
日本 ▲ 571 (1.8)
台湾 ▲ 569 (2.1)
韓国 ▲ 556 (2.2)
スロベニア ▲ 551 (2.4)
香港 ▲ 546 (3.9)
ロシア ▲ 544 (4.2)
イングランド ▲ 537 (3.8)
カザフスタン ▲ 533 (4.4)
アイルランド ▲ 530 (2.8)

†アメリカ ▲ 530 (2.8)
ハンガリー ▲ 527 (3.4)

 †カナダ ▲ 526 (2.2)
スウェーデン ▲ 522 (3.4)
リトアニア ▲ 519 (2.8)

†ニュージーランド ▲ 513 (3.1)
オーストラリア ▲ 512 (2.7)
ノルウェー(9年) ▲ 509 (2.8)
イスラエル  507 (3.9)
TIMSS基準値  500 (0.0)
イタリア  499 (2.4)
トルコ  493 (4.0)
マルタ ▼ 481 (1.6)
アラブ首長国連邦 ▼ 477 (2.3)
マレーシア ▼ 471 (4.1)
バーレーン ▼ 466 (2.2)
カタール ▼ 457 (3.0)
イラン ▼ 456 (4.0)
タイ ▼ 456 (4.2)
オマーン ▼ 455 (2.7)
チリ ▼ 454 (3.1)
ジョージア ▼ 443 (3.1)
ヨルダン ▼ 426 (3.4)
クウェート ▼ 411 (5.2)
レバノン ▼ 398 (5.3)
サウジアラビア ▼ 396 (4.5)
モロッコ ▼ 393 (2.5)
ボツワナ（9年） ▼ 392 (2.7)
エジプト ▼ 371 (4.3)
南アフリカ（9年） ▼ 358 (5.6)

▲平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に高い国／地域
▼平均得点がTIMSS基準値より統計的に有意に低い国／地域

TIMSS基準値は，TIMSS1995，TIMSS1999，TIMSS2003，TIMSS2007，TIMSS2011と比較可能なように標準化されている。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。平均得点は小数点以下を四捨五入した整数値で示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。

国／地域 平均得点

95％の信頼区間 (±2SE)

得点の分布

100 300 500400200 600 800700

5％ 25％ 75％ 95％
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〔％〕

シンガポール 37(2.0) 71 (1.8) 90 (1.1) 97 (0.5)
韓国 29(1.6) 75 (1.1) 96 (0.5) 100(0.1)
ロシア 20(1.5) 62 (2.0) 91 (1.0) 99 (0.3)
日本 19(0.9) 63 (1.3) 93 (0.5) 99 (0.2)
カザフスタン 19(1.7) 49 (2.5) 81 (1.4) 96 (0.6)

†香港 16(1.2) 55 (1.8) 88 (1.1) 98 (0.4)
ブルガリア 16(1.5) 50 (2.5) 77 (2.2) 90 (1.5)

 †アメリカ 16(0.8) 51 (1.1) 81 (0.9) 95 (0.5)
台湾 14(0.7) 56 (1.2) 88 (0.8) 98 (0.3)
ハンガリー 14(1.1) 50 (1.5) 81 (1.6) 94 (0.9)
フィンランド 13(0.9) 54 (1.4) 89 (0.9) 99 (0.4)
ポーランド 12(0.9) 51 (1.4) 85 (1.3) 97 (0.4)
スウェーデン 11(1.1) 47 (2.1) 82 (1.5) 96 (0.8)
スロベニア 11(0.9) 49 (1.4) 84 (1.0) 97 (0.5)
イングランド 10(0.8) 43 (1.5) 81 (1.2) 97 (0.5)
スロバキア 9 (0.6) 40 (1.4) 74 (1.2) 91 (0.8)
チェコ 9 (0.7) 43 (1.4) 81 (1.1) 96 (0.6)
セルビア 8 (0.7) 40 (1.5) 77 (1.7) 93 (1.1)
オーストラリア 8 (0.7) 39 (1.6) 75 (1.4) 94 (0.8)
ドイツ 8 (0.6) 40 (1.7) 78 (1.3) 96 (0.6)

  †カナダ 7 (0.5) 38 (1.2) 77 (1.4) 95 (0.7)
ノルウェー(5年) 7 (0.9) 44 (1.8) 85 (1.1) 98 (0.6)
アイルランド 7 (0.9) 40 (1.6) 79 (1.2) 96 (0.6)
リトアニア 7 (0.8) 39 (1.6) 78 (1.2) 96 (0.5)

 †デンマーク 7 (0.6) 39 (1.5) 78 (1.3) 96 (0.5)
ニュージーランド 6 (0.6) 32 (1.1) 67 (1.4) 88 (0.9)
アラブ首長国連邦 6 (0.4) 22 (0.9) 46 (1.0) 67 (0.9)
クロアチア 6 (0.7) 41 (1.3) 83 (1.1) 98 (0.4)

‡北アイルランド 5 (0.6) 34 (1.3) 76 (1.3) 95 (0.6)
スペイン 5 (0.5) 34 (1.3) 74 (1.6) 95 (0.7)
オマーン 4 (0.4) 16 (0.8) 38 (1.2) 61 (1.0)
バーレーン 4 (0.4) 19 (0.9) 47 (1.2) 72 (1.0)
トルコ 4 (0.5) 24 (1.1) 58 (1.4) 82 (1.2)
イタリア 4 (0.5) 32 (1.5) 75 (1.7) 95 (0.7)
カタール 3 (0.5) 15 (1.2) 39 (1.7) 64 (1.6)

†オランダ 3 (0.4) 30 (1.5) 76 (1.4) 97 (0.6)
†ベルギー 3 (0.4) 27 (1.5) 73 (1.4) 96 (0.6)

フランス 2 (0.3) 20 (1.2) 58 (1.6) 88 (1.1)
ポルトガル 2 (0.3) 25 (1.2) 72 (1.5) 96 (0.6)
キプロス 2 (0.3) 18 (1.1) 56 (1.4) 86 (1.0)
チリ 2 (0.2) 16 (1.2) 53 (1.5) 85 (1.2)
ジョージア 1 (0.6) 12 (1.3) 41 (1.7) 74 (1.7)
サウジアラビア 1 (0.3) 8 (0.9) 25 (1.4) 48 (1.8)
イラン 1 (0.3) 9 (0.8) 33 (1.5) 61 (1.7)

ψモロッコ 1 (0.3) 5 (0.7) 17 (1.3) 35 (1.8)
インドネシア 1 (0.2) 6 (0.7) 24 (1.8) 51 (2.1)

ψクウェート 1 (0.2) 4 (0.6) 15 (1.4) 33 (1.9)
国際中央値 7  39 77 95  

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため，平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合，標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。

400点
以上国／地域 一定の水準に到達した児童の割合

625点以上
550点以上
475点以上
400点以上

625点
以上

550点
以上

475点
以上

0 10050 7525

表 1-8　理科得点が一定の水準に達した児童の割合　―小学校４年生―

国際中央値は調査に参加した国/地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
ψ　得点が低すぎる児童が15%から25%のため、平均得点の正確な推定に制限があることを示す。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
‡　代替校を含んだ場合、標本実施率のガイドラインをほぼ満たす。
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〔％〕

