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! »6ÀÃeÕ 
! »_Œœ–l 

—“≈”RnT\‘’c≥â÷(ü*+, 
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! »bK◊ 
! »oÿ]Ÿ⁄€‹ 
 
 
!"/- )%&-

›! !"#$%&'()* 
! ›-fiflEF;‡XO5·P!

! ›6‚„R‰Â–œ¥lÊP!

! ›_ÁËlO‰mnP!

! ›bÈÍeÎOlnP!

! ›oÏÌ;ÓÔ»�›OóÒRjkl¥lÊP!

! ›ôÎ∆;¢ÚOP¥sÛuÙıP!

 
}! ˆ˜¯&C 
 
˘! ¢£EF;Á˙˚>1¸˝˛ 
! ˘-¢£EF12 
! ˘6Yˇ;î!>D 
! ˘_"#;$% 
 
"&! fiflEF;'∞>0();*+´¨.,0 
 
""! )-fiflEF./01˛0.2;34O¸˝lnP0 
 
")! Yˇ;∂∑>D 
! ")-56˚T71 
! ")68Å;Ål> 
! ")_\cd$9 
! ")bYˇ;:◊ 
! ")o≤'dc;;< 
! ")ô¢=;*+0>?RnT @@Ì;AYˇ;01BN0 
! ")öYˇ;Á  
! ")õˇC;¸D>D 
! ")E*FêÅ;¸˝!
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"-./#$%&'0SSH12345120 
†G«! üH! ! «(! ! , 

ISSH;JœKQ 
�LFEM3LFNO…7P¥Q$R⁄'3ÿS⁄T3UV3WX3$&µYªÿUZQEF[\]
^EFNOUZO£_Ø`ABabQ2Vcd.\]UZVeQ†G®fUVgh;ij;Ø∞

;*kO£_Ø`ÿßdcABa2WX;l*1;EFNOOmn†Glm=T` 
�oz¶$ß… *pkÚ;qrRnœ†slm=TdtVg6uv&dcRw˚T†wEM`

Intensive Care UnitQ;†/UZıxTØ∞3hUu1UsoyRz{6xTi;nPU|}~�
UÄÅÂQ;ÇÉ2ÑÖPU=` 
�Ü]≥¶±˜'&…d.9áRnT◊ù�◊«RàØTâä„Ueã;†/3ß‘c]µåcç3
EF:\]! ! +éèê DNA3⁄[c≥v&ª&C3éë”.UZ 
�ÿT\S$ÿ…í*RìîOÑÖU=eã�ïñQ†Glm=Tâä„Uóò≈!  
!"#$%&'()*&#+,)-#(./()01234#563789:#5;<#=>?) 

! ãeôåhöa�™.i3hÚö�o.i3h◊.�78i3h“≈�õˇ”.i 
! ú˝lU´_ØeôQıùû6xPüÇÉ2®fQxT`Ø†lú˝lØeô;ÿT\S$ÿR

2G „R°¢ÇÉST71` 
! †G+£é§«•fiÏ 16é00017é00! ¶[éß®|©©™´9: 
�”.¨⁄&≠˜ç…ÆPØP;eôQ∞±1UT∫'≥O†Gl≤∑≥QxPüAVd≈^¥µ
d≈RÇÉQu3∂Ï;õÚRduU∑∏Oπ∫T$’&≥`ªl;nPRhºäi1=àPT.

*;ÚΩR1_m¯æ&'2ø¿R¡=`¬K√c];ƒ≈∆OÁmıà´T1«P` 
! ãeôåhöaih™.ihÚöih◊.ih78ihw.ih”.wai;›eô 
�»$…&'\$…dt3 À; SSH*6ÃÕR≈STEFêÅ≈`í*ÚΩ;EFO.2NOS
TŒÄx=x=1lØ¶QxTÃ>3SSHAVd≈;"ûOœPªleQ;±–1ıUT` 
�SSHAVd≈…AV; SSH*6ÃÕR≈STEFêÅd≈ ª̀leQ—ı“PØEFOlØ"C

]c∏;Q6”¶ST716QuTø¿Rº‘xTd≈` 
�45’0÷(.*◊ï”‚,…»$…&'$&C⁄˜ªÿ3\‘’c≥3fiflEFUZ 
! 45’Ÿ⁄F€45∫‹'≥Ok=m./l3ÃÚns⁄FR°›U5fiflfO/^ST`!

! 45’Ÿ78€78’9”"Ok=m./l378“≈R‡;„RÇ·ST‚ñfrO/^ST` 
�†„O|51lØa”ák…SSH*U¨Q2;†„‰ÂOÊklØÚΩ‡;;†„�†/ 
�”.EFÁ…EFÁjË;jh™;Ø∞;ÈÍOl3⁄F„U.2OÎÏST ÈFÁ≈Ì^EF

ÁvÓUZOÔ·l3dt� Àe;l*1EFNOO†GST` 
 
Ò45;|-£;Ú· 
�45’…)-Û;fiflEF1Æ;¢OÁÙ∫Øfr;ı∑ ÈFOˆ∞TØ∞;]=;⁄!3EF

Rw˚T`a3˜¯„U\cdef1Æ;¿kUZO˘R˙˚T` 
�45˙…EFO˚¸�efST˝Q°›UYa„«≠rO\‘’c≥OËlm˘R˙˚T d̀.U

ZFÁ1KàœU6¨lñUfiflEFO†Gl3.≈êÅ¥Q‚˛S` 
 
fifl! hªlÿT\S$ÿih”.¨⁄&≠˜çi;ˇ!§"Rù¡ST` 
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"645’⁄F#ù;ák0789:;<=>3?@A&;BC$&>D0 
†G«! üH! ! «(! ! , 

I¶[! ß®)© 789: 
$ò*%! �&c]'&O<kl(lŸ‹2<àU=3)*+,3-./+` 

�•fiÏ;Êk2 17 +¥Q3<kÏ2G0ST71`fiflEF^ÁjËQ 17 +12ı
<kST¶v2Î∆;¢ÚRÑ®O^Ø˝Q<kST71` 
�TR2*3:QÎ43<kÏ2–5ST71` 

 
ÒBC$&lmQnP!  
�67O$PT 
�BC$&! ÿTÜ&≥3#Ì?'åcµO$r(Î∆nœ8}c9, 
ÿTÜ&≥!  
?'åcµ!  

 
ÿTÜ&≥é! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ?'åcµé 

 
:! #Ì?'åcµ2ç;lmı´¥àU=63<PT1=ıà´¨U= 
:! ·>;hlü¨sw?Âs†Ö=i6(∫T¥Q2ˆÜ'3‹c&cµR@PU=` 

 
AGoogleÿTÜ&≥ 

Sc]ÿµ±'é 

?'åcµ! ! é 

 
-Microsoft Edge OBs 
6hGoogleiOî!…&C&R$rl3GoogleÿTÜ&≥;·>D 
_EFÖPØSc]ÿµ±'O$r#hÛDi 
b?'åcµO$r#hÛDi 
oGoogleÿ∏⁄;|;hÿTÜ&≥iOç⁄˜çl3.e
;ºG6xPü3OK` 
 
HGoogle Classroom;<k>D 
-! ! ! O±Il3ÃJK;hÆ;í;@⁄ÿcªº&iO±I!

6Google Classroom! ! ! O±I!
_L˝;hMi#hç¶'RÇÉiO±I 
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b45 I�JTh! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i;ç¶'AcµO$rl3L˝;hÇÉiOç⁄˜ç 

 
Nfifl 
-Gmail ; ˇR)£Oñ;./PQˇO∂∑ST`7POGÏ;”ûJR;)ºR Bcc QÃST
UST`Sc]ÿµ±' 086-$$-%%@e.osakamanabi.jpO<kST` 
! Q1! Bcc2V;W†·P´` 
 

Q2! T¨PmuØSc]2xUØ1xUØ1F;ıP"º(A Öu1ST,RıTUÖPm=T
63AÖu;Sc]ÿµ±'2ÅXÖPm=T†·P´ñ 

 
Q3! Cc1 Bcc2Z;nPU¶>Q<=e˚Pün=´3Æ;+OYZmQnP` 
 
 
_û[Ï3'ˆc≥ß\&UZ].;\^$'Q3classroomRÿçv'QuT71O_`lUÖ=  ̀
 
aSc]OTTgR5_mwuØ=71 
Sc]ÿµ±' 086-b$$-%%@e.osakamanabi.jpO<klm¢Ú´¨c9Oƒ˚Øœ3¢ÚRc9
OST71ıxœ¥S` 
 
�ƒUlØSc]Ocdlmıef6˙sà˚Q2xœ¥gu èãR¿hmijR–UOl¥lÊ

P` 
�Sc]OTUSTg23.e;ºG�[kOl¸l¥lÊP` 
�Sc]R2hÃºiO$PmTœ¥S`ijUÃºO≠∫¥lÊP` 
 
mã≤$&≥åSc]2 SNS12nUœh¨ß‘ªæ]iUA…ÿopcªº&gc]QS`7P
¥Q SNSl´<_Ø716U=3ıls2Sc]ıq-Ä^˘eRl´T_Ø716U=¶v2˝
¸1F;w∂DO§•mQ¥lÊP` 
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)r! -JKKL1MNKL078OP;QRSTU0 
†G«! ! H! ! «(! ! , 

Iç⁄∫‘T]ª&‹&C12ñ 
stu;vœR23ø¿R¡s;786wPm=T637P¨;78OijRJx±Il3nœy

sjkSTØ∞R23(! a! )R1¨àPT71Us3ı;z1O(! b! )„R{∫3(! c! )Rî|l3
ijU}âRG~u�ÄST3Å�„«≠(critical thinking)6Ç›QxT Å̀�„«≠123.e;

ÉY(OOòfi„RÑ{ST(! d! )„U«≠Qxœ3VOUh3‡Öl£ËST´;ÜïRáàO
∆mT«≠(Ennis,1987)QxT ¥̀Ø3.e;òÁ1ÃâlU=¶vQx_mı3Æ;(! e! )OQ$
ÖgT71UsÉYST«≠(Norris & Ennis,1989)QxT ä̀ 
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AB/0CDEFG"HIJKL=M/NO PQR ST U/

VWXYZ[\,2004,52,186-198 

ã^_mQnPå 
ˇr|;ù˛RiSTãåO1K´¨±2ˇrOç∑ÖgnP`!

! ¡>„�¡é„! ! ‡¯! ! ˜¯! ! ÄÅÂ(è7)! ! êë!
 
Ò)˙;ç◊ 
�í‰ç◊! )˙;ì;PÂ3(! ! )ìRXS 
îö*;(! ! ! ! )1UTç◊! (+,†„Rn_mï∂QuTé^Ç 

�ñkç◊! )˙;ì;PÂ3(! ! )ìRXS 
! ! îí‰ç◊;ç™;(! ! ! ! )1lmsPTç◊! (+,†„Ró_mçËSTé^Ç 
 
ÒáF8O∂_mQnP 
˘ò1ô;»$€QáF8O∂∑lnP` 
L8;nPR3ExcelRh˘òi1hô»$€i 
;\cdO$rlnP`\cd2vœ;õ´¨^m 
s†Ö=(¡ö»^OfuQ==QS,̀  
Q! áF82Z;nPUÁØ‚RU_Ø´ñ 
Q! ˘ò1˛;òÖQıáF8O∂_mQm3˘ò1ô!
»$€1õPBNRUT´§•mQnP` 
 
AÌYlmQnP!

Û;-0b2S•mL8;nPUáF8RUœ3JKKL6

Q¨PT` 
-Äú1ÿ$';(ùé 
6V8;ûc’]≈;ƒ≈◊1¯ºA±c≥;(ùé 
_Æ;wü;NJ;◊1†°Ã◊! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   
bw¢;§£Äú1$&dcY˜≥;§•¶! !  
Q! JKKL6Q¨PTaßOìllmQnP`¥Ø3ÆPØP;JKKLR2MNKL2xTQl
ÊP´` 
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!"#$%
%&'(

)'(*%+',-.
)',-.*%+',-/
)',-/*%+',-0
)',-0*%+',-1
)',-1*%*,
%&,

),*%*,-1
),-1+%*,-0
),-0+%*,-/
),-/+%*,-.
),-.+%*(
%&(

2!"

345676!"89:
;;<=76!"89:
<=76!"89:
>?@76!"89:

A$B6"#6CD
>?@E6!"89:
<=E6!"89:

;;<=E6!"89:
3456E6!"89:
F=E6!"89:
GHIJ!"8@=

GHIJ!"8@=
F=76!"89:

®JKL◊(r, 
JKL◊;ÇRı1~s)˙;ç◊;KL2 
LÅ;nPR01ST716QuT` 
ExcelQ2v]R! =CORREL(ÖÜ)! O$r 
ST1JKKLO©”QuT` 
:JKL◊1 ™´;¨u;L◊;duÖR2 
V;KLıU=71R$òST` 
?dc&"! r≠! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ?dc&)! r≠ 
 
 
 

 
 
 
 
?dc&|! r≠! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ?dc&ü! r≠ 
 
  
 
 
 
 
 
?dc&I! r≠! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ?dc&»! r≠ 

   
 
?dc&›! r≠!  

 
 

Q! ?dc&"0›;JKL◊2K¸;ü˙
;◊Æ;=¢P´RUT —̀ıi∆Uı;OÆ

PØP±•` 
1.00! 0.00! 0.84! -0.84 
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)_EF`a 
†G«! ! H! ! «(! ! , 

IÛ;£Ø2rl=EF‚ñ1=∫T†·P´`K¸;∞+RlØ6_m¸RO¸$lmQnP` 
! ∞+ãbé]flUl! ±é≤≥! ¥é%Så 
-Û;\cd6^¨PØ6ÃÁµ∂v6x_Ø;Q3\cdOÉ∑lØ (̀! ! , 

í‰ç◊ A 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
ñkç◊ B 1.3 2.4 2.7 #!"#$ 4.7 6.1 

6Ÿ…;e8¶∏˝O‚˛lmŸ…π;◊ÚO∑∫lØ63«PnPRe8lmsPU´_Ø Æ̀;

Ø∞3Ÿ…π;|˘O”lm.eQe8lmxZØ (̀! ! , 
_ªºRΩ¥Tæø;◊O§"lØBNO¿¡RwÖ∞Ø`§";V¬1U_m=TæøO‚‰”

gTØ∞R3A&≥¶'≥^lTÖO§~lØ (̀! ! , 
bYˇO"sgR+£6U´_Ø;Q3ÂÊPZnÖÆPUYˇO$&dcY˜≥Qî!l3A≠c

√'c'≥QÃÁˇÆ◊O√=† (̀! ! , 
o$&dcY˜≥QYˇOî!l3Æ;ÃÁ´¨°›—ƒ;eãO.e;YˇR<klØ 7̀;1

u≈kˇC1lm°›*%Ol¸lØ (̀! ! , 
ôxT∆;ÿ…û«O»JST13… ÀÃ;d$‹6ÕsUT1≠∫†„OlØ ÿ̀…û«O»J

ST†„Œ;ÚΩØÂR2h7PO)œ1ÕsÃPTni1–∫m»JÖgØ (̀! ! , 
ö.e;íìRvâSTBN6”Ø¨3Æ7QEFO^∞3ÆPOk=mYˇO"s (̀! ! , 
õ.e;íìRvâlU=BN6”Ø;Q3ÆPRß‘˜≥STíìOÏt˚Q∂œ3xØ´ıÆ;

íì6\cd—Ωnœı¢R“”lm=Ø´;nPRYˇRlØ (̀! ! , 
!

_RKclmîãÇ≠åAdobe illustrator;<kD!
\Cd]\cd;ÃÁO∂vnsjœ‘œl3ÁgØsU=ı;O’÷lØœ3xœılU=ı;

OÁgT£Ø2∆yEF`aRêlm=T l̀´l37;nPUfl◊278\ÿ$&1=P¯à´¨

2ø¿R“Pmwœ3ÜlmŸ⁄˚T;Q2UsZ;nPRjkST´1=Ph\Cd]�ª∫‘€

&ª˜∏9ıi6€∞¨Pm=T` 
 
789:; PCR2 Adobe Creative Cloud6‹$ÖPmwœ3lñU›·^·fi;flaUZ6Qu
T`Adobe Photoshop1FRı‡uUgc]6xT;Q3.ßRjklmı¨_m˚àU=` 
-Adobe Photoshop 2022O±I 
6086-$$-%%@e.osakamanabi.jp;ÿµ±'O<_mBC$& 
 
åcçh¿¡ A(µ¶∫ıu,;ÃÁOjœJ_m3¿¡ BR‘œt˚mQnP ì 
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·UZUàgc]O±Ilm3µ¶˜ClU6¨jœ–uØ=ÁeOww¥

´R±I` 
‚h±IÖÜimh±I1ˆ'çiOç⁄˜çST h̀ÅX[cµimhÅ

Ximh¨c^c±$iO±I`jœJ¨PTÁe6„sUT` 
 

 
 
 

 
‰hêµÂ§~Ê¶ªgc]iQ„sÁ¨Pm=U=ÁeOÁœ˙,S Á̀œ˙,SË[R¿hmhÊ

¶ª¨∏ªº&iQÊ¶ª»$€Oç;ST`jœ–uØ=Áe6±IQuØ¨hOKiOç⁄˜ç
ST` 
Èh’ç≥]ˆ'çOìÉiO±IST13jœ–=ØÁe†˚6ÍT` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Î¿¡ BOkòl3jœ–=Ø¿¡ AO‘œt˚T` 
!