シンガポール 42(1.4) 74 (1.7) 90 (1.1) 97 (0.5)
台湾 27(1.1) 63 (1.1) 86 (0.6) 96 (0.3)
日本 24(1.0) 63 (1.1) 89 (0.6) 98 (0.2)
韓国 19(1.0) 54 (1.2) 85 (0.8) 97 (0.4)
スロベニア 17(1.0) 52 (1.3) 84 (1.0) 97 (0.4)
カザフスタン 15(1.5) 42 (2.2) 74 (1.8) 93 (0.8)
イングランド 14(1.2) 45 (2.1) 77 (1.9) 95 (0.8)
ロシア 14(1.2) 49 (2.2) 81 (1.8) 96 (0.6)
イスラエル 12(1.0) 37 (1.6) 64 (1.7) 84 (1.2)
ハンガリー 12(1.1) 42 (1.6) 74 (1.7) 92 (0.9)

†アメリカ 12(0.9) 43 (1.4) 75 (1.2) 93 (0.7)
香港 12(1.3) 51 (2.1) 85 (1.5) 96 (0.8)
アイルランド 10(0.7) 43 (1.4) 77 (1.3) 94 (0.9)
スウェーデン 10(1.0) 40 (1.8) 73 (1.6) 92 (1.0)

†ニュージーランド 10(0.9) 36 (1.3) 67 (1.5) 88 (1.0)
トルコ 8 (0.9) 29 (1.7) 59 (1.6) 83 (1.1)
リトアニア 8 (0.9) 36 (1.4) 72 (1.4) 93 (0.8)
オーストラリア 7 (0.6) 34 (1.2) 69 (1.3) 91 (0.8)
マルタ 7 (0.6) 28 (0.7) 57 (0.8) 79 (0.7)

 †カナダ 7 (0.5) 38 (1.4) 78 (1.1) 96 (0.5)
アラブ首長国連邦 7 (0.5) 26 (0.9) 53 (0.9) 76 (0.8)
ノルウェー(9年) 6 (0.6) 31 (1.3) 68 (1.4) 91 (0.9)
カタール 6 (0.6) 21 (0.9) 46 (1.2) 70 (1.3)
バーレーン 6 (0.5) 22 (0.7) 49 (1.0) 73 (1.1)
イタリア 4 (0.5) 26 (1.3) 64 (1.2) 89 (1.1)
マレーシア 3 (0.3) 21 (1.2) 52 (1.9) 77 (1.9)
イラン 3 (0.7) 15 (1.5) 42 (1.9) 73 (1.5)
オマーン 3 (0.2) 17 (0.8) 45 (1.0) 72 (1.2)
タイ 2 (0.6) 12 (1.5) 41 (2.3) 75 (1.8)
クウェート 2 (0.6) 10 (1.3) 29 (1.7) 55 (1.9)
チリ 1 (0.3) 12 (0.9) 40 (1.6) 75 (1.6)
ヨルダン 1 (0.3) 9 (0.7) 34 (1.2) 63 (1.4)
南アフリカ(9年) 1 (0.4) 5 (1.0) 14 (1.8) 32 (2.3)
ジョージア 1 (0.3) 10 (0.9) 38 (1.4) 70 (1.6)
サウジアラビア 1 (0.3) 6 (0.9) 22 (1.5) 49 (1.9)
レバノン 1 (0.2) 7 (0.8) 24 (1.7) 50 (2.2)
ボツワナ(9年) 0 (0.1) 5 (0.4) 23 (0.9) 51 (1.1)
エジプト 0 (0.1) 5 (0.6) 20 (1.2) 42 (1.6)
モロッコ 0 (0.1) 3 (0.3) 17 (0.8) 47 (1.2)
国際中央値 7  29 64 84  

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
(　)内は標準誤差(SE)を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
†　代替校を含んだ場合のみ，標本実施率のガイドラインを満たす。

400点
以上国／地域 一定の水準に到達した生徒の割合

625点以上
550点以上
475点以上
400点以上

625点
以上

550点
以上

475点
以上

0 10050 7525

表1-9　理科得点が一定の水準に達した生徒の割合　―中学校2年生―

国際中央値は調査に参加した国／地域の当該水準に達した児童の割合の中央値を示す。
（　）内は標準誤差（SE）を示す。一定の水準に達した児童の割合は小数点以下を四捨五入した整数値で示している。
†　代替校を含んだ場合のみ、標本実施率のガイドラインを満たす。
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P
I
S
A
2
0
1
5
に
つ
い
て

P
I
S
A
2
0
1
5
の
実
施

2
0
1
5
年
調
査
の
実
施
に
関
連
し
て
、（
1
）調
査
の

内
容（
2
）調
査
方
法（
3
）結
果
の
分
析
尺
度（
4
）調
査

対
象
の
抽
出
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
1
）調
査
の
内
容

P
I
S
A
調
査
は
前
述
の
と
お
り
読
解
力
、
数
学
的

リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
3
分
野
に
つ
い
て
、

2
0
0
0
年
以
降
3
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
各

調
査
サ
イ
ク
ル
で
は
3
分
野
の
う
ち
一
つ
を
中
心
分
野
と

し
て
重
点
的
に
調
べ
、
他
の
二
つ
の
分
野
に
つ
い
て
は
概
括

的
な
状
況
を
調
べ
ま
す
。
今
回
2
0
1
5
年
調
査
で
は
科

学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
中
心
分
野
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

今
回
の
調
査
か
ら
、
情
報
通
信
技
術（
I
C
T
）を
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
な
い
現
代
社
会
に
あ
っ
て
生
徒
の
知
識
や
技

能
を
活
用
す
る
能
力
を
測
る
た
め
、
ま
た
、
よ
り
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ブ
で
多
様
な
文
脈
の
問
題
を
提
示
す
る
た
め
、
従
来

の
筆
記
型
調
査
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
へ
移
行
し

ま
し
た
。

（
2
）調
査
方
法

生
徒
は
2
時
間
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
に
解
答
し

ま
す
が
、こ
の
問
題
は
実
生
活
で
遭
遇
す
る
よ
う
な
状
況
を

説
明
す
る
文
章
等
に
基
づ
い
て
解
答
す
る
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
出
題
形
式
は
選
択
肢
形
式
及
び
自
由
記
述
形
式
等
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
問
題
の
ほ
か
に
、
生

徒
自
身
及
び
学
習
環
境
等
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
生

徒
質
問
調
査（
生
徒
対
象
）と
、
生
徒
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
対

す
る
態
度
や
経
験
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
I
C
T

活
用
調
査（
生
徒
対
象
）、
学
校
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す

る
学
校
質
問
調
査（
学
校
長
対
象
）も
併
せ
て
実
施
し
ま
し

た
。

（
3
）結
果
の
分
析
尺
度

P
I
S
A
調
査
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
分
野
が

最
初
に
中
心
分
野
で
あ
っ
た
調
査
実
施
年（
読
解
力
は

2
0
0
0
年
、
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
は
2
0
0
3
年
、
科

学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
は
2
0
0
6
年
）の
O
E
C
D
平
均

が
5
0
0
点
、
約
3
分
の
2
の
生
徒
が
4
0
0
点
か
ら

6
0
0
点
の
間
に
入
る
よ
う
に（
標
準
偏
差
が
1
0
0

点
に
な
る
よ
う
に
）
得
点
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

2
0
1
5
年
調
査
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
へ
の
全
面

移
行
、
尺
度
化
・
得
点
化
の
方
法
の
変
更
等
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
O
E
C
D
や
国
際
請
負
機
関
に
よ
り
そ
の
影

響
が
検
証
さ
れ
、
2
0
1
5
年
調
査
の
各
国
に
お
け
る
平

均
得
点
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
各
国
に
お
け
る
平
均
得
点

と
比
較
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
P
I
S
A
調
査
で
は
、
調
査
分
野
ご
と
に
調

査
問
題
の
難
易
度
を
も
と
に
個
々
の
生
徒
の
習
熟
度

（proficiency

）を
得
点
化
し
、
そ
れ
を
一
定
の
範
囲
で
区

切
っ
た
も
の
を
習
熟
度
レ
ベ
ル（�proficiency�level�

）と

呼
ん
で
い
ま
す
。
習
熟
度
レ
ベ
ル
は
、
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

で
は
7
段
階（
レ
ベ
ル
6
以
上
、
レ
ベ
ル
5
、
レ
ベ
ル
4
、
レ

ベ
ル
3
、
レ
ベ
ル
2
、
レ
ベ
ル
1
、
レ
ベ
ル
1
未
満
）、
読
解

力
で
は
2
0
0
9
年
よ
り
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
で
は

2
0
1
5
年
よ
り
8
段
階（
レ
ベ
ル
6
以
上
、
レ
ベ
ル
5
、

レ
ベ
ル
4
、
レ
ベ
ル
3
、
レ
ベ
ル
2
、
レ
ベ
ル
1
a
、
レ
ベ
ル

1
b
、レ
ベ
ル
1
b
未
満
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
4
）調
査
対
象
の
抽
出

P
I
S
A
2
0
1
5
に
お
い
て
は
、
15
歳
児
に
関
す

る
国
際
定
義
に
従
っ
て
、
日
本
で
は
調
査
対
象
母
集
団
を

「
高
等
学
校
本
科
の
全
日
制
学
科
、
定
時
制
学
科
、
中
等

教
育
学
校
後
期
課
程
、
高
等
専
門
学
校
」の
1
年
生
、
約

1
1
5
万
人
と
定
義
し
、
層
化
二
段
抽
出
法
に
よ
っ
て
、

調
査
を
実
施
す
る
学
校（
学
科
）を
決
定
し
、
各
学
校（
学

科
）か
ら
無
作
為
に
調
査
対
象
生
徒
を
選
出
し
ま
し
た
。

P
I
S
A
2
0
1
5
問
題
例

今
回
2
0
1
5
年
調
査
の
中
心
分
野
で
あ
る
科
学
的
リ

テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
の
た
め

に
新
規
に
開
発
さ
れ
た
問
題
が
使
用
さ
れ
、
一
部
が
公
開

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
2
0
1
5
年
予
備
調

査
で
使
用
さ
れ
た「
暑
い
日
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
」を
紹
介
し
ま

す
。こ

の
問
題
で
は
、
与
え
ら
れ
た
状
況
を
も
と
に
、
気
温
、

湿
度
等
と
い
っ
た
情
報
を
生
徒
が
自
分
自
身
で
入
力
し
て

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
行
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果

に
基
づ
き
、
根
拠
を
示
し
な
が
ら
解
答
を
導
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す（
図
1　

P
I
S
A
2
0
1
5
に
お
け
る
問
題

例「
暑
い
日
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
」を
参
照
）。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
へ
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
に
よ
る
イ
ン
タ
ラ
ク

テ
ィ
ブ
な
問
題
を
出
題
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、「
実
生

活
に
お
い
て
知
識
を
活
用
で
き
る
か
を
評
価
す
る
」と
い
う

P
I
S
A
の
目
的
に
、
更
に
沿
っ
た
測
定
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
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特集2

図1　PISA 2015における問題例「暑い日のランニング」

問１
与えられた状況をもとに、シミュレーションを行い、
ランナーの状況を選択して解答する

問 2
シミュレーションを複数回行い、
水を飲むことの効果を測定する
その際、解答の根拠となるシミュレーションの
結果を選択する

問 3
所与の状況における気温と汗の量の関係を、
根拠となるシミュレーションの結果とともに選択
さらに、両者の関係について生理学上の理由を
記述する

●シミュレーション
｢気温」「湿度」「水を飲む｣ に生徒が
情報を入力することで、当該状況での
｢汗の量」「水分の喪失」「体温｣ がわかる
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P
I
S
A
2
0
1
5
に
お
け
る
主
な
結
果

（
1
）科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

①
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
結
果

表
2-
1
～
2-

4
は
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
全
体
及
び

科
学
的
能
力（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）の
3
領
域
に
つ
い
て
、
18

か
国
に
お
け
る
生
徒
の
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
の
生
徒
の
割
合
を

示
し
た
も
の
で
す
。
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
全
体（
表
2-

1　

科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
全
体
に
お
け
る
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
の
生

徒
の
割
合
を
参
照
）に
つ
い
て
見
る
と
、
レ
ベ
ル
5
以
上
の

生
徒
の
割
合
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
24
％

で
す
。
日
本
は
15
％
で
3
番
目
に
多
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
レ
ベ
ル
2
以
上
の
生
徒
の
割
合
が
も
っ
と
も
多

い
の
は
マ
カ
オ
で
、
以
下
、エ
ス
ト
ニ
ア
、
香
港
、シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
日
本
、カ
ナ
ダ
と
続
き
ま
す
。

科
学
的
能
力（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）の
3
領
域
に
つ
い
て

（
表
2-

2
～
2-

4
を
参
照
）、
レ
ベ
ル
5
以
上
の
割
合

が
も
っ
と
も
多
い
の
は「
現
象
を
科
学
的
に
説
明
す
る
」「
科

学
的
探
究
を
評
価
し
て
計
画
す
る
」「
デ
ー
タ
と
証
拠
を
科

学
的
に
解
釈
す
る
」の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
、
そ
れ
ぞ
れ
24
％
、
27
％
、
24
％
で
し
た
。
日
本
は
そ
れ

ぞ
れ
17
％
、
16
％
、
17
％
で
、
上
か
ら
3
番
目
、
2
番
目
、

2
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
平
均
得
点
の
国
際
比
較

表
2-

5
は
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
全
体
及
び
科
学
的
能

力（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）の
3
領
域
別
の
18
か
国
に
お
け
る
平

均
得
点
を
示
し
た
も
の
で
す
。
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
全
体
の

平
均
得
点
は
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
日
本
、エ
ス
ト
ニ
ア
、
台
湾
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
順
に
高
く
、
日
本
の
得
点
は
5
3
8
点
で

あ
り
2
番
目
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
統
計
的
に
推
測
さ
れ

る
順
位
の
範
囲
で
見
る
と
、
日
本
は
O
E
C
D
加
盟
国
の

中
で
は
1
位
か
ら
2
位
の
間
、
参
加
国
・
地
域
全
体
で
は

2
位
か
ら
3
位
の
間
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
に

お
い
て
は
、
2
0
1
5
年
調
査
の
得
点
は
2
0
0
6
年
調

査
よ
り
も
7
点
高
く
、
2
0
0
9
年
調
査
、
2
0
1
2
年

調
査
と
の
比
較
で
は
そ
れ
ぞ
れ
1
点
、
8
点
低
い
で
す
が
、

い
ず
れ
も
統
計
的
な
有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

科
学
的
能
力（
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
）の
3
領
域
別
に
見
る