ÒÏ⁄u3ÌÓ3Ôk 
(! ! ! ,! \cd�EFjËRn_m^¨PØBNUZO¡rQU=ı;RÉ∑ST71` 
(! ! ! ,! “”lU=\cd^BNO∂œ˝ZT71 
(! ! ! ,! í;EFy;ÿ$\ÿ�ef>D�\cd�BN�YˇUZOÒıls2ijUÅX

Og¢ROkST71` 
!

!
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Ap-hacking, HARKing 
p-hacking î‡uU{ÚÒfOÚl3Æ;|´¨EFR1_m!¥l=ı;OÛkST£Ø` 
! ! ! ! ! ! óòUq6”TKQvàg3ÀÃUZOì=€∞T‡ë6 pÇ(óò_¶é◊ïlØí

ì6Z;s¨=;_¶QÙ7T´OXS,Oı˜‹&Clm=TnPRP˙T` 
HARKing îHypothesizing After the Results are Known 
!

®rlsEFO£PØ∞R0EFûc≥R2VOÍgün=´ñ0 
§"�EFO†GSTg23«u£_Ø71OEFûc≥R¸˝ST°›6xT \̀cd;(ˆ^Ï

⁄uO˜,STØ∞R3jœÀl;QuU=ûc≥R&c]'&Q¸$ST "̀u¯h2˘ÇÂO≈

sUZQV¿l3Mr˙2<àU=` 
 
Q! ≠∫mQnP 
h†„ûc≥O∂∑lm=Ø¨3~e˚Z'cC6¸_ml¥_Ø ‹̀⁄6nsU=;Q3ù˝;¥

¥Íl3Ûù2˛l='cC´¨"uˆ∞Ø ì 
ˇ7;£Ø;!øO≠∫mQnP` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q√A! 0\Cd]\cd2ZPST´ñ0 
¿¡3Ë·3◊Ç\cd3C¶ßUZ\Cd]\cd2ç¶Üµ˝^USBS[⁄UZQÎ“S
T`Æ;gı†„ûc≥R=;\^$';Z;ß\]%RÎ“lØ´O¸˝lmws`Google
µ¶$ÊUZç¶Üµ˝QÎ“lmws13Z;\^$'Qıcd3"Ω®fQxTl3#ól

mw˚üS&^cA$6<kQuT;Q%ÊQxT` 
 
 
 
 
_˛‹9$1;ÌY 
EFûc≥R¸˝lØeãOÅ_m3̨ ‹9$R8&R£7P Q̀uPü"'£R"ù3öUs1ı

)'£R"ù2ÌYlmws13>∏hOpT716öUsUT 8̀&ST71Q3≠∫6~aÖP

T1=PÊàıxT` 
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)b\cdefgc]hExceliOjklmQnP 
†G«! ! H! ! «(! ! , 

IExcelQk=Tò©¸R 
◊´O$rSTØ∞R2°¢(! ! ! ,O˙˚T`7P6U˚Pü◊´1`filmsPU=`¥Ø3

.l©2(! ! ,3≈u©2(! ! ,3(˚©2(! ! ,3Íœ©2(! ! ,1=P¸RO<P`)R

(˚©1Íœ©2§*1nUT¸RO<P;Q$ò6°›QxT Ùw3∏BC¶…&CQò©O£

Pgı3‹c&cµO<P71R2çàœU=;Q3qh¸RO<kST716¡=` 
ˆÜ'Tc@];õ= 
îµ¶˜CQ±I! ! ! îµ¶˜CQv]z1+Ë! ! ! îµ¶˜CQ¨c≥ß‘]A≠c!  

 
fifl"! Û;É,ò©O ExcelOk=mÚ©gn` 
-76M77M78! 62023-1896! _(45-7,.(24-60, 
01Gâ! �≠O$rQuØ`! ! �(! ! )O$rQuØ`! ! �É,ò©;¸RO$rQuØ` 
 
fifl)! 1K;ÅO∂∑lUÖ=` 

 
01Gâ! �¨c≥ß‘]OjkQuØ`! ! ! ! �◊´OjkQuØ` 
! ! ! ! ! �JVÇ/OjkQuØ`! ! ! ! ! �Å;0ÂOjkQuØ` 
Ç≠é1VÇ/ 
JVÇ/1=P%ÊU‰f6÷à_m=T63JVÇ/Olm˚lsU=¶vıxT` 
‹c&cµ;hF4i‹cO2S11VÇ/(3,6˙s`7;3O˙˚T71QÇ/STv]64ï
ÖPT` 
+é3A1#5(A5,64ïÖPT! ! ! A31#£(",64ïÖPT!  
3A31#51£61ıR4ïÖPT`SUàÂ A11=Pv]OÇ/ln˚T` 

Ç≠+fl! 1K;ÅOÛ;%6Q∂∑lUÖ=` 

�h)i6$rÖPØv]1h"i6$rlØv]O7hT◊´O∂∑ST` 
�h)i6$rÖPØv](˝¸+Q2 C2,R1VÇ/;3ˆcçO˙˚T` 
�¨c≥ß‘]‰fO<klmS•m;v];¡∫O€∞T` 
 
fifl|! Û;\cd2dt8;H8§£Äú(9)1H82:é(;)QxT` 
1H 6.1393! ! 2H 6.9325.5! ! 3H 10.23174.5! ! 4H 15.93107! ! 5H 21.53104 
6H 22.93196! ! 7H 27.03358! ! 8H 28.63185.5! ! 9H 23.23163! ! 10H 19.0340.5 
11H 15.23111.5! ! 12H 10.1390      
-ExcelQÅO∂∑lUÖ=` 
6H8§£Äú(9)1H82:é(;)O"˙;C¶ßQXlUÖ=` 

!"#$%& ! " # $ % & ' ( )

'!!()* " $ & ( !* !" !$ !& !(
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Ç≠éªºc≥T˜≥‹c;ÃÁ 
ˆÜ'Q;∂k2<è„Qà´œ^S=6øÒ¶QxT`Æ;Ø∞Ò¶„R∂kSTØ∞R2ªº

c≥T˜≥‹cOÊkST1n=` 
�CtrlMC! …! A≠c! ! ! ! ! ! ! �CtrlMV! …! ‘œt˚ 
�CtrlMX! …! jœJœ! ! ! ! ! ! �CtrlMZ! …! "˙G;Ë∂R=T 
�CtrlMA! …! Am±I! ! ! ! ! ! �CtrlMS! …! ˝"uÎ“ 
�CtrlMB! …! >Æ! ! ! ! ! ! ! ! �CtrlMI! …! ?; 
�CtrlMU! …! KÂ! ! ! ! ! ! ! ! �CtrlMF! …! î!&˜ç'OBs 
�F12! …! ºGO˙˚mÎ“! ! ! ! �ShiftMF5! …! Gù;@ÑAR+Ë 

 
Ç≠éExcelRw˚TK◊(ÃÁ, 
§•m†gR<_ØK◊2ù˛RBClm=7P 
k} K◊º <=> 

◊Ç;vÚ =SUM(ÖÜ) ÖÜ;vÚÇO–S` 
◊Ç;§£ =AVERAGE(ÖÜ) ±IlØÖÜ;§£ÇO–S` 
|DÇ =MEDIAN(ÖÜ) 

 
≈◊⁄'≥RE¥PT◊Ç;SC

ÿ& (|DÇ) O–S` 
—dÇ =MAX(ÖÜ) ≈◊⁄'≥RE¥PT—d;◊Ç

O–S` 
—ƒÇ =MIN(ÖÜ) ≈◊⁄'≥RE¥PT—ƒ;◊Ç

O–S` 
àâäq =STDEV.P(ÖÜ) ≈◊OFΩGA;1ÁUl3FΩ

G;àâäqO–S` 
JKL◊ =CORREL(ÖÜ) 2 ˙;E5\cd;JKL◊O–

S` 
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)opq1rlstuvwP0xypq1z{pq0 
†G«! ! H! ! «(! ! , 

Ir_Ö1Hñ 
! (! ! ! ! )12IïÇ6ZPs¨=¡;ÇR =´Oò{ST`SUàÂ3Iï;rlÖOÅS !̀  

(! ! ! ! )12Œœ–lIïlØ¶v;Ç; ÖOò{ST`SUàÂ3Iï;HJÖOÅS` 
+fl! „;|D6¡;Ç( K2=Rıà´¨U=,1lØ¶v3Û;ü˙;?dc&OL;eF(à,

QXg` 
Mr_†6Hñ2N=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! OHñ2l=6µr_ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pµr_QHñıN=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Qr_QHñıl= 
 
 
 
 
 
 
 

Òò/! h'≥˜∏Ü\˜¯Q 5.00R≠d⁄O∞⁄ÆPi 
:! EFÖPØ ExcelßS$]h'≥˜∏Ü\˜¯iOBs 
-ÀÃ AhS≥Bûc‹UliQ}ùÚIST` 
6ÀÃ BhS≥Bûc‹xœiQS≥Bûc‹;⁄€‹OT=m}ùÚIST` 
_ÀÃ·�‚;§£Ç1àâäq(à àâäq,O©”ST` 
@&@ABCD)EFGHIJKLMNOPQRSQTUMVDJKLMTUMVRExcelW)X=STDEV.P(YZ)[

W\]^_DTWM^R`abcdefghP^R 

!" # $
% &'%% ('%)
) ('*+ ('))
, ('-+ ('&)
( &'%( ,'*+
& &',, ('&(
. ('.* (',+
- &'/* ('.&
+ ('&* ('-(

012 ('*.,-& (',*,-&
34 /'),-(+( /')(*+(-
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bExcel˝Q3UC¶ßO∂∑l3…¶c^cO˙˚T` 
·§£ÇO±Il3hV$imhUC¶ßiO±I 
‚C¶ßL˝;hMˆcçimhpqÖÜimhÆ;í;¨∏ªº&i 
! i$__WXjCYZ[klNmnopeq=r2GsG)tOuv^T0_v)wx(tOuvqV^klWy

zN{|eqV^}lW)~VRX~�ÄÅÇqr2GsG[NLlqV^ÉÑTÖÜuv^IWiáR 

‰hWcÿc◊ïimhÇ;˛ïi 
Èhr;pq;ÇihX;pq;ÇiÆPØPR©”lØàâäq;ÇO±IST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…¶c^c2àâäq†˚QUsàâpqQı˙˚T716QuT`∂Ï£PEF†°^fiflEF3

EFÁ;jË3a”;±≤c≥UZ‡uU¶>QjkQuT;Q<=7UgTnPRlnP` 
 
Yxypq1z{pq 
'≥˜∏Ü\˜¯;fifl;ÀÃ A�B2)∆‡;pqOÚœ◊Ú1U_m=Ø ∂̀∑lØC¶ßOZ

[1l3)∆‡;pq;)\R˙=m¥1∞nP` 
-xypq random error 
 
 
6z{pq systematic error 
 

‚ 

‰ 

È 
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|õJKef1úùûef!  
†G«! ! H! ! «(! ! , 

IáF81JKef 
-áF8é)˙;ç◊\cdOı1R©´™lØ8 
áF8Q2)˙;ç◊£;KLO©´„RÅS716QuT` *Ú6]T…'1lm3

(! ! ! ! )Oç◊Rlml¥P71QxT`ç◊2)˙1ıcn\cdQU˚PüU¨U=` 
bé˘ò1;Ç;KL(^8, 
&éák;_.ñ(_.�§Ë�µ_,1∞/;ñv=(`e�§Ë�µ.,(L8, 

6JKeféKRU_Ø)˙;ç◊£;KLOî|ST%D 
úaR)˙;ç◊£OÁb•m3Æ;KLh6Z;Oñc=´O§•Tı;Qxœ3hÃ>;ç◊

6í>Rd“STi1=Pef2EuQ=U=` 
 
ã+flåEFÖPØ ExcelßS$]OBu3g„y 20ºRw˚Th|;|hij1kA±'∫Bc
];lñ;KLOáF8QXl3JKL◊O€∞n 

 
:C¶ß;d$≥]3ì¶’]3úÑ2°¢$PT/mO˙˚nP C̀¶ßOÁØ†˚QVOò{l

m=T;´à´TnPRlU=1=˚U=`J%Rrls–à_m#∞mh78iRUT;QxT  ̀
!  

·áF8O∂∑Ï37;ù˝

ÁeO%Ê]ç⁄˜ç 

‚ì¶’]

Oç⁄˜ç 
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®ò/]fl! (d.$Úv&dch78iÚ∂]flî|k$ScCn}]nœÏfl) 
AÖu27; 1-£3Hr„R SNSOÊklm78OêUlmuØ`Æ7Q3SNS;78êU6
Z;OñWeb»$≥D;\]Ã◊R∑∏Oπ∫Ø´§•T71RlØ`SNSD;78êUÃ◊O
();o∆´¨§•3Web»$≥;\]ù◊OH8RΩÚlØ17·Å;nPRU_Ø` 
 

ÅpSNS;êUÃ◊1Web»$≥\]ù◊ 
H SNSêUÃ◊ Web»$≥\]ù◊ 

1 24 423 
2 14 259 
3 9 283 
4 11 301 
5 20 492 
6 18 289 
7 26 701 
8 32 789 
9 16 520 
10 9 150 
11 12 198 
12 27 501 
vÚ 198 5106 

 
]1.!̋ ¸ÅO ExcelQ∂∑gn` 
]2.!vÚOK◊Ok=m€∞n` 
]3.!SNS;êUÃ◊1Web»$≥\]ù◊;KLOáF8QXg` 
]4.!ùû<ÂO€∞n` 
]5.!"ù; SNS;78êURVlm3Web»$≥\]ù◊6eqVùrÉlm=T716fQJ
PT´3—ıi∆Uı;O±Is´¨±•` 
·eq 17ù! ! ! ! ! ‚eq 22ù! ! ! ! ! ‰eq 27ù! ! ! ! ! Èeq 39ù 

 
Ç≠éû&?¶S≥⁄˜çîï 
7P¥Qt_muØîï2S•m?¶S≥⁄˜çîïQ3\cd6r}eFlm=U=1<∫U=`

77Q2\cd6r}eFlm=U=¶vRık=T71;QuTîïOPQST` 
?¶S≥⁄˜çîï û&?¶S≥⁄˜çîï 
"à  tîï 

V;)àbu tîï 
)à  tîï 
JKef 
ùûef 

"à ;vRt6Ñîï 
Wilcoxon;vRt6Ñîï 
Mann-Whitney;Uîï 

6ÑJKef 
6ÑJKef 

wy$îvÚ;Ç2p_m=¥S`

])QrlsK◊Ok=mvÚO

€∞m=T´Ox+R01STØ

∞QS` 
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ü_\cdOC¶ßRlm®©™lnP 
†G«! ! H! ! «(! ! , 

I\cdO78RlnP!

\cd2Ω∞Ø†˚Q2◊Ç^ˇÆ78Ql´U= 7̀P¨OeflØœ3í;\cd1Kct˚T

71Rn_m32h∞m781lm;1Ç6sPT C̀¶ßRn_m\cdO®©™ST7123Ò

N„RvÜR–∫TØ∞;>D;"˙QxT`!

!

ÒZPefSPüy=´!