と
、
日
本
は「
現
象
を
科
学
的
に
説
明
す
る
」領
域
で
は

5
3
9
点
、「
科
学
的
探
究
を
評
価
し
て
計
画
す
る
」領
域

で
は
5
3
6
点
、「
デ
ー
タ
と
証
拠
を
科
学
的
に
解
釈
す

る
」領
域
で
は
5
4
1
点
で
あ
り
、
各
能
力
と
も
に
国
際

的
に
上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、「
科
学
的
探
究
を
評
価

し
て
計
画
す
る
」能
力
の
平
均
得
点
は
他
の
能
力
に
比
べ
る

と
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

③
調
査
問
題
の
正
答
率
・
無
答
率

科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
の
日
本
の
平
均
正
答
率
は

58
％
で
、
出
題
形
式
別
に
見
る
と
、「
選
択
肢
」67
％
、「
複

合
的
選
択
肢
」59
％
、「
求
答
」63
％
、「
論
述
」49
％�

で
し

た
。
ま
た
、
日
本
の
平
均
無
答
率
は
3
％
で
、
出
題
形
式

別
に
見
る
と
、「
選
択
肢
」「
複
合
的
選
択
肢
」「
求
答
」は�

1
％
、「
論
述
」は
8
％
で
し
た
。

④
生
徒
の
科
学
に
対
す
る
態
度

2
0
1
5
年
調
査
で
は
、
生
徒
質
問
調
査
の
中
で
生
徒

の
科
学
に
対
す
る
態
度
に
関
す
る
、
①「
探
究
に
対
す
る
科

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
価
値
付
け
」②「
科
学
の
楽
し
さ
」③

「
広
範
な
科
学
的
ト
ピ
ッ
ク
へ
の
興
味
・
関
心
」④「
理
科
学

習
に
対
す
る
道
具
的
な
動
機
付
け
」⑤「
理
科
学
習
者
と
し

て
の
自
己
効
力
感
」⑥「
科
学
に
関
連
す
る
活
動
」⑦「
30

歳
時
に
科
学
関
連
の
職
業
に
就
く
期
待
」の
七
つ
の
観
点
に

つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

図
2
は
、
2
0
0
6
年
調
査
と
の
経
年
比
較
が
可
能
な

②
④
⑤
⑥
の
四
つ
の
指
標
を
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
示
し

た
も
の
で
す
。
日
本
の
生
徒
は
O
E
C
D
平
均
と
比
較
す

る
と
、
指
標
の
値
が
小
さ
く
、
2
0
0
6
年
と
比
較
す
る

と
②「
科
学
の
楽
し
さ
」指
標
の
値
が
有
意
に
減
少
し
ま

し
た
が
、
④「
理
科
学
習
に
対
す
る
道
具
的
な
動
機
付
け
」

⑤「
理
科
学
習
者
と
し
て
の
自
己
効
力
感
」⑥「
科
学
に
関

連
す
る
活
動
」の
三
つ
の
指
標
の
値
は
、
有
意
に
増
加
し
ま

し
た
。
ま
た
、
⑦
30
歳
時
に
科
学
関
連
の
職
業
に
就
く
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
生
徒
の
割
合
は
、
O
E
C
D
平
均
で�

25
％
、
日
本
は
18
％
で
あ
り
、
2
0
0
6
年
調
査
と
比
較

す
る
と
日
本
に
お
い
て
は
、5
ポ
イ
ン
ト
統
計
的
に
有
意
に

増
加
し
ま
し
た
。
①
～
⑥
の
六
つ
の
指
標
は
全
て
科
学
的

リ
テ
ラ
シ
ー
の
平
均
得
点
と
正
の
相
関
が
あ
り
、
指
標
が
1

単
位
増
加
す
る
と
得
点
が
高
ま
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
平
均
得
点
に
お
け
る
分
散
説
明

率
が
最
も
高
い
指
標
は
、
①「
探
究
に
対
す
る
科
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
へ
の
価
値
付
け
」指
標
の
14
％
で
し
た
。
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表2-1　科学的リテラシー全体における習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1b未満 レベル1b レベル1a レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 0.2 1.7 7.7 18.1 28.2 28.8 12.9 2.4

オーストラリア 0.6 4.3 12.8 21.6 27.3 22.3 9.2 2.0

カナダ 0.1 1.8 9.1 20.2 30.3 26.1 10.4 2.0

エストニア 0.0 1.2 7.5 20.1 30.7 26.9 11.6 1.9

フィンランド 0.3 2.3 8.9 19.1 29.2 26.0 11.9 2.4

フランス 0.9 5.8 15.3 22.0 26.5 21.4 7.2 0.8

ドイツ 0.4 3.8 12.8 22.7 27.7 22.0 8.8 1.8

アイルランド 0.3 2.7 12.4 26.4 31.1 20.1 6.3 0.8

イタリア 0.6 5.4 17.2 27.1 28.6 17.0 3.8 0.2	

韓国 0.4 2.9 11.1 21.7 29.2 24.0 9.2 1.4	

オランダ 0.3 4.0 14.3 21.8 26.1 22.4 9.5 1.6	

ニュージーランド 0.4 4.0 13.0 21.6 26.3 21.8 10.1 2.7

イギリス 0.4 3.4 13.6 22.6 27.5 21.6 9.1 1.8	

アメリカ 0.5 4.3 15.5 25.5 26.6 19.1 7.3 1.2	

OECD平均 0.6 4.9 15.7 24.8 27.2 19.0 6.7 1.1

北京・上海・江蘇・広東 0.6 3.8 11.8 20.7 25.8 23.8 11.5 2.1

香港 0.1 1.6 7.8 19.7 36.1 27.4 6.9 0.4

台湾 0.3 2.7 9.4 18.1 27.0 27.1 12.7 2.7

シンガポール 0.2 2.0 7.5 15.1 23.4 27.7 18.6 5.6

表2-2　「現象を科学的に説明する」領域における習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1a未満 レベル1a レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 2.2	 8.1	 18.0	 27.7	 27.4	 13.4	 3.2	

オーストラリア 5.1	 13.0	 21.6	 26.6	 21.6	 9.8	 2.5	

カナダ 1.8	 8.8	 20.3	 30.1	 25.8	 10.8	 2.3	

エストニア 1.2	 7.8	 21.0	 30.7	 25.6	 11.4	 2.4	

フィンランド 2.1	 8.3	 19.3	 28.8	 26.6	 12.2	 2.6	

フランス 7.5	 16.3	 23.4	 26.2	 19.5	 6.3	 0.8	

ドイツ 3.9	 12.7	 22.8	 27.8	 21.4	 9.1	 2.3	

アイルランド 2.8	 12.1	 26.3	 30.5	 20.2	 7.0	 1.1	

イタリア 7.1	 17.2	 25.7	 28.0	 16.8	 4.7	 0.5	

韓国 3.8	 12.2	 23.0	 28.4	 22.1	 8.9	 1.7	

オランダ 3.7	 13.7	 22.9	 27.1	 21.8	 9.1	 1.7	

ニュージーランド 4.8	 13.5	 22.1	 25.3	 21.4	 10.0	 3.0	

イギリス 4.4	 13.5	 22.6	 26.5	 21.2	 9.6	 2.2	

アメリカ 6.0	 16.4	 25.4	 25.4	 18.2	 7.2	 1.4	

OECD平均 5.9	 15.8	 24.8	 26.6	 18.6	 7.0	 1.3	

北京・上海・江蘇・広東 4.8	 11.6	 19.9	 25.1	 23.7	 12.2	 2.7	

香港 1.7	 7.7	 20.4	 34.9	 26.7	 7.9	 0.7	

台湾 3.1	 9.0	 17.7	 26.3	 26.7	 13.8	 3.4	

シンガポール 2.6	 8.2	 15.8	 22.9	 26.2	 17.6	 6.8	
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表2-3　「科学的探求を評価して計画する」領域における習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1a未満 レベル1a レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 2.7	 8.0	 17.9	 27.6	 27.9	 13.1	 2.7	