+! hy∑ihZÂ¨´1=P1y∑ihZÂ¨´1=P1êVihêVi;ü%‚Q3ÿ&pc≥O

1_Ø` 
-úaΩÚîúa12=∫3̧ zã;{5†_Ø|‚´¨2}~„RhV´i6Á∫TnPRU_Ø` 

 
6C¶ß(�C¶ß,îÃ+OYZT13V´ObuST¶v2hUC¶ßi3+£Ä(OQØ=1

u2hÅPÂC¶ßi3KLhOQØ=¶v2háF8iUZO<P`.eØÂ6BY~˚Ø=71

O‡ÖSTØ∞;Z[OXSØ∞R3ZuUC¶ß^ÅOk=Pünœì^r6rS;´O≠∫n

P Ç̀ØÂ2]flOÒsÉΩOlmuØg=Q3C¶ß;fQJœ2¥x¥xQumı∂T>2ÑÖ

„RQuU=` 
ãªlQ;();ºÜå 
��C¶ß2—@%*†`(ScienceEnglishRK¨PØtdá.Ú) 
��C¶ß2! ! ! ! ! ! ! ! ! ;Ø∞R<Pı;`( *pkÚ�SSHàâ˛‹ä$�M9á) 
 
 
 
 
 
 
!

!

!

!

:C¶ß;æèOç∫T1˝ãåçRlmıõ=6à´T ÈF†°;±≤c≥3ScienceEnglish;
≤'dc3fiflEF;Yˇ2S•m˝ãåçQxT;Q∂∑+R$òST71` 

y∑! 4 

ZÂ¨´1=P1y∑! 11 

ZÂ¨´1=P1êV! 9 

êV! 16 

!"#!$

%& !

'()*+,-+%& ""

'()*+,-+./ #

./ "$

01 !%

tà âäãOåtçIéèêë(LVqI:3íGìîï 
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_çB'ΩÚîılÿ&pc≥%‚Rh8;\cd6xPü3hçB'ΩÚi6QuT`çB'ΩÚ

12úaΩÚRç◊OÉ∫mefST71QxT`7;nPR\cdO˘>∏Qù£„R~aST

13ü¨ü¨;|‚Q2Á∫U´_ØhV´i6Á∫msT`7;Ï3éè£QóòUq6xT;´

O{Ú„UflaıQuT` 

ñ~ó0t)~^òfôöõúö)Ou~VROPDùv)ûD~^Rà

!

ê! hwSS∞C¶ßi2 ∆Ry=C¶ßñ!

A- Excel./001234556789.- - - - - B- A:;<=>/?.@ABCDEFGH8234 

!

ÅÚ©@ß≥6wSS∞lmsTC¶ß6.eR1_m°›UC¶ß12¨U= ¥̀Ø3C¶ß;

ëR˙=mıq‡Q3ëıdjU78;"˙QxT í̀Öàl=ë<=6Qum=T´≠∫T°›6

xT Æ̀ıÆı˝ãåçRUT;QxPü3ÆPRì∫PTÉ∑OST°›ıxT G̀z;C¶ß î�

ï2ZÂ¨ı˝ãåçRUT71OÁñlmÉ∑lm=T`É∑;ó>2K;8;nPRh\cdz

5;"´◊ïi´¨ë†˚QUs3Â;>Ö3†Â�àÂUZç;QuT`!

 

!"#$% &"#$%

'( ! "

)*+,-./-'( # $

)*+,-./-01 % "

01 !" "

23 ## !&

tà âäãOåtçIéèNXâäü[(êëP^_D(LVqI†° 
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®Ûò;◊RilØC¶ß!

L;C¶ß2h-ñ1$Úô¶i;öì�õì;)

˙;ìQÅslØ)Ûò;C¶ßQxT $̀ScC

l^S=C¶ß†63Xgm=T782öU=`!

Gz;AQXlØC¶ß2hl*i1=PÛò6ì

ÉÖPØ71Rn_m|Ûò;C¶ß1U_m=

T`|Ûò†´¨1=_m úì3ùì†˚QUs û

ì¥Q=Pm|Ûòù£O8XST°›2U=`!

!

HC¶ßOuP=R2œ˙˚nP 
-—1-£ü†°OáF8QXlØ637;¥¥Q2=·=·1µ÷6xT` 
+"! ExcelQ∂∑lØC¶ßOÆ;¥¥WordRÖœt˚Ø¶v 
-ExcelQháF8iO∂∑m 
 
 
 
 
6A≠cl3WordRÖœt˚Øm 

 
‘œt˚;¨∏ªº&2=s˙´xT6 
L82ÃJLh8QÖœt˚iO±IlØ 
+)! ExcelQ∂∑lØC¶ßOWordRÖœt˚mölÉ∑lØ¶v(É¢, 
-6+"1#Ë 
_±$ÿÜ≥¨∏ªº&QhˇÆ5;

Åœ–liO±Il3»∆‡;|´¨

ijUı;O±,`ZPıöl¢˙)

\6nUT6386.ßRË´gTn

PRUT712#Ë` 
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b8;≥⁄…&C!  
µ°›UÁe6xT;Q≥⁄…&C(T

˜≥,ST` 
 
 
 
 
od$≥]3¶’];ìÉ(£Ç›, 
Ç¨6C¶ßO∂T13d$≥]�ì;¶’]�úÑO°¢<PT`\cdO®©™ST71Rn_

mÁgØ=71OÁg^SsSTØ∞RC¶ßO∂_m=T;R3h7P_mV;C¶ßñihõì2

VOXlm=T;ñihúÑ2VñiUZ;æ]OÖgm2=˚U=` 
 
hV$i#h8§i#h∫‹'≥&˜ç'i 
∫‹'≥&˜ç'R2.ßRˇÆO$rST 
716QuT`7PO<_md$≥]1ì 
¶’]O$rST` 
�∫‹'≥&˜ç';h•ÂiO1T 
�∫‹'≥&˜ç'2h¶>iRST 
 
ôC]c∏™lm"˙;8RST 
7;¥¥†1S•m^¶^¶QÏ£UZST1¢Pml¥PØ∞hC]c∏™il"˙;8RST`

hSHIFTiO2lU6¨S•m±Il3Lç⁄˜ç3C]c∏™O±IST` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-—(ß�, 

!
"
#
$
%
&
'
(
) 

-—R®∞T-£ü†° 

¢£G§äP^• ¢£G§äP^D¶LIû(~?0ßv^

®©T~V 
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»r! "p∏BC¶…&C;G  
!"!# $%# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

#

#

&' !# ()*+,-./012345/6789:#

# # # # ;01<=># ?@ABC#

#

# # # DEFGHI#J)I#J)KLC3#

MNOPQR’#‘STUV,WXYZ[ZU\V]^R”#“ST_`WXaZ[ZU\V]bc
d:#

#

ef !# DEFGHIJ/ghijk3RlC9mSR?@ABCSR?@n@CSopqrs*+,-

./5t89:#

#

#

!"u# vw# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

# vwoC# xyzMNO/{|rs})9mP~)#

# # # x�#Ä#Å# b � oÇmvwA Å/ÉÑrsoÇmÖÜb#

� A Åá{àâäs:#

# # # xvwC3y/ãåç@éè3êërs?o~bås:#

# # # x� )íìCîsïñóòáîsá3#

ôåPTö^èzrÇ]õú/ùûs?oábås:#

#

&' u# ()*+,-./012345/6789:#

# # # # ;01<=># ü†°°¢#

#

#

# £)*+,-.)9mA3DEFGHI�JoÇmãå§b3#

� )KA{àâäkÇsTÉÑâäkÇs]wyzMNO/pqrs?oábås:#

#

ef u# vw !"A£)õú/3vw #$%&'A•)õú/ÉÑ23£)õúo•)õú/¶<2
ßõú/$%rs*+,-./5t89:(

;®V©>DEFGHI™†´#¨≠FH�Jb ™† AÉÑâäkÇsyo3¨≠FH� AÉÑâäkÇsy/¶<r

s?oábås:#

#

#

# DEFGHI#JÆØ∞AI#J)KL/$%rs±w# #

DEFGHI!?@ABC"J#

�#Ä#!ü†°°¢"#
DEFGHI�J#
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+,-./ !"#$%&'()*//

†G«! üH! ! «(! ! , 
7P´¨"-£´˚mfiflEF1=P⁄F„U./O£=¥S`7P¥QákQ˘R˙˚Ø5fi^

«≠>D3«¿ÚjQ;Ä„UZ6B2˙s3æ;l=./QS`©-ÏR^¨PT∑N2|-£

;l*ÚjQ—ıduUı;1UTe37œñ∫U=1=˚U='≥±'ı¡=1=P)\6xœ

¥S`!

™() ©´-;¢=;fiflEF'≥±'¶&‹&C™!

n"Ñ! ijUfifl6Á˙´¨U=!

! m7P¥Q]flOπ∫¨Pmü´œ†_ØØ∞¨uQ∆y`¢Ú2J≠R27PT6¡∫29∫

¨PU=`!

n)Ñ! }|¥QÆ∞Ø6ØR,Â∆Øœù|eÒST!

! mh7;∫cˆQ£7P∞i1Æ∞m=_Ø2==63∞Ìg±Ø6sP}>R≤PT`∫cˆ

Oç∫T´37;¥¥Æ∞T´31=P≥¥6ÚhT`fiflEF;µ∂{;"˙`¢Ú2J

≠R27PT6¡∫29∫¨PU=`Qı3¢ÚOijR∑_m7;≠&¯O∏BlØ=`!

n|Ñ! ZP^¨h+£6U=i¨l=!

! mhÁj6πl=ihák;fifl6@à¨U=ih∫'≥∫c6îi! !

nüÑ! S&^c;õ£KL!

! m1K;ÈOÇ≠RlÊP`QuUªÄ2U=`ijR¢ÚO∑_m7;≠&¯ı∏BlØ=`!

!

·fiflEF;‡XO5·P!

fiflEF1=P1híìîZXiO«=º´•¥S63°¢lı7;•R2¥T°›2xœ¥gu`

≠∫¨PT‡X2Û;ËœQS`!

!

! ! †ΩëW(†g;∫‹'≥R2—˝,!

!

ê! xUØ6^_mQØ=EF2Z;‡XRe‡ÖPTQlÊP´`!

!

!

!

!

!

!

!

!

‚‚„R‰Â–œ¥lÊP!

EFOÆ∞m=sR˙Pm3EF;‚„OÁˆ=6ÂQS`£uæ_Ø1u23hVOl¨´RlØ

=;ñi3h(‚àQ2Us,‚„2VU;ñi1˝Ñ‚„Oø`fil¥lÊP`776µl_QuÂ

u1ìlQum=U=C]c∏23Æ;¥¥Æ∞mıù|eÒlml¥P716xT;Q3¥¢2‚

„Ol_Rl¥lÊP`!
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ê! xUØØÂ;C]c∏;EF;‚„2VQlÊP´`!

!

‰ÁËlO‰mnP!

Yˇ¿”¡∞jœ()H˝¬,3≤'dcêÅ≈(|H˝¬,3.≈êÅ(eôz1,UZ;duU$

’&≥O`fiÖg√©ST71Q3'[c]'∫˜∏O◊ïST716Qu¥S …̀Ì�|Ì;‚à

O˛‹9$RT=mı¨P1n=QlÊP`!

!

ÈÈÍeÎOlnP!

G „Rüõ"KQ†Gl¥S ÈF6ÆuQsTR˙Pm3úñq6êÚlƒ≈è;xT⁄c%c

6"õQ∆∫ÙuQl¥P*+6Áƒ˚¨P¥S`!

«M·! <Pö6¡=3»…lØ§•öO^_m7U=UZÂÊ_1lØøqr„U‚ñ´¨úñ

q6êÚST`.e6^_Ø˚P6 =1«=3Û´¨ó*OùÖU=`!

! ! ! mKÂÁ;|À¥QÆuQl¥P1˛‹9$ıß\Bc6ÃlsUT;Q3|ÀRn_m2

 ∞RJ≠ST71ı°›QlÊP`!

«M‚! •fiÏRÆ;¥¥fiflEFOn˚T¶vıxœ¥S 7̀;1u3ÁjËQ˚1uZÇÉQu

U=716ns13ç¶ÊR[klm=U=ÚΩ3ÕËOu´gm=TÚΩ6XÎèOèhT716

xœ¥S`!

! ! ! m[kç¶Ê;äœıC]c∏"∑;1uR≠ŒQuT1nœy=QS63µıxœ¥S`

Áœ];¢Ú>RJ≠lmQT71ı°›´ılP¥gu`!

«M‰! VO^_m=T;´à´¨UsUT`ªò2U=6}|QS&^c´¨w=m£´PT`!

! ! ! meã6ÃlsU_mumnsà´¨UsUT71ıxœ¥S`5fi^flf;^˜çC¶Ü

&µıKàœ¥S;Q3EFÁ;ÚΩ1Ã–;ÁjË;ÚΩ;—v;C]c∏UZ2$ò6

°›QS V̀“1lm345∫‹'≥R†„¸˝O”+¸$lEFeã;~aOST716x

Z¨P¥S S̀&^c;)\�cQOÚ´lØÈÍeÎO≠∫¥lÊP •̀fiÏRÍPU=;

QxPü3.[QYˇOî!lm∏⁄&≥ÿÜ≥lmsT3̌ "O∂‘ST3\cdO¥1∞

TUZ2ZPQlÊP´`A$6§’;XÎ2Ãl=´ılP¥gu63µ÷§èOÚ¥¢3

Uw´˙¯c‹R◊Clm=T1=PòfiOÅ_m=uØ=QS`!

!

ÎÏÌ;ÓÔ»�›OóÒRjkl¥lÊP!

Ωv�àÿOlmSŸR∂kRJœ(´P¢3h∂«2VOSTñi1Ü_m=TnPUC]c∏2

›$òQS`«M1lm3hÁËl6‰m¨Pm=U=ihGù@+R⁄œ–œ6Qum=U=iØ

∞3ÃÁ3̈ uQ=T�≠∫m=TnPRÁ∫T;QS6óò€U+£2(zgm=U=716xœ

¥S Ó̀Ô»�›OóÒRjkSTØ∞R3Gù@+R‹'¥QRlmws›u;ÓflOl¨´

Rl3ÆPOÛùRÅÂfiœî|ST1=_ØOP6°›QS`!

+! Gùh†„Q\cdO^m3flú‡·‚R$rlØi!

! ! ÓflhijUC¶ßRlm©´„RaÒQuTnPRSTi3hKcSTYˇO⁄lm∏⁄&≥ÿ

Ü≥lmsTi3h£_Ø§";>DO¥1∞Yˇ;†Ω1lmÎ“lmwsi3h{Ú„Ufl

aO©ôR$P3îï>DO§•mwsi!

! !  +! ÓflOÅÂfiœ3\cd;Ò„OüõQÌYST!