オーストラリア 6.2	 12.5	 20.4	 25.4	 21.7	 10.5	 3.2	

カナダ 3.4	 9.3	 19.0	 27.7	 25.2	 12.1	 3.3	

エストニア 2.0	 7.8	 18.9	 29.8	 27.1	 12.2	 2.3	

フィンランド 3.5	 9.4	 18.9	 27.5	 25.1	 12.4	 3.1	

フランス 7.9	 14.2	 21.2	 25.3	 21.2	 8.7	 1.5	

ドイツ 5.6	 12.9	 22.1	 27.2	 21.7	 8.7	 1.8	

アイルランド 4.4	 12.9	 25.8	 29.4	 19.9	 6.5	 1.0	

イタリア 8.1	 17.0	 26.1	 27.2	 16.8	 4.3	 0.4	

韓国 4.3	 11.2	 21.0	 28.5	 23.2	 10.0	 1.8	

オランダ 5.4	 14.2	 20.6	 24.2	 21.3	 11.6	 2.6	

ニュージーランド 5.9	 12.7	 20.1	 24.0	 21.6	 11.6	 4.2	

イギリス 5.6	 13.3	 21.8	 26.3	 20.7	 9.5	 2.6	

アメリカ 5.5	 14.3	 23.4	 25.9	 20.0	 9.0	 2.0	

OECD平均 6.9	 15.3	 23.8	 26.3	 18.9	 7.3	 1.4	

北京・上海・江蘇・広東 5.7	 11.8	 19.9	 24.8	 22.9	 12.2	 2.8	

香港 2.1	 7.6	 19.1	 35.4	 28.1	 7.2	 0.5	

台湾 4.4	 10.0	 18.6	 27.4	 25.3	 11.5	 2.8	

シンガポール 2.8	 7.3	 13.7	 22.2	 27.2	 19.3	 7.4	

表2-4　「データと証拠を科学的に解釈する」領域における習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1a未満 レベル1a レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 2.3	 7.5	 17.4	 27.5	 28.3	 13.9	 3.1	

オーストラリア 5.4	 12.9	 21.5	 27.2	 21.5	 9.4	 2.1	

カナダ 2.9	 9.8	 20.3	 29.2	 25.0	 10.5	 2.4	

エストニア 1.9	 8.1	 18.6	 29.4	 26.3	 12.8	 3.0	

フィンランド 3.8	 9.4	 19.0	 27.1	 25.0	 12.3	 3.4	

フランス 7.0	 14.5	 20.7	 25.1	 22.0	 9.2	 1.5	

ドイツ 5.2	 13.0	 22.3	 26.3	 21.2	 9.5	 2.5	

アイルランド 3.6	 12.7	 26.4	 30.4	 19.9	 6.3	 0.8	

イタリア 7.1	 16.9	 26.0	 27.3	 17.3	 4.9	 0.6	

韓国 3.7	 9.9	 20.1	 28.1	 25.0	 11.1	 2.1	

オランダ 6.5	 13.7	 20.8	 25.3	 21.4	 10.1	 2.2	

ニュージーランド 4.7	 12.9	 21.5	 26.3	 22.2	 9.8	 2.6	

イギリス 4.7	 13.1	 22.3	 27.2	 21.3	 9.2	 2.2	

アメリカ 4.9	 15.2	 25.4	 26.8	 19.1	 7.4	 1.2	

OECD平均 6.4	 15.5	 24.1	 26.5	 19.0	 7.2	 1.4	

北京・上海・江蘇・広東 5.1	 12.3	 20.3	 25.2	 23.0	 11.5	 2.6	

香港 2.4	 8.3	 20.0	 34.4	 26.7	 7.5	 0.7	

台湾 3.6	 9.3	 17.8	 26.3	 26.5	 13.2	 3.3	

シンガポール 2.0	 7.3	 14.9	 23.8	 28.1	 18.3	 5.6	
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表2-5　科学的リテラシーの平均得点の国際比較

科学的リテラシー全体 得点 現象を科学的に説明する 得点 科学的探究を
評価して計画する 得点 データと証拠を

科学的に解釈する 得点

1 シンガポール 556 シンガポール 553 シンガポール 560 シンガポール 556
2 日本 538 日本 539 日本 536 日本 541
3 エストニア 534 台湾 536 エストニア 535 エストニア 537
4 台湾 532 フィンランド 534 カナダ 530 台湾 533
5 フィンランド 531 エストニア 533 フィンランド 529 マカオ 532
6 マカオ 529 カナダ 530 マカオ 525 フィンランド 529
7 カナダ 528 マカオ 528 台湾 525 カナダ 525
8 香港 523 香港 524 香港 524 韓国 523
9 北京・上海・江蘇・広東 518 北京・上海・江蘇・広東 520 北京・上海・江蘇・広東 517 香港 521
10 韓国 516 スロベニア 515 ニュージーランド 517 北京・上海・江蘇・広東 516
11 ニュージーランド 513 ニュージーランド 511 韓国 515 ニュージーランド 512
12 スロベニア 513 ドイツ 511 オーストラリア 512 スロベニア 512
13 オーストラリア 510 オーストラリア 510 スロベニア 511 イギリス 509
14 イギリス 509 韓国 510 オランダ 511 ドイツ 509
15 ドイツ 509 イギリス 509 イギリス 508 オーストラリア 508
16 オランダ 509 オランダ 509 ベルギー 507 オランダ 506
17 スイス 506 アイルランド 505 スイス 507 スイス 506
18 アイルランド 503 スイス 505 ドイツ 506 ベルギー 503
19 ベルギー 502 ノルウェー 502 デンマーク 504 ポルトガル 503
20 デンマーク 502 デンマーク 502 アメリカ 503 ポーランド 501
21 ポーランド 501 ポーランド 501 ポルトガル 502 フランス 501
22 ポルトガル 501 オーストリア 499 ポーランド 502 アイルランド 500
23 ノルウェー 498 ベルギー 499 アイルランド 500 デンマーク 500
24 アメリカ 496 スウェーデン 498 フランス 498 ノルウェー 498
25 オーストリア 495 ポルトガル 498 ノルウェー 493 アメリカ 497
26 フランス 495 チェコ 496 スウェーデン 491 ラトビア 494
27 スウェーデン 493 スペイン 494 ラトビア 489 チェコ 493
28 チェコ 493 アメリカ 492 スペイン 489 スペイン 493
29 スペイン 493 フランス 488 オーストリア 488 オーストリア 493
30 ラトビア 490 ラトビア 488 チェコ 486 スウェーデン 490
31 ロシア 487 ロシア 486 ロシア 484 ロシア 489
32 ルクセンブルク 483 ルクセンブルク 482 ルクセンブルク 479 ルクセンブルク 486
33 イタリア 481 イタリア 481 リトアニア 478 イタリア 482
34 ハンガリー 477 ハンガリー 478 イタリア 477 アイスランド 478
35 リトアニア 475 リトアニア 478 アイスランド 476 ハンガリー 476
36 クロアチア 475 クロアチア 476 ハンガリー 474 クロアチア 476
37 アイスランド 473 アイスランド 468 クロアチア 473 リトアニア 471
38 イスラエル 467 スロバキア 464 イスラエル 471 イスラエル 467
39 スロバキア 461 イスラエル 463 スロバキア 457 スロバキア 459
40 ギリシャ 455 ギリシャ 454 ギリシャ 453 ギリシャ 454
41 チリ 447 ブルガリア 449 チリ 443 チリ 447
42 ブルガリア 446 チリ 446 ブルガリア 440 ブルガリア 445
43 アラブ首長国連邦 437 アラブ首長国連邦 437 ウルグアイ 433 アラブ首長国連邦 437
44 ウルグアイ 435 ウルグアイ 434 アラブ首長国連邦 431 ウルグアイ 436
45 キプロス 433 キプロス 432 キプロス 430 キプロス 434
46 トルコ 425 トルコ 426 トルコ 428 トルコ 423
47 タイ 421 コスタリカ 420 タイ 423 タイ 422
48 コスタリカ 420 タイ 419 コスタリカ 422 カタール 418
49 カタール 418 カタール 417 コロンビア 420 コロンビア 416
50 コロンビア 416 メキシコ 414 メキシコ 415 コスタリカ 415
51 メキシコ 416 コロンビア 412 カタール 414 メキシコ 415
52 モンテネグロ 411 モンテネグロ 411 モンテネグロ 408 モンテネグロ 410
53 ブラジル 401 ブラジル 403 ペルー 399 ペルー 398
54 ペルー 397 ペルー 392 ブラジル 398 ブラジル 398
55 チュニジア 386 チュニジア 385 チュニジア 379 チュニジア 390
56 ドミニカ共和国 332 ドミニカ共和国 332 ドミニカ共和国 324 ドミニカ共和国 330