－94－



 

‰Î∆;¢ÚOP¥sÛuÙıP!
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創知Ⅰ 研究実践・評価について 
06.10.21 

基本スタンス 
５回め終了時にレポートの提出（classroom・授業から） 
↓ 
オンライン上で担当者からコメントの入力・修正依頼（６回め～７回め） 
↓ 
修正させたものを評定づけ 
 
遅れて提出する者は、 
奇数番号の生徒が「①本日提出できないこと，②完成予定日，③完成したら相方からメール
があることを担当者にメールでちゃんとした文章で報告。その際，相方を CCに入れる。」 
偶数番号の生徒が「①完成したので確認を依頼する。その際，相方を CCに入れる。」 
 
評価ルーブリック 

 確認する項目および徴候 
A評価 （C・B評価の内容に加えて）論を強固にするための反対意

見が論の展開と整合性がある。 
引用文献を適切に示し，研究倫理を遵守する態度がうかがえ
る。 
信頼性の高いデータ，事実を提示できている。 
完成度の高いグラフを作成している。 

B評価（全員到達させたい
目標） 
コメント入力し，生徒が修
正すれば到達できるレベ
ル 

（C評価の内容に加えて）目的と結論が一致している。結論
を裏付ける根拠となるデータ，事実が示されている。 
論を強固にするための反対意見が述べられている。 
引用文献を適切に示そうとしている。 
グラフを作成する場合はラベル・軸・タイトルなどを表記し，
適切にデータを情報にしようとしている。 

C評価 １～４の章立てができており，目的と結論が述べられてい
る。 
コメント入力したが適切に修正しきれなかった。 

入力先：セキュリティ→創知→R6→１年 
A評価（６），B評価（４），C評価（２）と入力 
※明らかに貢献度が低い者がいた場合は１段階下げて入力する。 
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探究活動の形成的評価方法～担当者からの話題提供～ 
天王寺 河井 

・困りごと 
 北陸近畿圏の複数の SSH校は共同で学校間を超えて課題研究を評価するための「標準ルーブリッ
ク」を開発しています（西岡・大貫，2020）。これを用いることで，長期間の探究の過程を評価し支援
につなげている事例が複数報告されています（例えば井上，2020森島，2020）。しかし，本校では本来
のルーブリックの理念とは異なり，論文による「成果物一発勝負」評価に陥っていました。これまでも
形成的評価は行っていましたが，中間発表や行動観察，個別の声掛けなど，担当者がそれぞれの基準で
自由に行っていたため，いわゆる「職人の技」の評価となっていました。そのため，分野間，グループ
間，個人間の支援の差がありました（そもそも支援の必要の有無すら見取れていませんでした）。 
 
・「４つの窓」とは？ 
そのため，形成的評価のための枠組みを整備し，指導経験の差があってもすべての生徒を適切に支援

（ここでの支援は「増強」の意味も含む）するために，「４つの窓」を使用することにしました。「4つ
の窓」とは，探究活動における自由試行の過程について，時系列に整理，可視化するものであり，「悩
んだこと,目指したこと（目標）」「試したこと，行動したこと（行動）」，「行動してみて起こったこと
（結果）」，「わかったこと，手がかり （考察）」の 4つの要素を記入するものです（村上・向井，
2019）。学習者はマス目を左上から右下へ向かって埋めていくように記述し，矢印で関係をつなぎます
図 1）。 

・「４つの窓」の運用方法 
 HRにて担任の指導のもと，45分間で作成しました。このとき，指導案を予め学年会で共有し，ねら
いや流れを確認しました。回収後は，担任による形成的評価（クラスの生徒で支援を要する生徒，その
内容を担任レベルでみとる），課題研究主担による総括的評価（３段階の評定づけ）1，各分野の担当者
に返却しグループレベルでの面談などに使用，最終的には生徒に返却しキャリア・パスポートに保管す
る予定です。 
 
・これまでの実践事例（１年め・R4年度） 
 支援に使用するというのは「建前」で，評定をつけるための「口実」（エビデンスですらない）とい

 
1 評定づけには使用するが，あくまで支援のための形成的評価であることを最優先。評定に使うのは「副産物」ということは間違えない
ようにしたい。 

図 1 「４つの窓」の記入例（向井，2023 より抜

探索１ 

探索２ 
探索３ 
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う邪な考えでした。そのため，面談などで活用されたとの声はなかったように思います。ただ，課題研
究を熱心にやっていて，自分のやっている内容を理解している生徒は，「書いている姿を見るだけでわ
かるね」という気づきは成果でした2。 
 
・これまでの実践事例（２年め・R5年度）（別紙・論文） 
 「４つの窓」の効果を検証するためにデータを取って検証してみました。このとき，ルーブリックを
使って評価しましたが，査読の結果をもとに再検討していると，ルーブリックではなく信頼性は担保さ
れなくても，チェックリスト形式にしてそれの数で３段階の評価でも良いのではないか，と考えていま
す。 
・今年度の実践事例（３年め・R6年度）（資料あり・原本のため取り扱い注意） 
 探究主担が全員分を３段階で評定づけし，「見たで」に赤丸が「特によくできている」，青丸が「支援
が必要」の合図をしています。これは担当者への申し送りであり，生徒にこのことを伝える必要はあり
ません。評価中に，気づきがあった生徒には赤字でコメントを個別にいれています。また，口頭での支
援が必要な場合はカウンセリングに出動しました。 
 
・これまでの成果 
 「探究主担レベルで明らかに支援が必要な生徒を瞬時に判断でき，支援に出動できる」「研究テーマ
が途中で変更されたとしても変更前のテーマの探索過程を見とることができること」，「行動観察や問い
かけなどでは気づかない生徒が抱える課題を表出できること」，「作成した『４つの窓』を生徒自身が見
ることで，メタ認知を促すことができる（Assessment as learning）」などです。 
 
・汎用性を持たせる上での課題 
 教員間の評価観・教育観の違いに大きく影響されること。 
 
・応用 
 「アクティブ・ラーニング」，「主体的，対話的で深い学び」，「観点別評価」以上に「確信犯的な」実
践を生みかねない個別化，個性化教育の１つの提案となります。 
 
【演習】 ※写真撮影はご遠慮ください。 
物理，化学，生物，数学・情報，文献研究（国語，社会，英語），文理融合（社会，芸術，保体，英
語）のグループにわかれて，今年度の「４つの窓」で「Assessment for learning」をしてみましょう。 
Q 当該の分野の指導はうまくいっているでしょうか。 
Q 困難を抱えているグループはあるでしょうか。また，あった場合はどのような問題点があるでしょ
う。 
Q 困難を抱えている生徒はいるでしょうか。また，あった場合はどのような問題点があるでしょう。 
Q 突出して探究が進んでいる，内容が深まっているグループはあるでしょうか。今後どのように増強
していけばよいでしょうか。 

 
2 初年度は探究の定期考査で記述させたので，そのときの試験監督からのコメントより。 
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資料２ 論文間違い探し 

 
課題 破線以下の課題研究論文を読み、不備があると思う箇所に下線を引いたり、〇で囲むなどし、具
体的にどのように改善すればよいかアドバイスを記入してください。ただし、余白、文字サイズ、フォ
ントは指摘の対象外としてください。 
 

 
「見えざる人の存在の想起」によるポイ捨て抑止の効果 

 
 

1. 序論 
道路・公園・空地における、たばこの
吸い殻、飲料容器などのポイ捨てによる
散乱ごみが、昨今、都市型ごみ問題の主
役になっているといわれている。また、
これらのごみは、収集しにくい、排出者
を特定できないなどの問題を持つだけ
でなく、地域環境を損ない、さらにはご
みの排出環境を相乗的に悪化させてい
るという指摘もある。松村（2019）はポ
イ捨て抑制のための仕掛けとして、鳥居
と日めくりカレンダーを使用すること
で、1 日あたりのゴミの総数は有意に減
少したと報告している。松村はこの理由
として、他人の目を気にすることにより
ポイ捨てをすることを躊躇させるので
はないかと考察している。 
 
 
 
 
 
 
2. 材料と方法 
本研究では、他人の目を気にさせるこ
と、すなわち「見えざる人の存在の想起」
させる仕掛けとして、ほうき(コーナン
オリジナル庭ホーキ赤シダ短柄 PK100S 
198 円)を用いた。実験に行った Z 公園

(堺市堺区)は四方が道路に囲まれた住宅
街の一角の公園である。幼児や小学生も
多く訪れるが、タバコの吸い殻、空き瓶
の破片なども多くみられ、安全で快適な
公園とは言い難い。実験を開始するにあ
たり、2020 年 5 月 10 日、11 日の午
前 7時にすべてのポイ捨てゴミを回収し
た。これは正確なゴミの総数を測定する
ことと、割れ窓理論(Broken Windows 
Theory)の効果をなくすことを目的とし
た。5 月 12日より毎日午前 7 時にゴミ
を回収し、このとき回収したゴミは前日
に排出されたものとし、5 月 11 日のデ
ータとした。これを同様に 15 日間継続
し毎日のデータを対照群（control）とし
た。次に 5本のほうきを出入口やベンチ
に近く、人の目に触れやすい箇所に設置
し、実験群のデータを同様に 15 日間計
測した。 
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3. 結果 
対照群（control）と実験群（treatment） 

におけるタバコ、飲料容器、その他のゴ
ミ（菓子ゴミなど）の数を集計したとこ
ろ、日によってばらつきがみられた（表
１）。飲料容器、その他のゴミに有意な差
は見られず、タバコのみが有意に減少し
た（図２）。 
 
 

 
 

 
 
4. 考察 
ほうきの設置は有意にタバコのポイ

捨ての数を抑制したが、ペットボトル、
缶、ビンなどの飲料容器および菓子ゴミ
の数については有意な差は認められな
かった。このことより、人の手が加えら
れた場所であるという感覚はポイ捨て
行動を抑制するために一定の効果があ
ることが示唆された。すなわちタバコの
ポイ捨てが有意に減少したことから成
人に対してはポイ捨て行動の抑制に効
果があったと考える。本研究では毎日朝
7 時ごろの定点観測のみであるため、成
人、未成年者によるポイ捨ての数は調査
の対象外である。しかし、飲料容器およ
び菓子ゴミの数が 10 以上になるような
日は、水風船などの玩具が数多く見つか
り、菓子ゴミの中でも駄菓子の数が多か
ったことなどから、飲料容器および菓子
ゴミのポイ捨ては未成年者の割合が高
い可能性がある。追加の検証が必要では
あるが、ほうきの設置は成人へのポイ捨
て抑止効果があり、未成年者には抑止効
果がないことが示唆された。 

 
 
 
 

５．参考文献 
松村真宏(2019)見えざる人の存在を想
起させる仕掛けによるポイ捨て抑止実
験 
 
 
 
 
 
  組   番 名前 

表１ ポイ捨てごみの数 
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【研究発表】 

高等学校「情報Ⅰ」プログラミング分野におけるパフォーマ

ンス課題の開発と評価 
―真正の評価に基づくパフォーマンス評価― 
Development and Evaluation of Performance Tasks in High School “Informatics I” 
Programming: Performance Assessment Based on Authentic Assessment 
 

河井昇†1 
KAWAI Noboru†1 

要旨：パフォーマンス課題は単元の中核となり，見通しを立てて学習するための指針となる.本研究で

は，チェックリストで評価可能なものではなくスタンダード準拠評価がふさわしいパフォーマンス課題

を作成し，その効果を検証した．生徒は自身の興味関心に応じて幅広い成果物を作成でき，ルーブリッ

クによる評価では概ね生徒全員が到達目標に達していることが確認できた．一方リフレクションの記述

から，プログラムを改善していく過程ではなく単に生成 AIの有用性への言及に留まったり，プログラミ

ングを学ぶ意義を見出せていなかったりすることが示唆された． 

Abstract：Performance tasks are the core of the unit and serve as a guideline for prospective learning. 
In this study, I tested the effectiveness of a performance task that is not checklist-graded but rather 
standard-based. Students were able to create a wide range of artifacts according to their own interests, 
and the rubric evaluation showed that all students generally reached the achievement goals. On the 
other hand, the reflection results indicated that the students did not find the significance of learning 
programming, and that they merely referred to the usefulness of the generated AI rather than the 
process of improving the program. 
 
キーワード：プログラミング，パフォーマンス評価，真正の評価 

Keywords： Programming，Performance Assessment，Authentic Assessment 
 
1 はじめに 

高等学校学習指導要領（文部科学省，2018）で

は，プログラミングやシミュレーションによって

問題を発見・解決する活動を通して，知識及び技

能，思考力，判断力，表現力等を身につけること

が示されている．これに伴い，高等学校情報Ⅰの

プログラミング分野では「コードを読み解き，発

展させるプログラミング活動」や「カレーライス

の作り方におけるフローチャートによる表現」な

ど，１～２時限で実施可能な事例がパフォーマン

ス課題として報告されている（愛知県総合教育セ

ンター，2024）．中西（2016）は「授業の終盤で

は自由課題を設定したいのは山々」としつつも，

十分な時間を確保できないことを理由に挙げ，そ

れまでに作ったプログラムを改良して提出させる

課題を提案している．ここからプログラミング分

野のパフォーマンス課題において，「自由と時間

の板挟み」があることがうかがえる．  

そもそも，パフォーマンス評価は「真正の評価」

とも呼ばれ，学習者のパフォーマンスを引き出し

実力を試すパフォーマンス課題を設計し，プロセ

スや成果物を評価するものである．パフォーマン

ス課題の例として，地元の商店街の調査を行って

その広報用リーフレットを作成する社会科の課題，

栄養士になったつもりで食事制限の必要な人の献

立表を作成する家庭科の課題などが挙げられる

（石井，2015）．一問一答の語句テストであれば

「できる」「できない」で評価することができる

が，パフォーマンス課題ではそうはいかない．そ

のため，成功の度合いを示す数レベル程度の尺度

と，それぞれのレベルに対応するパフォーマンス

の特徴を記した記述語で作られたルーブリックの

活用が推奨される（徳島，2018）．しかし，前述

のプログラミング分野におけるパフォーマンス課

 †1 大阪府立天王寺高等学校 Osaka prefectural upper secondary school 
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題は「プログラムを読み解ける」「手順や仕組み

が説明できる」「改良案が記述できる」「反復構造

を使える」などチェックリストで評価可能なもの

となっている．対象とする学習領域（domain）と

そこで示される行動を明確に規定し，それができ

ているかどうかで評価しようとするものにドメイ

ン準拠評価がある（遠藤，2017）が，逆に言えば

ドメイン準拠評価であればルーブリックを活用す

る必要はなく，これまでのプログラミング分野に

おけるパフォーマンス課題は思考力，判断力，表

現力等を適切に評価する課題となっていなかった

のではないか．この原因は「自由と時間の板挟み」

によりスタンダード準拠評価がふさわしい課題設

定となっていなかったことが挙げられる． 

本実践はこれまでのプログラミング分野におけ

るパフォーマンス課題の課題を克服すべく，時間

の制約の中で生徒が自由に問題を発見・解決する

活動ができるパフォーマンス課題を開発・実施し

た．本稿では開発したパフォーマンス課題の内容

を示した上で，その効果を検証することを目的と

した． 

 

2 実践内容 
実践の対象校である A 高校はスーパーサイエン

スハイスクール（Super Science High Schools）

に指定されており，情報Ⅰは１年次の学校設定科

目２単位で代替されている．学校設定科目は，デ

ータの活用を中心とした「探究」科目と，コンピ

ュータとプログラミングを中心とした「情報」科

目の２つにわかれている．本実践はこのうちの

「情報」科目で実施し，対象生徒は 360 名でその

うち 38名からデータを得た． 
2．1 単元の指導計画 

2023年 11月より 11時限の計画でプログラミン

グ分野の指導を行った. １時限から７時限までは

独自で開発した教材を使用し，１時限１テーマで

授業を計画した（表１）.毎時の授業は，ブラウ

ザ上で Python を記述，実行できる Colaboratory

を使用した． 

2．2 パフォーマンス課題の内容 
パフォーマンス課題を開発する際，単元におけ

る「本質的な問い」と「永続的理解」を明確にす

ることが求められる（西岡，2020）．そこで本実

践における本質的な問いは「『良い』プログラム

を作るにはどうすれば良いか？」とし，達成が目

指される永続的理解は「プロダクトを作成する際

は誰に対して何を解決したいのかなどの目的を明

確にする必要がある。その上で試行錯誤を繰り返

してその都度評価し目的に近づけていく」とし，

「本質的な問い」を生徒自身が問わざるを得ない

ようなシナリオを設定した（図１）．このシナリ

オは単元の指導計画の８時限目に提示した． 

2．3 パフォーマンス課題の評価 
図１で示したシナリオ内の①～③の観点を評価

するため，３観点３基準のルーブリックを作成し

た（図２）． 

ルーブリックは生徒に事前に示さず，教師が成

果物を総括的に評価する際に使用した．なお，シ

ナリオ内の④の観点はルーブリックによる評価は

せず，どのような学びが得られたか項目ごとに集

計した．また，パフォーマンス課題に取り組んだ

後に「情報Ⅰでプログラミングを必修で学ぶ意義」

を 600 字程度で記述させ，単元の指導内容が生徒

の意識にどのような影響を及ぼしたのかを評価し

た． 

内容
１時限目 プログラミングの基本、順次構造
２時限目 選択構造
３時限目 反復構造
４時限目 配列
５時限目 関数
６時限目 探索のプログラム
７時限目 整列のプログラム
８時限目 パフォーマンス課題「身の回りで役に立つプログラムを作る」
９時限目 パフォーマンス課題「身の回りで役に立つプログラムを作る」
１０時限目 パフォーマンス課題「身の回りで役に立つプログラムを作る」
１１時限目 パフォーマンス課題「身の回りで役に立つプログラムを作る」

表１ 単元の指導計画 

あなたは高校生プログラマです。高校生の身の回りのちょ

っとした問題を改善・サポートできるようなプログラムを作っ

てください。作成・評価・報告までを納期内（授業４時間分）

でおさめてください。これまで学習したプログラミングの内容

に加えて、インターネットでの検索や ChatGPT などの生成

AI を使用しても構いません。ただし、生成 AI は学校では使

用できませんので自宅で必要な情報を収集してください。４

時間終了時に、①解決すべき問題（目的）、②問題解決の

ためのアルゴリズム（プログラムをそのまま記載するのでは

ない）、③目的に合致したプログラムが作成できたか（評

価）、④この実習を通して考えた「役に立つ」プログラムを作

成するために重要なこと、以上４項目を報告してください。 

図１ パフォーマンス課題のシナリオ 

観点 C B（到達目標） A
実現可能かつプログラミングと
の親和性が高い内容である。な
ぜプログラミングで解決できる
と思ったか、プログラミングの
「良さ」を表現できている。

作成したプログラムの構成要素
を説明できていない。または完
成していない。

作成したプログラムの構成要素
を詳細に説明できている。

過程は述べられているが試行錯
誤の具体例が明確でない。

過程が述べられており、かつ問
題点と解決策、その結果が述べ
られている。

過程が述べられており、かつ問
題点と解決策、その結果が高い
精度で述べられている。

①課題設定

②アルゴリズムの
解釈

作成したプログラムの構成要素
を説明できている。

③批判的思考

実現不可能でプログラミングと
の親和性が低い。

実現可能かつプログラミングと
の親和性が高い内容である。

図２ 評価ルーブリック 
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3 結果 
3．1 生徒が選択したテーマ 

パフォーマンス課題のシナリオにおいて，「高

校生の身の回りのちょっとした問題を改善・サポ

ートできるようなプログラム」を作成することと

した．その結果，生徒は「学習」「部活動」「学校

生活（学習・部活動は除く）」「日常生活」に関す

るテーマを選択した（表２）． 

なお，テーマを決定する際，例として「部活動

の活動場所を単に割り当てるだけではなく，天気

予報と掛け合わせて調整する」ことを提示した．

図１のシナリオをプロンプトとして生成 AI にプ

ログラムを作成させると，「勉強時間管理支援プ

ログラム」や「タスク管理ツール」などが提案さ

れたことから，生成 AI が作成したプログラムに，

生徒自身のオリジナリティが含まれることをねら

いとし，前述の例を示した． 

3．2 ルーブリックによる評価 
図２で示したルーブリックを用いて，シナリオ

内の①～③の観点を評価したところ，ほぼ全員の

生徒が到達目標として設定した B 基準に達してい

ることが確認できた（図３）．なお，評価の際に

はあらかじめ各基準を代表する成果物（アンカー

作品）を決定しておき，それを参照することで妥

当性を高めることをねらいとした． 

3．3 振り返りの記述  
図１で示したシナリオ内の④の観点は，「この

実習を通して考えた『役に立つ』プログラムを作

成するために重要なこと」に示された内容を項目

ごとに分類して集計した．主に「プログラムの改

善方法」，「課題発見・設定の方法」，「生成 AI の

活用法」などが挙げられた．一方，「楽をするた

めには結局どこかで頑張らないといけない」とい

う記述のように分類できないものや，質問の意図

が正しく伝わらず，単に生成 AI の有用さを述べ

るにとどまるものもみられた（表３）． 

 

3．4 単元の指導内容の評価 
単元終了後に生徒が記述した「情報Ⅰでプログ

ラミングを必修で学ぶ意義」より，示された内容

を項目ごとに分類して集計した（表４）．一部，

意義を示せていなかったり，「情報が得意な人材

を早期発見する」や「先を見通す力を得る」など

同様の回答が複数ないものもあった． 

 

4 考察 
本実践ではプログラミング分野の総括として取

り組む，４時限で実施できるパフォーマンス課題

およびそれを評価するルーブリックを開発した．

「高校生の身の回りのちょっとした問題を改善・

サポートできるようなプログラム」を作成すると

いう身近な課題設定としたが，表２より生徒の興

味関心で自由にテーマを設定できたといえる． 

生成 AI を利用することですぐに「動く」プロ

グラムを作成することができたが，図３の観点③

批判的思考では 38 名中 34 名が到達目標である B

基準に達することができたことから，生成 AI が

作成したプログラムを批判的に読み取り生徒自身

で改善していったことがわかった．一方，表３で

は「この実習を通して考えた『役に立つ』プログ

ラムを作成するために重要なこと」として，「プ

ログラムの改善方法」に言及する生徒は 14 名に

留まった．しかし，「生成 AI の活用法」や「課題

発見・設定の方法」に言及する生徒が計 19 名み

られたことから，永続的理解で示した「試行錯誤

を繰り返してその都度評価し目的に近づけていく」

こと以上に生徒は「生成 AI の活用法」や「課題

発見・設定の方法」が重要だと判断したといえる． 

単元全体の評価として，「情報Ⅰでプログラミ

表３ 振り返りの記述内容 
項目 人数（人） 記述例

プログラムの改善方法 14 「フローチャートを自分で書くことで、完成形のイメージがつきやすかった」
生成AIの活用法 12 「便利だけど的確な指示をする技量も必要」

課題発見・設定の方法 7 「どこをどう解決したいかなど細かい所まで考え抜くこと」
生成AIの有用さ 4 「ChatGPTのすごさを実感した」

その他 3 「楽をするためには結局どこかで頑張らないといけない」

観点 C B（到達目標） A

①課題設定 １名 34名 ３名

②アルゴリズム
の解釈

１名 11名 26名

③批判的思考 ４名 20名 14名

図３ ルーブリックによる評価 

表４ 生徒が回答したプログラミングを学ぶ意義 

複数回答および同様の回答が複数ないものは除外したため，

合計は 38 人とならない 

意義 人数（人）
将来の仕事で役立つ 10

論理的思考 7
教養を身につける 7
生成AIの活用 5

情報の真偽の選択 5
単純作業の効率化 4
問題解決能力 4
生きる術 2

表２ 選択されたテーマとプログラム例 
テーマ 人数（人） 例

学習 3 「イオン反応式を自動で作る」
部活動 10 「タイム順に組・レーン分けするプログラム」
学校生活 6 「授業の持ち物確認」
日常生活 19 「ピアノ運指表作成プログラム」
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ングを必修で学ぶ意義」を記述させた．プログラ

ミングを行うことで身につくコンピテンシーとし

て，「論理的思考」や「情報の真偽の選択」，「問

題解決能力」が挙げられる一方，「将来の仕事で

役立つ」「教養を身につける」など具体的なコン

ピテンシーを示していない回答もみられた．ここ

から何のためにプログラミングを学ぶのかを見出

せていない生徒が一定数存在することが示唆され

た． 

本実践の課題として，「単元のはじめにパフォ

ーマンス課題の内容を提示しなかったこと」が挙

げられる．パフォーマンス課題は単元全体で取り

組むものであり，学習の見通しをもち学習のやり

がいを感じてもらうと同時に学習の結果として身

についた力を確かめるものである（中西，2018）．

本実践では，単元の指導計画の８時限目でパフォ

ーマンス課題を示したため，見通しをもって学習

することに寄与しなかったと考えられる．今後，

単元のはじめにパフォーマンス課題を示すことで

学習効果に及ぼす影響を検討したい． 
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【主題】「検討会」を中心に据えたキャリア・パスポートの運用方法の検討 

 

【副題】ポートフォリオ評価の理論を背景として 

 

【学校・団体名】大阪府立天王寺高等学校 

【役職名・氏名】教諭 河井 昇 

１ はじめに 

 本研究は高等学校におけるキャリア・パスポートの

運用が広く定着することを目的とし，生徒・保護者・

教師での三者懇談を「検討会」と位置づけ，キャリア・

パスポートを運用し，評価したものである。本稿では，

実施にあたってポートフォリオ評価の理論，学校教育

におけるキャリア教育の位置づけ，および JAPAN 

e-Portfolio とキャリア・パスポートの違いを整理す

ることで，理論に裏打ちされたキャリア・パスポート

の運用方法を検討したい。 

 

２ 過去の議論および理論の整理 

２．１ JAPAN e-Portfolio とキャリア・パスポート

の違い 

 JAPAN e-Portfolio は，大学入試において「主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を評価する

ための一つのツールとして文部科学省が開発し，2018

年10月より教育情報管理機構が運営を開始した。しか

し，運営当初から一定規模の大学数を確保できず事業

運営に制約があったことや，文部科学省も大学数の増

加に係る促進策を講じなかったことから，大学におい

てもJAPAN e-Portfolioを入試で活用することの理解

が進まなかった。このような問題から文部科学省は財

務状況の改善は見込めないと判断し，運営許可の取り

消しに至った 1。当時この事業の担当学長特命だった

尾木義久は，『何とかICTを活用して主体性を評価する

仕組みができないかと取り組んでいます。特に「一般

入試のほうを ICT 活用により主体性評価できないの

か」ということが課題です。そうした中で JAPAN 

e-Portfolio というシステムをつくりました。ここに

生徒たちの情報を蓄積して，蓄積された電子データを

使って選抜をしようという試みがこの委託事業の中の

一つです』と述べている。ここで述べられている蓄積

される情報とは，探究活動や科学オリンピックの参加，

部活動，学校行事などの振り返りや写真データなどで

ある。これについて尾木は『JAPAN e-Portfolio って，

ちょっとポートフォリオ機能は弱いです。海外でいう

ショーケースとかデータベースに呼ばれるものに近い

形です』2としており，蓄積に重点がおかれるためポー

トフォリオとは異なる点があることがわかる。 

２．２ キャリア・パスポートの導入 

キャリア・パスポートはJAPAN e-Portfolioとほぼ

入れ替わる形で導入され，2020年4月よりすべての小

学校，中学校，高等学校において実施することとなっ

た。現学習指導要領（小学校・中学校は平成29年，高

等学校は平成30年）が公示されるにあたり，中央教育

審議会特別活動ワーキンググループは特別活動がキャ

リア教育における中核的な役割であるとした。特別活

動がキャリア教育にどのような役割を果たすべきかを

明示するために，子どもたちの小学校から高等学校ま

での特別活動をはじめとしたキャリア教育に関わる活

動について，学びのプロセスを記述し，振り返ること

のできるポートフォリオ的な教材が効果的でないかと

提案された。しかし，令和２年度の国立教育政策研究

所の調査によると，小学校においては 74.8%の学校が，

中学校においては 55.8％の学校が，高等学校において

は 48.0%の学校が「キャリア・パスポートを作成して

いない」と回答している。作成していると回答した学

校においても，ノートを使用したり，ファイルを使用

したりするなどポートフォリオの形式が異なることや，

各校種間や学年間で異なるフォーマットを使用する，

記録される内容が校種間によって異なるなどの問題点

がみられ，校種や学年を越えて持ち上がることについ

ての問題点が指摘されている 3。 

２．３ 小括 

 JAPAN e-Portfolio とキャリア・パスポートについ

て概観したが，どちらも共通することはどのように活

用するのかが不明瞭なまま運用されていることである。

キャリア・パスポートをうまく運用していくためには，

何を目的としているのかを明確にしなければならない。

そのためには，そもそもポートフォリオとは何か，ど

のような学習観の上に成り立つものなのか，また学校

教育におけるキャリア教育の位置づけの確認が不可欠

である。 

－108－



2 

 

２．４ ポートフォリオ評価の学習観 

 田中耕治は Shaklee らが「Designing and using 

portfolios」で述べたポートフォリオの理論的な背景

に真正の評価と構成主義の２つの原理を見いだしてお

り，構成主義はポートフォリオの学習論的背景である

とする 4。構成主義とは，「知」とは個人の頭のなかに

貯め込むことではなくて，自分のまわりにある人やモ

ノと対話，共同しつつ，構成していくものであるとい

う見解であり，知識は受動的に伝達されるのではなく，

主体によって構成されると考える立場である 5。構成

主義の学習観にたつポートフォリオでは，子どもたち

が自分で自分の人となりや学習の状態を評価し，それ

によって得た情報によって自分を確認し今後の学習や

行動を調整する自己評価能力が重視されている 6。 

２．５ キャリア教育の位置づけ 

 キャリア教育は就業体験や進路指導といった狭いも

のとして捉えられがちであるが，本来，自らのキャリ

ア形成のために必要な汎用的能力を育てていくもので

あり，学校の教育活動全体を通して行うものである 7。

学校の教育活動全体を通じて行うということは言い換

えると，教科教育，探究活動，特別活動のすべてを通

じてキャリア教育を行うということである。当然，学

校の教育活動全体を通じてキャリア教育を行うのであ

れば，何を学び，どんな気づきを得て，どう成長した

のかを見取り，評価する必要がある。そのために，キ

ャリア・パスポートの活用が効果的ではないかという

提案がなされ，子どもたちにとっては自己評価のため

の振り返りの資料となり，教師にとっては指導の手が

かりとなることが期待されたのである 8。 

 現行の学習指導要領では総則において「特別活動を

要としつつ各教科（・科目）等の特質に応じて，キャ

リア教育の充実を図ること」が示されている。教科教

育がキャリア教育になるためには，３つの資質・能力

を育てるという目標に沿った「主体的な学び」を実現

することである。これは，子どもたちに学びと社会と

の関係，学びと自己の生き方との関係を考えさせるこ

とにつながる 9。石井英真は，「主体性」にはレベルの

違いがありグラデーションで捉えることを示す。探究

活動では，自分は何を学びたいのか，何をやりたいの

かと，対象，主題，問い，領域を自分で設定したりす

ることで，自己との対話を深め，自分の軸が形成され

る。また，特別活動では自治的な集団活動などを経験

して，目の前の現実を自分たちでつくり変えていける

実感と力量を高められる。このように，学校全体のカ

リキュラム全体で育み「出口の情意」にフォーカスし

て考えていくことが重要である 10（図１）。 

２．６ 総括 

 キャリア・パスポートは構成主義の学習観にたつポ

ートフォリオとしての役割があるため，様々な「キャ

リア教育」と銘打ったイベントごとにワークシートな

どを蓄積したとしてもそれは「点」にすぎない。それ

ぞれの「点」を生徒一人ひとりがどのように結び付け

て「線」や「面」にしていくかを保証する機会を設け，

図１で示すように学校教育全体としてのキャリア教育

の成果をトータルに振り返る必要がある。そのために

は，蓄積したものを結びつける「振り返り」，そしてそ

れを評価する「検討会」が不可欠である。 

 

３ 実践 

大阪府立A高等学校（以下，A高校）の2020年およ

び2024年度入学の１年次生徒360名を対象に実践を行

った。実践者は当該の学年団教員で9名の学級担任が

当該学級の生徒を担当した。 

３．１ 2020年における先行事例 

 A高校では2020年度入学生より本格的にキャリア・

パスポートを導入しようと動き出した。全国一斉休校

が明けた2020年6月，A4２つ穴のプラスチック製ファ

イルを配布しその意義を生徒に説明した。このとき購

 

自治（変革人） 対象世界を創りかえる 

人間的成熟（なりたい自分） 軸（思想）の形成，視座の高まり 

自律（探究人） 自分事の問いの深化，問いの生成 

学び超え（生涯学習者・独立的学習者） 思考の習慣（知的性向），関心の広がり 

学習態度（自己調整学習者・知的な初心者） 方略的工夫，試行錯誤 

関心・意欲 積極性（内発的動機づけ） 

表面的参加 受身（外発的動機づけ） 

 

教 

特 

探 

出口の情意 

入口の情意 
図 「主体性」のタキソノミー（石井(2023)を筆者改変） 図１ 「主体性」のタキソノミー（石井(2023)を筆者改変） 
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１．今学期に、特に心がけて取り組もう(自分なりに努力してみよう)と思っていることをまとめよう。 
授業         何に取り組むか 

 

 

 

 

どのように取り組むか 

 

 

 

 

特別活動（HR活動，学校行事） 

 

 

 

 

課外活動（SSH事業，習い事，部活動など） 

 

 

 

 

 

入したファイルには別冊でノートが保存でき，ファイ

リングしたプリントの内容をもとに学級活動で振り返

り自己評価をノートに記述することができるものとし

た。しかし，2020年9月に抽出して調査した学級では

プリント類が保存され適切な振り返りがなされていた

生徒は約半数であり，また学級間で取り組みの差も見

られ全く活用されていない学級もあった。結果的には

２年次にはすべての学級で活用されなくなり，ただの

「ファイル」と化した。このときの取り組みがうまく

いかなかった理由として次の３点考えられる。１つめ

は，なぜ取り組むのかという目的が教員間で共有され

ておらず，必然的に生徒にその意義が伝わらなかった

こと，２つめは，定期的に振り返りを行う時間を学級

活動で確保できなかったこと，３つめは，プリント類

の規格が統一されていなかったことが挙げられる。こ

れらの反省を踏まえて，ここに前項で示した「過去の

議論および理論の整理」を取り入れた実践を行った。 

 