OECD平均 493 OECD平均 493 OECD平均 493 OECD平均 493

（注）	1.灰色の網掛けは非OECD加盟国・地域を示す。
	 2.本表では2015年調査においてコンピュータ使用型調査を実施した国のみ取り上げている。
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図2　生徒の科学に対する態度

-1.00
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-0.60

-0.40

-0.20
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0.20
②「科学の楽しさ」指標

④「理科学習に対する道具的な動機付け」
指標

⑤「理科学習者としての自己効力感」指標

⑥「科学に関連する活動」指標

日本（2015年） 日本（2006年） OECD平均（2015年） OECD平均（2006年）

（項目例）
・科学の話題について学んでいるときは、たいてい楽しい
・科学についての本を読むのが好きだ

（項目例）
・将来自分の就きたい仕事で役に立つから、
努力して理科の科目を勉強することは大切だ

・理科の科目を勉強することは、
将来仕事の可能性を広げてくれるので、
私にとってはやりがいがある

（項目例）
・自身がひんぱんに発生する地域とそうでない地域があるのは
なぜかについて説明すること

・病気の治療で使う抗生物質にはどのような働きがあるのかを
説明すること

（項目例）
・科学を話題にしているインターネットを見る
・科学に関するテレビ番組を見る
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（
2
）読
解
力

①
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
結
果

表
2-

6
は
読
解
力
に
つ
い
て
、
18
か
国
に
お
け
る
生
徒

の
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
の
生
徒
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
す
。

レ
ベ
ル
5
以
上
の
生
徒
の
割
合
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
18
％
で
す
。
日
本
は
11
％
で
14
番
目
に
多
い
割

合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
レ
ベ
ル
2
以
上
の
生
徒
の
割

合
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
香
港
で
、
以
下
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

エ
ス
ト
ニ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と

続
き
、
日
本
は
87
％
で
8
番
目
に
多
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま

す
。

②
平
均
得
点
の
国
際
比
較

表
2-

8
の
と
お
り
、
日
本
の
読
解
力
の
平
均
得
点
は

5
1
6
点
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
カ
ナ
ダ
、フ
ィ
ン
ラ�

ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、エ
ス
ト
ニ
ア
、
韓
国
、
日
本
の
順
に

高
く
、日
本
は
8
番
目
で
す
。
統
計
的
に
推
測
さ
れ
る
順
位

の
範
囲
で
見
る
と
、
日
本
は
参
加
国
全
体
の
中
で
は
5
位

か
ら
10
位
の
間
、
O
E
C
D
加
盟
国
の
中
で
は
3
位
か
ら

8
位
の
間
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
、

2
0
1
5
年
調
査
の
得
点
は
2
0
1
2
年
調
査
の
得
点
よ

り
も
22
点
低
く
、
統
計
的
な
有
意
差
が
あ
り
、
2
0
0
9

年
調
査
と
の
比
較
で
は
4
点
低
く
、
統
計
的
な
有
意
差
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
前
回
2
0
1
2
年
調
査
か
ら
読
解

力
の
得
点
が
有
意
に
低
下
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
に
全
面
移
行
す
る
中
、
例
え
ば
、
紙

で
は
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
複
数
の
画
面
か
ら
情
報
を
取

り
出
し
、
考
察
し
な
が
ら
解
答
す
る
問
題
な
ど
で
戸
惑
い
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
子
供
を
取
り
巻
く
情
報
環
境

が
激
変
す
る
中
で
、
文
章
で
表
さ
れ
た
情
報
を
的
確
に
理

解
し
、
自
分
の
考
え
の
形
成
に
生
か
し
て
い
け
る
よ
う
に
す

る
こ
と
や
、
視
覚
的
な
情
報
と
言
葉
と
の
結
び
つ
き
が
希
薄

に
な
り
、
知
覚
し
た
情
報
の
意
味
を
吟
味
し
て
読
み
解
く

こ
と
な
ど
、
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
た
検
討
に
お
い
て

も
改
善
す
べ
き
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
が
見
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

③
調
査
問
題
の
正
答
率
・
無
答
率

読
解
力
の
問
題
の
日
本
の
平
均
正
答
率
は
63
％
で
、
出

題
形
式
別
に
見
る
と
、「
多
肢
選
択
・
複
合
的
選
択
肢
」

63
％
、「
求
答
・
短
答
」66
％
、「
自
由
記
述
」63
％
で
し
た
。

ま
た
、
日
本
の
平
均
無
答
率
は
6
％
で
、
出
題
形
式
別
に

見
る
と
、「
多
肢
選
択
・
複
合
的
選
択
肢
」1
％
、「
求
答
・

短
答
」3
％
、「
自
由
記
述
」13
％
で
し
た
。

（
3
）数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

①
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
結
果

表
2-

7
は
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
、
18
か
国
に

お
け
る
生
徒
の
習
熟
度
レ
ベ
ル
別
の
生
徒
の
割
合
を
示
し

た
も
の
で
す
。レ
ベ
ル
5
以
上
の
生
徒
の
割
合
が
も
っ
と
も

多
い
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
35
％
で
す
。
日
本
は
20
％
で
7

番
目
に
多
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
レ
ベ
ル
2
以

上
の
生
徒
の
割
合
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
マ
カ
オ
で
、
以
下
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
日
本
、エ
ス
ト
ニ
ア
と
続
き
、
日
本

は
89
％
で
4
番
目
に
多
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②
平
均
得
点
の
国
際
比
較

表
2-

8
の
と
お
り
、
日
本
の
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の

平
均
得
点
は
5
3
2
点
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
マ

カ
オ
、
台
湾
、
日
本
の
順
に
高
く
、
日
本
は
5
番
目
で
す
。

統
計
的
に
推
測
さ
れ
る
順
位
の
範
囲
で
見
る
と
、
日
本
は

参
加
国
全
体
の
中
で
は
5
位
か
ら
6
位
の
間
、
O
E
C
D�

加
盟
国
の
中
で
は
1
位
で
す
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て

は
、
2
0
1
5
年
調
査
の
得
点
は
2
0
0
3
年
調
査
、

2
0
1
2
年
調
査
と
の
比
較
で
は
そ
れ
ぞ
れ
2
点
、
4
点

低
く
、
2
0
0
6
年
調
査
、
2
0
0
9
年
調
査
と
の
比
較

で
は
そ
れ
ぞ
れ
9
点
、
3
点
高
い
で
す
が
、い
ず
れ
も
統
計

的
な
有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
調
査
問
題
の
正
答
率
・
無
答
率