３．２ 2024年における事例 

３．２．１ 「検討会」実施までの過程 

 2024年2月，入学生を迎えるにあたって当該学年団

に対して，前項で示した「過去の議論および理論の整

理」を共有し，キャリア・パスポートのねらいと意義

の理解をはかった。これまでA高校ではファイルに資

料を蓄積することのみに重きをおいていたため，キャ

リア・パスポートを有効に活用できていなかった。そ

のため，振り返りを促す工夫として，A4紙製個別フォ

ルダの「ワーキング・ポートフォリオ（以下，WP）」と

A4２つ穴の紙製ファイルの「パーマネント・ポートフ

ォリオ（以下，PP）」を用意し，2024年 4月に生徒に

配布した。このときプリント「学期を見通し，振り返

る」を配布し，「何に取り組むか」「どのように取り組

むか」を記述させた（図２）。これをPPに保管させる

とともに，WPには教科の学習以外で使用したプリント

やワークシートなどを一時的に保存させることとした。

2024年6月，教科の学習，探究活動，特別活動を通し

て何に興味を持ったか，何を学んだかを振り返る機会

を設け，成果と課題をプリント「学期を見通し，振り

返る」に追記させた（図３）。このとき追記した内容の

裏付けとなる資料をPPに移行し，記述内容の根拠とさ

せた。 

 A高校では 7月に生徒・保護者・教師での三者懇談

を行っており，この場をPPを用いた「検討会」と位置

づけた。事前に生徒には「あなたの学びを振り返る検

討会を実施します。ここで先生から『どんな問題意識

で，どんな課題を設定した？』『どんなことを行った？

達成できたことは何？』『今，困っていることや迷って

いることは何？』などの質問がなされますので，それ

に回答してください。その上で，先生や保護者から評

価やアドバイスなどをします」と伝え，生徒がPPを用

いてプレゼンする機会であることを確認した。また，

このとき評価の基準となるルーブリックを示し，検討

会で求められる到達目標を明らかにした（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．２ 「検討会」の評価 

 2024 年 7 月から 8 月にかけて，2024 年度入学の 1

年次生徒360名を対象に，学級担任が当該学級の生徒

および保護者と三者懇談を実施した。全学級の懇談終

了後に学級担任を対象にアンケート調査を行い，8 名

から回答を得た。生徒１人あたりにかける懇談時間は

図４ 検討会で使用したルーブリック 

観点 Ａ Ｂ（到達目標） Ｃ

自身の興味関心
の認知

自身の考えをゆさぶった出
来事を資料をもとにして、
なぜ自身に強い影響を与え
たのかを説明できる。

自身が興味を持った出来事
を、なぜそれに興味を持っ
たのか具体的に説明でき
る。

具体性には欠けるが、興味
をもった出来事とその理由
を説明しようとする。

振り返りの具体
性

蓄積された資料をもとに、
教科活動、探究活動、特別
活動それぞれで具体的な振
り返りができる。

蓄積された資料をもとに、
教科活動、探究活動、特別
活動の一部で具体的な振り
返りができる。

資料の蓄積が不十分である
が、教科活動、探究活動、
特別活動の一部で振り返り
をしようとする。

振り返りを踏ま
えた今後の展望

振り返りの内容に基づい
た、具体的な展望が長期、
短期の両面で述べられる。

振り返りの内容に基づい
た、具体的な展望が述べら
れる。

振り返りの内容に基づいて
おらず具体性に欠けるが、
今後の展望を述べようとす
る。

図２ プリント「学期を見通し，振り返る」（一部抜粋） 

図３ キャリア・パスポートを利用した振り返り 
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20分が最も多く，懇談時間のうちキャリア・パスポー

トを使用した時間は5分が最も多かった（表１）。これ

までA高校での懇談時間は生徒１人あたり約20分で行

ってきたが，キャリア・パスポートを使用することで

懇談時間が約 30 分になった学級もあることがわかっ

た。また，「キャリア・パスポートを使用して懇談を行

って良くなかったと思うこと」という質問に対して，

「慣れるまでは時間が伸びる傾向があった」，「時間が

間伸びする過程があった」，「時間がかかるところ」と

いう回答があったことから，キャリア・パスポートの

「検討会」の実施には時間配分が課題となることが示

唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「多くの生徒はキャリア・パスポートに何枚く

らいの資料がとじられていましたか」，「綴じられてい

た資料としてどのようなものがありましたか」との質

問への回答結果から，生徒は人権教育などの講演会の

ワークシートを最も多く保存しており，その枚数は１

～３枚であることが確認できた（表２）。一方，「キャ

リア・パスポートを使用して懇談を行って良くなかっ

たと思うこと」という質問に対して，「遠足や運動会な

どの行事を通して自分の成長を語った生徒は，資料が

出てこなかった」という回答があり，学びの根拠とし

て資料を示せない場合は図２で示したプリントにその

都度追記していくといった工夫が必要であろう。 

 

 

 

 

 

 最後に，「キャリア・パスポートを使用して懇談を行

って良かったと思うこと」という質問に対して，「事前

にプレゼンをしてもらうと言っていたので，あらかじ

めこれまでの学校生活を振り返っていたこと。家では

話しきれていない学校生活の細かい部分を保護者に知

らせることができた」，「生徒が成果と課題を言語化し，

次の４ヶ月に向けた決意表明ができ，それを保護者に

も聞いてもらえたこと。保護者から見た子供の成長・

変化も聞けました」，「テストの点数とかわかりやすい

ものではなく，学業全般とか広い範囲での振り返りな

ので，なにを話せば正解みたいなものがない分，生徒

の頭の中がより感じられた気がします」などの回答を

得た。ここから，キャリア・パスポートの「検討会」

を行うことは，「生徒による深い振り返りを促すことが

できる」，「保護者および教師がそれを見とることがで

きる」という利点が挙げられる。 

 本実践の現時点での成果は，学年団として統一した

スケジュールでキャリア・パスポートを使用し，懇談

の場で使用するという意思統一をできたことである。

一方，本実践の限界は教師へのアンケート調査による

「検討会」の評価にとどまったことである。ルーブリ

ックでの評価結果を定量的に示すことで生徒の変容を

可視化することができると考えられ，今後の課題の１

つである。 
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20分 25分 30分
5名 1名 2名

5分 10分
6名 2名

１人あたりの懇談時間は何分程度でしたか？

キャリア・パスポートを使用したのは何分程度でしたか？

表１ 懇談時間およびキャリア・パスポートの使

用時間 

多くの生徒はキャリア・パスポートに何枚くらいの資料がとじられていましたか
1枚 2枚 3枚
2名 5名 1名

綴じられていた資料としてどのようなものがありましたか
講演ワークシート 学習計画表 部活動関係 授業プリント その他

7名 5名 1名 1名 1名

表２ PPに保存されていた資料 

－111－



分
野
名
（
 
 
化
学
 

 
）
 
グ
ル
ー
プ
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目

 
規
準

 
C
（
支
援
が
必
要
）

 
B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】

 
A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）

 

思
考

 

判
断

 

表
現

 

【
思

１
】

問
い

を
設

定
し

，
発

展
さ

せ

る
こ

と
が

で
き

る
 

※
火

種
を

つ
く

る
だ

け
で

な
く

，
火

種

を
大

き
く

し
て

い
け

る
イ

メ
ー

ジ
。

火

種
が

消
え

て
し

ま
っ

た
と

き
に

ど
う

方

法
を

改
め

る
の

か
，

と
い

う
観

点
は

試

行
錯

誤
の

項
目

で
見

取
る

。
 

基
準

 
問

い
が

課
題

研
究

に
ふ

さ
わ

し
く

な
い

問
い

で
あ

り
、

問
い

を
解

明
す

る
方

法
も

適
切

で
は

な
い

 

・
問

い
が

単
な

る
思

い
付

き
で

あ
る

 

・
問

い
が

漠
然

と
し

て
お

り
、

ど
の

よ
う

な
実

験
を

す
れ

ば
解

明
で

き
る

か
が

分
か

ら
な

い
 

・
闇

雲
に

実
験

し
て

お
り

、
実

験
同

士
の

繋
が

り
が

な
い

 

 

基
準

 
問

い
を

設
定

し
，

発
展

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
先

行
研

究
を

踏
ま

え
て

問
い

を
立

て
て

い
る

 

・
問

い
が

明
確

で
実

験
で

検
証

可
能

で
あ

る
 

・
問

い
を

検
証

す
る

た
め

に
１

つ
の

実
験

を
し

て
終

わ
り

で
は

な
く

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

、
更

に
仮

説
を

立
て

、
次

の
実

験
に

繋
げ

て
、

知
見

を
広

げ
て

い
る

。
 

 

基
準

 
課

題
研

究
で

検
証

可
能

な
問

い
を

設
定

し
、

実
験

結
果

を
踏

ま
え

て
教

員
の

支
援

を
活

用
し

な
が

ら
、

自
立

し
て

探
究

活
動

が
行

え
て

い
る

 

・
先

行
研

究
を

踏
ま

え
て

問
い

を
設

定
し

て
い

る
 

・
生

徒
た

ち
独

自
の

着
眼

点
が

感
じ

ら
れ

る
問

い
を

立
て

て
い

る
 

・
問

い
を

検
証

す
る

た
め

に
１

つ
の

実
験

を
し

て
終

わ
り

で
は

な
く

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

、
更

に
仮

説
を

立
て

、
複

数
の

実
験

に
繋

げ
て

、
探

究
を

広
げ

て
い

る
。
 

【
思

２
】

根
拠

を
も

っ
て

考
え

を
述

べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

基
準

 
先

行
研

究
や

実
験

の
結

果
を

踏
ま

え
ず

、
自

身
の

感
覚

で
考

え
を

述
べ

て
い

る
 

・
考

察
に

先
行

研
究

や
実

験
で

の
数

値
的

な
裏

付
け

が
な

く
、

感
覚

的
に

考
え

を
述

べ
て

い
る

 

・
論

文
に

は
実

験
結

果
の

羅
列

に
近

い
も

の
が

書
か

れ
て

い
る

 

・
実

験
摘

果
を

論
理

的
に

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
 

・
実

験
結

果
を

踏
ま

え
て

自
身

の
班

の
考

え
を

論
理

的
に

説
明

で
き

て
い

な
 

 

 
い

 

 

基
準
 

先
行

研
究

や
実

験
で

の
気

づ
き

を
も

と
に

、
根

拠
を

も
っ

て
考

え
を

述
べ

る

こ
と

が
で

き
る

 

・
先

行
研

究
や

実
験

を
通

し
て

得
た

知
見

を
元

に
考

え
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
実

験
デ

ー
タ

を
も

と
に

し
て

、
目

的
に

沿
っ

た
考

察
が

で
き

て
い

る
 

・
実

験
結

果
の

説
明

が
矛

盾
な

く
さ

れ
て

い
る

 

・
自

分
た

ち
の

実
験

の
足

り
な

い
点

や
課

題
に

も
言

及
し

て
い

る
 

基
準

 
先

行
研

究
や

実
験

で
の

気
づ

き
を

も
と

に
、

多
面

的
な

視
点

を
も

っ
て

論
理

的
に

考
え

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
先

行
研

究
や

実
験

を
通

し
て

得
た

知
見

を
元

に
考

え
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
実

験
デ

ー
タ

を
も

と
に

し
て

、
目

的
に

沿
っ

た
考

察
が

で
き

て
い

る
 

・
実

験
結

果
の

説
明

が
矛

盾
な

く
過

不
足

な
く

さ
れ

て
い

る
 

・
実

験
結

果
を

定
量

的
に

評
価

し
て

い
る

 

・
自

分
た

ち
の

実
験

の
足

り
な

い
点

や
課

題
に

も
言

及
し

て
お

り
、

そ
の

解
決

策
も

具
体

的
に

示
せ

て
い

る
 

主
体
的

に
学
習

に
取
り

組
む
態

度
 

【
主

１
】

自
身

の
研

究
を

よ
り

よ
く

し

よ
う

と
，

実
験

方
法

・
調

査
方

法
を

試

行
錯

誤
し

，
情

報
を

得
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

※
根

性
論

で
と

り
あ

え
ず

長
い

時
間

が

ん
ば

っ
た

，
と

い
う

真
面

目
さ

だ
け

を

育
て

た
い

わ
け

で
は

な
い

こ
と

に
注

意

し
た

い
。

 

基
準

 
自

身
の

研
究

を
よ

り
よ

く
し

よ
う

と
い

う
試

行
錯

誤
が

あ
ま

り
感

じ
ら

れ
な

い
。

教
員

の
支

援
が

あ
っ

て
よ

う
や

く
探

究
活

動
が

で
き

て
い

る
 

・
課

題
研

究
の

時
間

が
は

じ
ま

っ
て

か
ら

何
を

す
る

か
を

考
え

て
い

る
 

・
ど

の
よ

う
な

実
験

を
す

れ
ば

目
的

の
結

果
が

得
ら

れ
る

か
が

わ
か

ら
な

い
 

・
教

員
に

言
わ

れ
る

が
ま

ま
に

研
究

を
行

っ
て

い
る

 

基
準

 
自

身
の

研
究

を
よ

り
よ

く
し

よ
う

と
，

実
験

方
法

・
調

査
方

法
を

試
行

錯
誤

し
，

情
報

を
得

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

・
目

的
の

デ
ー

タ
が

得
ら

れ
る

よ
う

な
実

験
制

御
を

考
え

て
い

る
 

・
自

身
の

研
究

の
進

捗
の

把
握

が
で

き
て

お
り

、
必

要
に

応
じ

て
放

課
後

な
 

 

 
ど

に
も

実
験

が
で

き
て

い
る

 

・
前

回
の

実
験

の
振

り
返

り
を

班
員

や
教

員
と

行
い

、
そ

の
振

り
返

り
を

活
 

か
し

て
次

に
次

に
行

う
実

験
を

考
え

ら
れ

て
い

る
 

基
準

 
自

身
の

研
究

を
よ

り
よ

く
し

よ
う

と
，

実
験

方
法

・
調

査
方

法
を

何
度

も
試

行
錯

誤
し

，
情

報
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
誤

差
や

条
件

が
結

果
に

与
え

る
影

響
を

加
味

し
た

上
で

、
目

的
の

デ
ー

タ
が

得
ら

れ
る

よ
う

に
実

験
制

御
を

工
夫

し
て

い
る

 

・
自

身
の

研
究

の
進

捗
の

把
握

が
で

き
て

お
り

、
必

要
に

応
じ

て
放

課
後

な
ど

に
も

実
験

が
で

き
て

い
る

 

・
前

回
の

実
験

の
振

り
返

り
を

班
員

や
教

員
と

行
い

、
そ

の
振

り
返

り
を

元
に

し
て

次
に

行
う

実
験

を
教

員
に

提
案

で
き

る
 

・
化

学
工

学
会

に
参

加
の

意
志

を
示

し
て

い
る

 

【
主

２
】

自
身

の
研

究
に

ふ
さ

わ
し

い

情
報

を
批

判
的

に
選

択
で

き
る

 

※
計

画
当

初
の

先
行

研
究

の
は

な
し

で

は
な

い
。

研
究

が
進

ん
で

い
き

，
よ

り

研
究

を
深

め
る

た
め

に
得

ら
れ

た
情

報

の
う

ち
何

を
使

い
，

何
を

使
わ

な
い

の

か
，

を
選

択
で

き
る

。
も

し
く

は
，

何

が
足

り
な

い
か

を
見

極
め

，
そ

れ
を

求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

基
準

 
何

が
分

か
っ

て
い

て
、

何
が

わ
か

ら
な

い
の

か
が

整
理

で
き

て
い

な
い

。
実

験
は

し
た

も
の

の
、

そ
の

結
果

を
充

分
に

解
釈

で
き

て
い

な
い

。
 

・
実

験
を

し
た

も
の

の
、

実
験

か
ら

何
が

言
え

る
の

か
が

よ
く

わ
か

ら
な

い
 

・
実

験
ノ

ー
ト

を
見

返
し

て
も

、
書

い
て

あ
る

こ
と

の
意

味
が

分
か

ら
な

い
 

・
ど

の
実

験
を

、
何

回
す

れ
ば

目
的

が
達

せ
ら

れ
る

の
か

が
、

教
員

に
言

わ
れ

な
い

と
わ

か
ら

な
い

。
 

基
準

 
自

身
の

研
究

に
ふ

さ
わ

し
い

情
報

を
批

判
的

に
選

択
で

き
る

 

・
先

行
研

究
や

実
験

結
果

を
自

分
な

り
に

整
理

し
て

、
研

究
ノ

ー
ト

な
ど

に
ま

と
め

て
ら

れ
て

い
る

 

・
得

ら
れ

た
実

験
結

果
を

う
の

み
に

す
る

の
で

は
な

く
、

適
切

な
条

件
で

き
ち

ん
と

実
験

で
き

て
い

た
か

ど
う

か
な

ど
、

得
ら

れ
た

結
果

を
吟

味
し

て
い

る
 

 

基
準

 
自

身
の

研
究

を
俯

瞰
的

に
と

ら
え

て
、

ふ
さ

わ
し

い
情

報
を

 

批
判

的
に

選
択

で
き

る
 

・
先

行
研

究
な

ど
研

究
に

必
要

な
情

報
を

集
め

整
理

す
る

機
会

を
定

期
的

に
設

け
、

研
究

に
必

要
な

情
報

が
ど

の
程

度
揃

っ
て

い
る

か
の

調
整

が
で

き
て

い
る

 

・
教

員
に

対
し

て
こ

れ
ま

で
の

実
験

で
分

か
っ

た
こ

と
、

そ
の

デ
ー

タ
の

信
憑

性
を

説
明

で
き

る
 

・
実

験
デ

ー
タ

を
ど

の
形

式
で

示
す

と
効

果
的

か
が

考
え

ら
れ

て
い

る
 

個
人
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目

 
規
準

 
C
（
支
援
が
必
要
）

 
B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】

 
A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）

 

思
考

 

判
断

 

表
現

 

【
思

３
】

得
ら

れ

た
デ

ー
タ

を
ま

と

め
る

，
可

視
化

す

る
な

ど
し

情
報

と

し
て

提
供

す
る

こ

と
が

で
き

る
 

基
準

 
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

の
意

味
が

分
か

っ
て

い
な

い
 

・
行

っ
て

い
る

実
験

の
研

究
に

お
け

る
位

置
づ

け
が

分
か

っ
て

い
な

い
 

・
自

身
の

研
究

へ
の

理
解

が
不

足
し

て
い

る
 

基
準

 
得

ら
れ

た
デ

ー
タ

を
ま

と
め

る
，

可
視

化
す

る
な

ど
し

情
報

と

し
て

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る

 

・
研

究
の

過
程

で
得

た
情

報
を

整
理

し
て

、
班

員
に

対
し

て
、

グ
ラ

フ

形
式

で
提

供
で

き
る

 

・
教

員
か

ら
の

質
問

に
対

し
て

自
分

の
意

見
を

述
べ

ら
れ

る
 

基
準
 

得
ら

れ
た

デ
ー

タ
を

根
拠

を
も

っ
て
ま

と
め

て
情

報
と

し
て

提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
 

・
研

究
の

過
程

で
得

た
情

報
を

整
理

し
て

、
班

員
に

対
し

て
、

グ
ラ

フ

形
式

で
提

供
で

き
、

説
明

で
き

る
 

・
教

員
か

ら
の

質
問

に
対

し
て

意
見

を
根

拠
を

も
っ

て
述

べ
ら

れ
る

 

主
体
的

に
学
習

に
取
り

組
む
態

度
 

【
主

３
】

自
分

た

ち
の

研
究

を
よ

り

良
く

し
よ

う
と

，

メ
ン

バ
ー

の
取

り

組
み

を
調

整
で

き

る
 

基
準

 
班

員
の

指
示

に
た

だ
従

っ
て

い
る

だ
け

で
あ

る
。

 

・
班

員
に

頼
ま

れ
た

こ
と

を
頑

張
っ

て
い

る
 

・
班

員
の

指
示

が
な

い
と

次
に

と
る

べ
き

行
動

が
わ

か
ら

な
い

。
 

基
準

 
自

分
た

ち
の

研
究

を
よ

り
良

く
し

よ
う

と
，

メ
ン

バ
ー

の
取

り

組
み

を
調

整
で

き
る

 

・
自

身
の

研
究

を
進

め
よ

う
と

自
発

的
に

調
査

や
デ

ー
タ

整
理

や
追

加

実
験

な
ど

の
行

動
が

で
き

る
 

・
班

員
と

情
報

共
有

が
で

き
て

い
る

 

基
準

 
研

究
を

進
め

る
た

め
に

自
発

的
・

積
極

的
に

行
動

が
で

き
、

研

究
に

メ
ン

バ
ー

も
巻

き
込

ん
で

い
る

 
 

 
 

・
自

身
の

研
究

を
進

め
よ

う
と

自
発

的
に

調
査

や
デ

ー
タ

整
理

や
追

加

実
験

な
ど

の
行

動
が

で
き

て
い

る
 

・
研

究
を

深
め

る
た

め
に

班
員

を
巻

き
込

む
努

力
・

工
夫

を
し

て
い

る
・

化
学

工
学

会
に

参
加

の
意

志
を

示
し

て
い

る
。

 

 

－112－
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分
野
名
（
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
）
 
グ
ル
ー
プ
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考

判
断

表
現
 

問
い

を
設
定

し
，
発

展
さ
せ

る
こ
と

が
で

き
る
 

※
火

種
を

つ
く

る
だ

け
で

な
く

，
火

種
を

大
き

く
し

て
い

け
る

イ
メ

ー
ジ

。
火

種
が

消
え

て
し

ま
っ

た
と

き
に

ど
う

方
法

を
改

め
る

の
か

，
と

い
う

観
点

は
試

行
錯

誤
の

項
目

で
見

取
る
。
 

基
準

 
研
究

意
義
の

あ
る
問

い
を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き
な

い
。
 

徴
候

 
思
い

付
き
や

表
面
的

な
発
想

か
ら

問
い

を
設

定
し
て

い

る
。
 

手
順

が
分
か

ら
ず
、

計
画
や

扱
う
デ

ー
タ

に
不

備
が

あ
る
。
 

基
準

 
研
究

の
意
義

を
意
識

し
、
問

い
を

明
確

に

設
定

し
て
い

る
。
 

徴
候

 
発
想

や
着
眼

点
が
良

く
、
提

案
・

解
決

す

べ
き

事
象
が

明
確
で

あ
る
。
 

基
準

 
研
究

の
社
会

的
価
値

を
意
識

し
て

、
実

行

可
能

な
問
い

を
立
て

て
い
る

。
 

徴
候

 
発
想

や
着
眼

点
が
良

く
、
社

会
的

な
意

義

を
持

っ
て
い

る
。
 

先
行

研
究
を

踏
ま
え

て
、
検

証
や
実

行
可

能
な

問

い
を

立
て
て

い
る
。
 

根
拠

を
も
っ

て
考
え

を
述
べ

る
こ
と

が
で

き
る
 

基
準

 
研
究

内
容
や

聞
き
手

の
意
図

を
理

解
し

て
い

な
い
。

得
ら

れ
た

情
報
を

ま
と
め

て
い
な

い
。
 

徴
候

 
必
要

な
要
素

・
デ
ー

タ
が
不

足
し

て
お

り
、

研
究
の

概
要

を
羅

列
し
て

い
る
。

デ
ー
タ

の
処
理

方
法

に
誤

り
が

あ
る
。

グ
ラ

フ
や

表
に
不

備
が
あ

る
。
 

基
準

 
研
究

内
容
や

聴
き
手

の
意
図

を
捉

え
て

い

る
。

得
ら
れ

た
情
報

を
適
切

に
整
理

し
て

い
る

。
 

徴
候

 
必
要

な
要
素

が
充
分

に
含
ま

れ
、

研
究

の

概
要

を
説
明

し
て
い

る
。
デ

ー
タ
の

着
目

点
に

留

意
し

、
分
析

・
判
断

を
し
て

い
る
。
 

基
準

 
研
究

内
容
の

要
点
を

捉
え
、

聞
き

手
に

適

切
に

対
応
し

て
い
る

。
 

徴
候

 
必
要

な
要
素

を
取
捨

選
択
し

、
研

究
成

果

を
的

確
に
説

明
し
て

い
る
。
 

複
数

の
デ
ー

タ
を
適

切
に
判

断
・
分

析
し

、
適

切

な
表

や
グ
ラ

フ
で
表

し
て
い

る
。
 

主
体

的
に

学
習

に
取

り
組

む
態

度
 

自
身

の
研

究
を

よ
り

よ
く

し
よ

う
と

，
実

験
方

法
・

調
査

方
法

を
試
行

錯
誤
し

，
情
報

を
得
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

※
根

性
論

で
と

り
あ

え
ず

長
い

時
間

が
ん

ば
っ

た
，

と
い

う
真

面
目

さ
だ

け
を

育
て

た
い

わ
け

で
は

な
い

こ
と

に
注

意
し

た
い
。
 

基
準

 
具
体

的
な
計

画
が
な

く
実
施

が
困

難
で

あ
る

。
 

徴
候

 
研
究

に
必
要

な
条
件

や
デ
ー

タ
を

考
慮

で
き

て
い
な

い
。
 

基
準

 
実
施

可
能
な

計
画
を

立
て
て

い
る

。
 

徴
候

 
研
究

に
必
要

な
条
件

や
実
現

可
能

な
検

証

法
な

ど
を
考

慮
し
て

い
る
。
 

基
準

 
適
切

な
計
画

を
立
て

て
実
施

し
て

い
る

。
 

徴
候

 
必
要

な
知
識

や
情
報

を
自
ら

取
得

し
、

計

画
を

修
正
し

な
が
ら

検
証
を

行
っ
て

い
る

。
 

自
身

の
研

究
に

ふ
さ

わ
し

い
情

報
を

批
判

的
に

選
択

で
き

る
 

※
計

画
当

初
の

先
行

研
究

の
は

な
し

で
は

な
い

。
研

究
が

進
ん

で
い

き
，

よ
り

研
究

を
深

め
る

た
め

に
得

ら
れ

た
情

報
を

う
ち

何
を

使
い

，
何

を
使

わ
な

い
の

か
，

を
選

択
で

き
る

。
も

し
く

は
，

何
が

足
り

な
い

か
を

見
極

め
，

そ
れ

を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

基
準

 
論
理

的
な
考

察
が
で

き
て
い

な
い

。
 

徴
候

 
主
張

が
主
観

的
で
信

頼
性
に

欠
け

る
。

目
的

に
合
わ

せ
て

デ
ー

タ
を
示

し
て
い

る
が
、

分
析
や

判
断

が
不

十
分

で
あ
る

。
 

基
準

 
論
理

的
な
考

察
が
な

さ
れ
て

い
る

。
 

徴
候

 
主
張

と
そ
れ

を
裏
付

け
る
根

拠
を

持
っ

て

い
る

。
複
数

の
デ
ー

タ
を
扱

い
、
デ

ー
タ

の
妥

当

性
を

検
証
し

て
い
る

。
 

基
準

 
多
面

的
で
論

理
的
な

考
察
を

行
っ

て
い

る
。
 

徴
候

 
高
主

張
を
裏

付
け
る

根
拠
を

精
選

し
、

適

切
な

考
察
に

基
づ
く

主
張
を

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

デ
ー
タ

を
厳
密

に
検
証

し
、
多

面
的

に
妥

当

性
を

検
証
し

て
い
る

。
 

 個
人
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク

 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考
 

判
断
 

表
現
 

得
ら

れ
た

デ
ー

タ
を

ま
と

め
る

，
可

視
化

す
る

な
ど

し
情

報
と

し
て

提
供

す
る

こ
と

が
で

き
る
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
の

意
味
や

研
究

の
内

容

が
分

か
っ
て

い
な
い

。
 

徴
候

 
教
員

か
ら
の

質
問
に

適
切
に

答
え

る
こ

と

が
で

き
な
い

。
デ
ー

タ
を
収

集
で
き

る
が

、
分

析

や
判

断
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
の

意
味
や

研
究

の
内

容
を

理
解

し
、

概
要
を

説
明
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

徴
候

 
教
員

か
ら
の

質
問
に

適
切
に

答
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

デ
ー
タ

を
分
析

・
判
断

し
、
グ

ラ
フ

や
表

に
ま

と
め

る
こ

と
が
で

き
る
。
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
の

意
味
や

研
究

の
内

容
を

理
解
し

、
意

見
の

交
換
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

徴
候

 
他
者

の
意
見

を
受
け

て
、
自

ら
の

考
察

や
結

論
を
再

検
討

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
複
数

の
デ
ー

タ
を

文
政

・
判

断
し
、

グ
ラ

フ
や

表
に
ま

と
め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

主
体
的
に
学

習
に
取
り
組

む
態
度
 

自
分

た
ち

の
研

究
を

よ
り

良
く

し
よ

う

と
，

メ
ン

バ
ー

の
取

り
組

み
を

調
整

で
き

る
 

基
準

 
班
員

の
指
示

に
従
っ

て
行
動

す
る

こ
と

が

で
き

る
。
 

徴
候

 
班
員

に
頼
ま

れ
た
こ

と
を
頑

張
る

こ
と

が

で
き

る
。
 

班
員

の
指
示

を
適
切

に
聞
く

こ
と
が

で
き

る
。
 

基
準

 
班
員

の
取
り

組
み
を

調
整
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

徴
候

 
班
員

と
の
情

報
共
有

を
密
に

行
っ

て
い

る
。

自
発

的
に

デ
ー
タ

の
収
集

や
整
理

を
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

基
準

 
班
員

の
取
り

組
み
を

調
整
し

、
新

た
な

視
点

を
研
究

に
加

え
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

徴
候

 
班
員

と
の
情

報
共
有

を
密
に

行
っ

て
い

る
。

デ
ー
タ

を
多

角
的

に
捉
え

、
班
の

研
究
の

方
向
性

を
調

整
す

る
こ

と
が
で

き

る
。
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分
野
名
（
 
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
 
）
 
グ
ル
ー
プ
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考
 

判
断
 

表
現
 

問
い

を
設
定

し
，
発

展
さ
せ

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

※
火

種
を

つ
く

る
だ

け
で

な
く

，
火

種
を

大
き

く
し

て
い
け

る

イ
メ

ー
ジ

。
火

種
が

消
え

て
し

ま
っ

た
と

き
に

ど
う

方
法
を

改

め
る

の
か
，

と
い
う

観
点
は

試
行
錯

誤
の

項
目

で
見

取
る
。
 

基
準

 
問
い

の
設
定

が
で
き

て
い
る

。
 

徴
候

 
問
い

の
設
定

は
で
き

て
い
る

が
、

そ
の

解
決

方
法
に

つ
い
て

は
具
体

的
に
な

っ
て

い
な

い
。
 

基
準

 
問
い

を
設
定

し
、
そ

れ
に
対

す
る

実
現

可

能
な

手
段
が

検
討
で

き
て
い

る
。
 

徴
候

 
ど
ん

な
道
具

、
言
語

、
ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

、

サ
ー

ビ
ス
を

つ
か
っ

て
問
い

を
解
決

す
る

か
が

は

っ
き

り
し
て

い
る
。
 

基
準

 
問
い

、
解
決

手
段
が

検
討
で

き
た

う
え

で
、

そ
の

妥
当

性
の
検

証
方
法

も
考
え

ら
れ
て

い
る

。
 

徴
候

 
問
い

の
社
会

的
意
義

を
補
強

す
る

た
め

の
調

査

や
、

実
験
結

果
の
価

値
を
確

認
で
き

る
よ

う
な

方
法

が
考

え
ら

れ
て
い

る
。
 

根
拠

を
も
っ

て
考
え

を
述
べ

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

基
準

 
問
い

に
つ
い

て
、
そ

の
目
的

を
説

明
で

き
る

。
研
究

に
つ
い

て
説
明

で
き
る

。
 

徴
候

 
目
的

が
独
り

よ
が
り

、
た
だ

作
っ

て
み

た
い

な
ど
。
 

説
明

は
し
て

い
る
が

、
筋
が

通
っ
て

い
な

い
。
 

基
準

 
問
い

に
つ
い

て
、
そ

の
目
的

を
取

り
組

む

価
値

を
含
め

て
、
説

明
で
き

る
。
研

究
に

つ
い

て
、

筋
の
通

っ
た
説

明
で
き

る
。
 

徴
候

 
他
者

に
と
っ

て
の
メ

リ
ッ
ト

が
述

べ
ら

れ

て
い

る
。
一

貫
性
の

あ
る
説

明
が
で

き
て

い
る

。
 

基
準

 
問
い

に
つ
い

て
、
根

拠
を
持

っ
て

、
そ

の
目

的
を

説
明

で
き
る

。
 

研
究

の
価
値

を
、
根

拠
を
持

っ
て
説

明
で

き
る

。
 

徴
候

 
根
拠

を
持
っ

て
他
者

へ
の
メ

リ
ッ

ト
が

述
べ

ら
れ

て
い

る
。
調

査
結
果

を
も
と

に
論
理

的
に

研
究

の
価

値
が

述
べ

ら
れ
て

い
る
。
 

主
体
的

に
学
習

に
取
り

組
む
態

度
 

自
身

の
研

究
を

よ
り

よ
く

し
よ

う
と

，
実

験
方

法
・

調
査
方

法

を
試

行
錯
誤

し
，
情

報
を
得

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

※
根

性
論

で
と

り
あ

え
ず

長
い

時
間

が
ん

ば
っ

た
，

と
い

う
真

面
目

さ
だ

け
を

育
て

た
い

わ
け

で
は

な
い

こ
と

に
注

意
し

た

い
。
 

基
準

 
１
つ

の
方
法

だ
け
で

解
決
し

よ
う

と
し

て
い

る
。
 

徴
候

 
思
い

付
き
の

解
決
方

法
で
進

め
よ

う
と

し
て

お
り
、

ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア

ッ
プ
さ

れ
て

い
な

い
。
 

基
準

 
複
数

の
方
法

を
検
討

し
、
解

決
し

よ
う

と

す
る

。
 

徴
候

 
複
数

の
解
決

方
法
を

試
し
て

い
る

が
、

う

ま
く

い
か
な

か
っ
た

方
法
へ

の
分
析

が
明

確
で

な

く
、

ほ
か
の

方
法
に

活
か
せ

て
い
な

い
。

 