数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
の
日
本
の
平
均
正
答
率
は

54
％
で
、
出
題
形
式
別
に
見
る
と
、「
多
肢
選（
複
合
的
選

択
肢
を
含
む
）」64
％
、「
短
答
」54
％
、「
求
答
」53
％
、「
自

由
記
述
」38
％
で
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
平
均
無
答
率
は

6
％
で
、
出
題
形
式
別
に
見
る
と
、「
多
肢
選（
複
合
的
選

択
肢
を
含
む
）」1
％
、「
短
答
」6
％
、「
求
答
」0
％
、「
自

由
記
述
」16
％
で
し
た
。

（
4
）学
習
の
背
景
要
因

①
学
校
に
お
け
る
学
習
環
境
か
ら

学
校
質
問
調
査
に
お
け
る「
生
徒
に
起
因
す
る
学
級
雰

囲
気
」に
関
す
る
問
い
か
ら
、
日
本
の
生
徒
に
起
因
す
る
学

級
の
雰
囲
気
は
18
か
国
中
4
番
目
に
良
好
で
し
た
。
ま
た
、

学
校
質
問
調
査
に
お
け
る「
学
校
の
活
動
」に
関
す
る
11
の

質
問
項
目
に
つ
い
て
、
部
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
、
様
々

な「
学
校
の
活
動
」の
有
無
別
に
見
た
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

の
得
点
で
は
、
日
本
は
、
六
つ
の
項
目（「
吹
奏
楽
、
合
唱
」

「
卒
業
ア
ル
バ
ム
、
学
校
新
聞
、
又
は
雑
誌
の
編
集
」「
科
学

ク
ラ
ブ
」「
科
学
コ
ン
ク
ー
ル
」「
将
棋
や
囲
碁
の
ク
ラ
ブ
」「
美

術
部
又
は
美
術
活
動
」）に
つ
い
て
、
活
動
を
行
っ
て
い
る

学
校
に
通
う
生
徒
の
得
点
が
有
意
に
高
く
、
ま
た
、
そ
の
有

無
別
の
得
点
差
は
O
E
C
D
平
均
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
生
徒
質
問
調
査
に
お
い
て
、
最
近
2
週
間

に
学
校
の
無
断
欠
席
、
授
業
の
サ
ボ
り
、
学
校
へ
の
遅
刻
が

「
全
く
な
か
っ
た
」と
回
答
し
た
日
本
の
生
徒
の
割
合
は
、そ

れ
ぞ
れ
98
％
、
97
％
、
88
％
で
、
日
本
の
生
徒
の
学
校
の
無

断
欠
席
、
授
業
の
サ
ボ
り
、
学
校
へ
の
遅
刻
は
、
国
際
的
に
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表2-7　数学的リテラシーにおける習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1未満 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 2.9 7.8 17.2 25.8 25.9 15.0 5.3

オーストラリア 7.6 14.4 22.6 25.4 18.7 8.6 2.7

カナダ 3.8 10.5 20.4 27.1 23.0 11.4 3.7

エストニア 2.2 9.0 21.5 28.9 24.2 11.3 2.9

フィンランド 3.6 10.0 21.8 29.3 23.7 9.5 2.2

フランス 8.8 14.7 20.7 23.8 20.6 9.5 1.9

ドイツ 5.1 12.1 21.8 26.8 21.2 10.1 2.9

アイルランド 3.5 11.5 24.1 30.0 21.2 8.3 1.5

イタリア 8.3 14.9 23.3 24.7 18.3 8.1 2.4

韓国 5.4 10.0 17.2 23.7 22.7 14.3 6.6

オランダ 5.2 11.5 19.8 24.9 23.0 12.3 3.2

ニュージーランド 7.1 14.6 22.6 25.3 19.0 8.6 2.8

イギリス 7.7 14.1 22.7 26.0 18.8 8.3 2.3

アメリカ 10.6 18.8 26.2 23.8 14.7 5.0 0.9

OECD平均 8.5 14.9 22.5 24.8 18.6 8.4 2.3

北京・上海・江蘇・広東 5.8 10.0 16.3 20.5 21.8 16.6 9.0

香港 2.5 6.4 13.6 23.4 27.4 18.8 7.7

台湾 4.4 8.3 14.6 21.2 23.3 18.0 10.1

シンガポール 2.0 5.5 12.4 20.0 25.1 21.7 13.1

表2-6　読解力における習熟度レベル別の生徒の割合（数値はパーセント）

国　　名 レベル1b未満 レベル1b レベル1a レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6以上

日本 0.6	 3.0	 9.2	 19.8	 30.5	 26.0	 9.5	 1.3	

オーストラリア 1.2	 4.8	 12.0	 21.4	 27.5	 22.0	 9.0	 2.0	

カナダ 0.4	 2.1	 8.2	 19.0	 29.7	 26.6	 11.6	 2.4	

エストニア 0.2	 2.1	 8.4	 21.6	 31.4	 25.4	 9.7	 1.4	

フィンランド 0.6	 2.6	 7.8	 17.6	 29.7	 27.9	 11.7	 2.0	

フランス 2.3	 6.5	 12.7	 19.0	 24.5	 22.5	 10.5	 2.0	

ドイツ 0.9	 4.1	 11.2	 21.0	 27.6	 23.5	 9.7	 1.9	

アイルランド 0.2	 1.7	 8.3	 21.0	 31.8	 26.4	 9.4	 1.3	

イタリア 1.0	 5.4	 14.5	 25.4	 28.8	 19.2	 5.1	 0.6	

韓国 0.7	 3.4	 9.5	 19.3	 28.9	 25.5	 10.8	 1.9	

オランダ 1.1	 4.4	 12.6	 21.8	 26.6	 22.7	 9.5	 1.4	

ニュージーランド 1.0	 4.8	 11.5	 20.6	 26.5	 22.0	 11.0	 2.6	

イギリス 0.8	 4.0	 13.1	 24.3	 28.4	 20.3	 7.7	 1.5	

アメリカ 1.1	 4.8	 13.0	 22.9	 28.0	 20.5	 8.2	 1.4	

OECD平均 1.3	 5.2	 13.6	 23.2	 27.9	 20.5	 7.2	 1.1	

北京・上海・江蘇・広東 2.1	 6.2	 13.5	 20.9	 25.4	 20.9	 9.1	 1.8	

香港 0.3	 2.0	 7.0	 18.1	 32.1	 29.0	 10.4	 1.1	

台湾 1.0	 4.4	 11.8	 22.4	 31.3	 22.1	 6.3	 0.6	

シンガポール 0.3	 2.5	 8.3	 16.9	 26.2	 27.4	 14.7	 3.6	
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特集2

表2-8　読解力及び数学的リテラシーの平均得点の国際比較

読 解 力 得　点 数学的リテラシー 得　点

1 シンガポール 535 シンガポール 564
2 香港 527 香港 548
3 カナダ 527 マカオ 544
4 フィンランド 526 台湾 542
5 アイルランド 521 日本 532
6 エストニア 519 北京・上海・江蘇・広東 531
7 韓国 517 韓国 524
8 日本 516 スイス 521
9 ノルウェー 513 エストニア 520
10 ニュージーランド 509 カナダ 516
11 ドイツ 509 オランダ 512
12 マカオ 509 デンマーク 511
13 ポーランド 506 フィンランド 511
14 スロベニア 505 スロベニア 510
15 オランダ 503 ベルギー 507
16 オーストラリア 503 ドイツ 506
17 スウェーデン 500 ポーランド 504
18 デンマーク 500 アイルランド 504
19 フランス 499 ノルウェー 502
20 ベルギー 499 オーストリア 497
21 ポルトガル 498 ニュージーランド 495
22 イギリス 498 ベトナム※ 495
23 台湾 497 ロシア 494
24 アメリカ 497 スウェーデン 494
25 スペイン 496 オーストラリア 494
26 ロシア 495 フランス 493
27 北京・上海・江蘇・広東 494 イギリス 492
28 スイス 492 チェコ 492
29 ラトビア 488 ポルトガル 492
30 チェコ 487 イタリア 490
31 クロアチア 487 アイスランド 488
32 ベトナム※ 487 スペイン 486
33 オーストリア 485 ルクセンブルク 486
34 イタリア 485 ラトビア 482
35 アイスランド 482 マルタ※ 479
36 ルクセンブルク 481 リトアニア 478
37 イスラエル 479 ハンガリー 477
38 ブエノスアイレス※ 475 スロバキア 475
39 リトアニア 472 イスラエル 470
40 ハンガリー 470 アメリカ 470
41 ギリシャ 467 クロアチア 464
42 チリ 459 ブエノスアイレス※ 456
43 スロバキア 453 ギリシャ 454
44 マルタ※ 447 ルーマニア※ 444
45 キプロス 443 ブルガリア 441
46 ウルグアイ 437 キプロス 437
47 ルーマニア※ 434 アラブ首長国連邦 427
48 アラブ首長国連邦 434 チリ 423
49 ブルガリア 432 トルコ 420
50 トルコ 428 モルドバ※ 420
51 コスタリカ 427 ウルグアイ 418
52 トリニダード・トバゴ※ 427 モンテネグロ 418
53 モンテネグロ 427 トリニダード・トバゴ※ 417
54 コロンビア 425 タイ 415
55 メキシコ 423 アルバニア※ 413
56 モルドバ※ 416 メキシコ 408
57 タイ 409 ジョージア※ 404
58 ヨルダン※ 408 カタール 402
59 ブラジル 407 コスタリカ 400
60 アルバニア※ 405 レバノン※ 396
61 カタール 402 コロンビア 390
62 ジョージア※ 401 ペルー 387
63 ペルー 398 インドネシア※ 386
64 インドネシア※ 397 ヨルダン※ 380
65 チュニジア 361 ブラジル 377
66 ドミニカ共和国 358 マケドニア※ 371
67 マケドニア※ 352 チュニジア 367
68 アルジェリア※ 350 コソボ※ 362
69 コソボ※ 347 アルジェリア※ 360
70 レバノン※ 347 ドミニカ共和国 328

OECD平均 493 OECD平均 490
（注）	１．灰色の網掛けは非OECD加盟国・地域を示す。
	 ２．※は、2015年調査において、コンピュータ型調査での実施ではなく、筆記型調査で実施した国を示す。
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見
て
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

②
習
熟
度
の
違
い

生
徒
の
習
熟
度
の
違
い
を
、
保
護
者
の
職
業
や
教
育
歴
、

家
財
や
家
庭
に
あ
る
本
の
冊
数
に
関
連
す
る
生
徒
の
回
答

か
ら
構
成
さ
れ
た「
生
徒
の
社
会
経
済
文
化
的
背
景
」指
標�

（
E
S
C
S
）か
ら
見
る
と
、
本
指
標
の
標
準
偏
差
が
、
日

本
は
18
か
国
中
、
韓
国（
0
・
68
）に
次
い
で
2
番
目
に
小

さ
い
値（
0
・
70
）で
あ
り
、
生
徒
間
に
お
け
る
家
庭
の
社

会
経
済
文
化
的
水
準
の
差
は
小
さ
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
指
標
値
に
よ
っ
て
分
け
た
生
徒
の
科
学
的
リ
テ

ラ
シ
ー
の
平
均
得
点
の
差
も
、「
指
標
に
よ
る
得
点
分
散
の

説
明
率
」も
相
対
的
に
小
さ
く
、
か
つ
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

の
平
均
得
点
が
高
い
こ
と
か
ら
、
日
本
は
、
科
学
的
リ
テ
ラ

シ
ー
の
習
熟
度
が
高
く
、
か
つ
、
家
庭
の
経
済
状
況
や
教
育

環
境
の
違
い
が
習
熟
度
に
影
響
す
る
程
度
が
小
さ
い
と
い

う
、
教
育
機
会
に
お
い
て
平
等
性
の
高
い
教
育
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
こ
と
が
言
え
ま
す
。

な
お
、
P
I
S
A
2
0
1
5
に
つ
い
て
は
、
日
本
版
国

際
結
果
報
告
書
と
し
て
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
編「
生

き
る
た
め
の
知
識
と
技
能
6　

O
E
C
D
生
徒
の
学
習
到

達
度
調
査（
P
I
S
A
）2
0
1
5
年
調
査
国
際
結
果
報

告
書
」（
明
石
書
店
）を
刊
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
御

覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

調
査
結
果
を
受
け
た
今
後
の
取
組
と
T
I
M
S
S

及
び
P
I
S
A
の
今
後
に
つ
い
て

調
査
結
果
を
受
け
た
今
後
の
取
組

日
本
が
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
学
力
を
維
持
し
、
生
徒
の

学
習
意
欲
に
つ
い
て
も
改
善
傾
向
が
見
え
る
と
い
っ
た
今
回

の
両
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
松
野
文
部
科
学
大
臣
は「
各

学
校
や
教
育
委
員
会
に
お
い
て
、『
確
か
な
学
力
』を
育
成

す
る
た
め
の
取
組
を
は
じ
め
、
学
校
教
育
全
般
に
わ
た
り
教

職
員
全
体
に
よ
る
献
身
的
で
熱
心
な
取
組
が
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
の
成
果
で
あ
る
」と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
方
で
児
童
生
徒
の
学
習
意
欲
に
つ
い
て
は
依
然

と
し
て
国
際
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
、
P
I
S
A
の
読

解
力
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
諸
課
題
が
具
体
的
に
見

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

文
部
科
学
省
で
は
、
こ
う
し
た
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

引
き
続
き
児
童
生
徒
の
学
力
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
る
新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ

る
資
質
・
能
力
を
子
供
た
ち
一
人
一
人
に
確
実
に
育
む
学

校
教
育
の
実
現
や
、「
読
解
力
の
向
上
に
向
け
た
対
応
策
」

に
基
づ
く
学
習
の
基
盤
と
な
る
言
語
能
力
・
情
報
活
用
能

力
の
育
成
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
新
し
い
教
育
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る「
次
世
代
の
学
校
」指
導
体
制
の
実

現
に
必
要
な
教
職
員
定
数
の
充
実
を
推
進
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

両
調
査
の
こ
れ
か
ら

次
回
の
T
I
M
S
S
2
0
1
9
は
、
我
が
国
で
は

2
0
1
9
年
3
月
実
施
の
予
定
で
す
。
実
施
に
向
け
た
国

際
的
な
議
論
と
準
備
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
筆
記

型
調
査
に
加
え
て
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
た
調
査
の
実

施
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
回
の
P
I
S
A
2
0
1
8
は
、
読
解
力
を
中

心
分
野
と
し
て
、
引
き
続
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
型
調
査
に

よ
り
実
施
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
革
新
分
野
と
し
て
グ

ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
ピ
テ
ン
ス
を
調
査
す
る
予
定
で
す
。

今
後
も
両
調
査
の
結
果
か
ら
、
教
育
施
策
に
と
っ
て
更

に
有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

※
関
連
資
料
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

○
I
E
A
国
際
数
学
・
理
科
教
育
動
向
調
査

　
（
T
I
M
S
S
2
0
1
5
）

http://w
w
w
.nier.go.jp/tim

ss/index.htm
l

http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/

gakuryoku-chousa/sonota/detail/1344312.
htm

○
O
E
C
D
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査

（
P
I
S
A
2
0
1
5
）

http://w
w

w
.nier.go.jp/kokusai/pisa/

index.htm
l
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