基
準

 
複
数

の
方
法

を
検
討

し
、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
解

決
方

法
を
改

善
し
て

い
る
。
 

徴
候

 
う
ま

く
い
か

な
か
っ

た
方
法

を
分

析
し

、
新

た
な

検
証

方
法
に

つ
な
げ

て
い
る

。
 

自
身

の
研
究

に
ふ
さ

わ
し
い

情
報
を

批
判

的
に

選
択

で
き
る
 

※
計

画
当

初
の

先
行

研
究

の
は

な
し

で
は

な
い

。
研

究
が

進
ん

で
い

き
，

よ
り

研
究

を
深

め
る

た
め

に
得

ら
れ

た
情

報
の

う
ち

何
を

使
い

，
何

を
使

わ
な

い
の

か
，

を
選

択
で

き
る

。
も
し

く

は
，

何
が

足
り

な
い

か
を

見
極

め
，

そ
れ

を
求

め
る

こ
と
が

で

き
る

。
 

基
準

 
研
究

過
程
で

得
ら
れ

た
こ
と

を
振

り
返

ら
ず

、
研
究

を
進
め

て
い
る

。
 

徴
候

 
研
究

で
わ
か

っ
た
こ

と
が
整

理
さ

れ
て

い
な

い
。
や

み
く
も

に
い
ろ

ん
な
結

果
が

積
み

あ
が

っ
て
い

る
。
 

基
準

 
研
究

過
程
で

得
ら
れ

た
こ
と

を
振

り
返

り

な
が

ら
、
次

に
必
要

な
も
の

を
考
え

て
、

研
究

を

進
め

て
い
る

。
 

徴
候

 
研
究

で
分
か

っ
た
こ

と
が
整

理
さ

れ
て

い

る
。

そ
れ
を

も
と
に

研
究
を

進
め
て

い
る

。
 

基
準

 
研
究

過
程
で

得
ら
れ

た
こ
と

を
振

り
返

り
な

が

ら
、

俯
瞰
的

に
見
て

、
次
に

必
要
な

も
の

を
考

え
て

、
研

究
を

進
め
て

い
る
。
 

徴
候

 
研
究

で
分
か

っ
た
こ

と
が
整

理
さ

れ
て

い
る

。
そ

れ
を

精
査
し

た
上
で

目
的
に

沿
っ
た

研
究

が
進

め
ら

れ
て

い
る

。
 

 個
人
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考
 

判
断
 

表
現
 

得
ら

れ
た

デ
ー

タ
を

ま
と

め

る
，

可
視

化
す

る
な

ど
し

情

報
と

し
て

提
供

す
る

こ
と

が

で
き

る
 

基
準

 
自
分

の
研
究

の
成
果

を
メ
モ

と
し

て
残

し
て

い
る
。
 

徴
候

 
得
ら

れ
た
成

果
が
明

確
に
な

っ
て

い
な

い
。
 

基
準

 
研
究

の
進
捗

が
わ
か

る
よ
う

に
研

究
成

果
を

ま
と
め

て

い
る

。
 

徴
候

 
ノ
ー

ト
に
取

り
組
ん

で
い
る

課
題

と
そ

の
結

果
が
ま

と

め
ら

れ
て
い

る
。
 

基
準

 
他
人

が
見
て

も
わ
か

り
や
す

い
よ

う
に

研
究

の
進
捗

状

況
、

成
果
を

ま
と
め

て
い
る

。
 

徴
候

 
ま
と

め
ら
れ

た
も
の

を
見
れ

ば
説

明
さ

れ
な

く
て
も

研

究
が

わ
か
る

よ
う
に

ま
と
め

ら
れ
て

お
り

、
次

の
行

動
へ
の

指

針
と

な
る
も

の
に
な

っ
て
い

る
。
 

主
体
的
に

学
習
に
取

り
組
む
態

度
 

自
分

た
ち

の
研

究
を

よ
り

良

く
し

よ
う

と
，

メ
ン

バ
ー

の

取
り

組
み
を

調
整
で

き
る
 

基
準

 
計
画

性
が
な

く
研
究

を
進
め

て
い

る
。
 

徴
候

 
個
々

に
取
り

組
む
べ

き
課
題

を
明

確
に

し
な

い
ま

ま
、

同
じ
こ

と
を
み

ん
な
で

考
え
て

い
る

。
次

に
す

べ
き
こ

と
が

明
確
に

な
っ
て

い
な
い

。
 

基
準

 
計
画

的
に
研

究
を
進

め
て
い

る
。

 

徴
候

 
個
々

に
取
り

組
む
べ

き
課
題

を
明

確
に

し
て

、
分
担

し

て
研

究
を
進

め
て
い

る
。
次

に
す
べ

き
こ

と
が

明
確

に
な
っ

て

い
る

。
 

基
準

 
グ
ル

ー
プ
全

体
と
し

て
計
画

的
に

研
究

を
進

め
ら
れ

る

よ
う

に
、
調

整
し
て

研
究
を

進
め
て

い
る

。
 

徴
候

 
メ
ン

バ
ー
が

取
り
組

む
べ
き

課
題

を
具

体
化

し
、
グ

ル

ー
プ

全
体
と

し
て
研

究
が
進

む
よ
う

に
調

整
し

て
い

る
。
特

定

の
メ

ン
バ
ー

に
負
担

が
偏
り

す
ぎ
な

い
よ

う
に

分
担

を
調
整

し

て
い

る
。
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数
学

 
グ
ル
ー
プ
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク

 

項
目
 

規
準
 

C
（

支
援

が
必
要

）
 

B
（

お
お

む
ね
目

標
に
達

し
て
い

る
）
 

A
（

十
分

達
成
し

て
い
る

）
 

思
考

判
断

表
現
 

問
い

を
設

定
し

，
発

展
さ

せ
る

こ
と

が
で

き

る
 

 

基
準

 
問
い

の
設
定

が
で
き

な
い
。
 

徴
候

 
問
い

が
あ
い

ま
い
で

定
式
化

で
き

な
い

。

思
い

つ
き
で

問
い
を

設
定
し

て
い
る

。
 

基
準

 
論
理

的
に
検

証
可
能

な
問
い

を
設

定
し

て
い

る
。
 

徴
候

 
定
式

化
で
き

る
問
い

を
設
定

し
、

検
証

方
法

に
つ
い

て
も

考
え
ら

れ
て
い

る
。
 

基
準

 
先
行

研
究
を

踏
ま
え

論
理
的

に
検

証
可

能
な

問
い
を

設
定

し
て

い
る
。
 

徴
候

 
先
行

研
究
の

事
実
を

発
展
・

拡
張

し
て

問
い

を
設
定

し
て

い
る

。
未
知

の
問
題

を
具
体

化
し
検

証
可

能
な

問
い

を
設
定

し
て

い
る

。
 

根
拠

を
も

っ
て

考
え

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き

る
 

基
準

 
論
理

的
に
記

述
で
き

な
い
。
 

徴
候

 
正
し

い
用
語

で
表
現

で
き
な

い
。

論
理

に

飛
躍

が
あ
る

。
 

基
準

 
数
学

的
に
正

し
く
証

明
で
き

る
。

 

徴
候

 
論
理

に
飛
躍

が
な
い

。
必
要

な
根

拠
を

正
し

い
用
語

で
表

現
で
き

る
。
 

基
準

 
多
面

的
で
論

理
的
な

考
察
を

行
い

、
証

明
し

て
い
る

。
 

徴
候

 
数
学

的
に
正

し
く
証

明
で
き

る
。

な
ぜ

そ
の

検
証
方

法
を

選
択

し
た
の

か
を
説

明
で
き

る
。
 

主
体

的
に

学
習

に
取

り
組

む
態

度
 

自
身

の
研

究
を

よ
り

よ
く

し
よ

う
と

，
実

験

方
法

・
調

査
方

法
を

試
行

錯
誤

し
，

情
報

を

得
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

基
準

 
1
つ
の

方
法
で

し
か
検

証
し
て
い

な
い

。
 

徴
候

 
１
つ

の
方
法

か
ら
得

ら
れ
た

結
果

の
み

で

研
究

を
す
す

め
よ
う

と
し
て

い
る
。
 

基
準

 
1
つ
の

方
法
に

こ
だ
わ

ら
ず
、
他

の
可

能
性

を
模
索

し
て

い
る
。
 

徴
候

 
複
数

の
検
証

方
法
を

試
し
て

い
る

。
 

基
準

 
多
面

的
に
検

証
し
て

い
る
。
 

徴
候

 
１
つ

の
検
証

方
法
だ

け
で
な

く
、

よ
り

良
い

方
法
（

別

解
）

な
ど
が

な
い
か

考
え
て

い
る
。
 

自
身

の
研

究
に

ふ
さ

わ
し

い
情

報
を

批
判

的

に
選

択
で
き

る
 

 

基
準

 
情
報

を
精
査

し
て
い

な
い
。
 

徴
候

 
情
報

を
鵜
呑

み
に
し

て
い
る

。
 

基
準

 
研
究

に
必
要

な
情
報

を
取
捨

選
択

し
、

理
解

し
よ
う

と
し

て
い
る

。
 

徴
候

 
情
報

を
精
査

し
、
研

究
に
必

要
な

も
の

を
見

極
め
て

い
る

。
高
度

な
内
容

で
も
、

具
体
的

な
数

値
で

検
証

し
て
い

る
。
 

基
準

 
研
究

に
必
要

な
情
報

を
取
捨

選
択

し
、

根
拠

を
持
っ

て
検

討
で

き
る
。

ま
た
、

そ
の
内

容
を
必

要
で

あ
れ

ば
証

明
で
き

る
。
 

徴
候

 
情
報

を
精
査

し
、
研

究
に
必

要
な

も
の

を
根

拠
を
持

っ
て

見
極

め
て
い

る
。
高

度
な
内

容
で
も

、
必

要
で

あ
れ

ば
証
明

で
き

る
。
 

 個
人
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク

 

項
目
 

規
準
 

C
（

支
援

が
必
要

）
 

B
（

お
お

む
ね
目

標
に
達

し
て
い

る
）
 

A
（

十
分

達
成
し

て
い
る

）
 

思
考

判

断
表

現
 

    主
体

的

に
学

習

に
取

り

組
む

態

度
 

得
ら

れ
た

デ
ー

タ
を

ま
と

め
る

，
可

視
化

す

る
な

ど
し

情
報

と
し

て
提

供
す

る
こ

と
が

で

き
る
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
の

情
報
量

が
乏

し
い

。

情
報

が
乱
雑

し
て
い

る
。
 

徴
候

 
調
べ

た
だ
け

で
情
報

が
整
理

さ
れ

て
い

な

い
。

自
身
の

研
究
内

容
へ
の

理
解
が

不
足

し
て

い

る
、
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
を

ま
と
め

、
可

視
化

す
る

な
ど
し

情
報

と
し
て

提
供
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

情
報

が
整

理
さ
れ

て
い

る
。
 

徴
候

 
研
究

の
過
程

で
得
た

情
報
を

整
理

し
て

、
他

者
に
伝

え
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
に

対
し
て

根
拠

を
も

っ
て

ま
と
め

て
情

報
と

し
て
提

供
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
数

学
的

に
正

し
く
証

明
で

き
る

。
 

徴
候

 
研
究

の
過
程

で
得
た

情
報
を

整
理

し
て

、
根

拠
を
持

っ
て

論
理

的
に
他

者
に
説

明
で
き

る
。
 

自
分

た
ち

の
研

究
を

よ
り

良
く

し
よ

う
と

，

メ
ン

バ
ー
の

取
り
組

み
を
調

整
で
き

る
 

基
準

 
班
員

の
指
示

に
た
だ

従
っ
て

い
る

だ
け

で

あ
る

。
指
示

が
な
い

と
自
ら

動
か
な

い
。

 

徴
候

 
班
員

に
頼
ま

れ
た
こ

と
だ
け

や
っ

て
い

る
。
 

班
員

の
指
示

が
な
い

と
次
に

と
る
べ

き
行

動
が

わ

か
ら

な
い
。
 

基
準

 
自
分

た
ち
の

研
究
を

良
く
し

よ
う

と
メ

ン
バ

ー
の
取

り
組

み
を
調

整
で
き

る
 

徴
候

 
自
身

の
研
究

を
進
め

よ
う
と

自
発

的
に

調
査

や
デ
ー

タ
整

理
や
追

加
検
証

な
ど
の

行
動
が

で
き

る
。
 

班
員

と
情
報

共
有
が

で
き
て

い
る
。
 

基
準

 
研
究

を
進
め

る
た
め

に
自
発

的
・

積
極

的
に

行
動
が

で
き

研
究

に
メ
ン

バ
ー
を

巻
き
込

ん
で
い

る
。

 

徴
候

 
自
身

の
研
究

を
進
め

よ
う
と

自
発

的
に

調
査

や
デ
ー

タ
整

理
や

追
加
実

験
な
ど

の
行
動

が
で
き

て
い

る
。

研
究

を
深
め

る
た

め
に

班
員
を

巻
き
込

む
努
力

・
工
夫

を
し

て
い

る
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分
野
名
（
 
文
献
研
究
 
）
 
グ
ル
ー
プ
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考
 

判
断
 

表
現
 

問
い

を
設

定
し

，
発

展
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る
 

 

基
準

 
問
い

を
設
定

し
研
究

し
て
い

る
。

 

徴
候

 

・
漠

然
と
し

た
問
い

を
設
定

し
て
い

る
。

 

・
先

行
研
究

を
読
め

ば
解
決

で
き
る

問
い

を
設

定
し

て

い
る

。
 

基
準

 
問
い

を
設
定

し
、
発

展
さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
 

徴
候

 

・
先

行
研
究

に
基
づ

い
た
問

い
を
設

定
し

て
い

る
。
 

・
研

究
す
る

に
値
す

る
問
い

を
設
定

し
て

い
る

。
 

基
準

 
多
角

的
な
先

行
研
究

の
分
析

に
基

づ
い

た
問

い
を
設

定
し
、

発
展
さ

せ
る

こ
と

が
で
き

る
 

徴
候

 

・
先

行
研
究

を
多
角

的
に
読

解
し
た

上
で

問
い

を
設

定
し
て

い
る
。
 

・
研

究
す
る

価
値
が

非
常
に

高
い
問

い
を

設
定

し
て

い
る
。
 

・
設

定
し
た

問
い
に

つ
い
て

研
究
の

中
で

自
発

的
に

更
な
る

検
討
を

し
て
い

る
。

 

根
拠

を
も

っ
て

考
え

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る
 

基
準

 
設
定

し
た
問

い
に
対

す
る
結

論
を

導
く

こ
と

が

で
き

る
 

徴
候

 

・
設

定
し
た

問
い
に

対
し
て

、
論
を

展
開

し
て

い
る

。
 

・
結

論
へ
の

筋
道
に

違
和
感

が
あ
る

。
 

・
導

い
た
結

論
に
つ

い
て
改

善
の
余

地
が

大
き

く
残

さ

れ
て

い
る
。
 

基
準

 
設
定

し
た
問

い
に
対

し
て
根

拠
を

も
っ

て
論

理
的
に

結
論

を
導
く

こ
と
が

で
き
る
 

徴
候

 

・
設

定
し
た

問
い
に

対
し
て

、
先
行

研
究

に
基

づ
い

た
上
で

論
を

展
開
し

て
い
る

。
 

・
結

論
へ
の

筋
道
が

的
確
で

あ
る
。
 

・
導

い
た
結

論
が
お

お
む
ね

妥
当
性

の
高

い
も

の
で

あ
る
。
 

基
準

 
設
定

し
た
問

い
に
対

し
て
根

拠
を

も
っ

て
論

理
的
か

つ
妥
当

性
の
高

い
結

論
を

導
く
こ

と
が
で

き
る
。
 

徴
候

 

・
設

定
し
た

問
い
に

対
し
て

、
先
行

研
究

に
基

づ
い

た
上
で

論
を
展

開
し
、
 

・
結

論
へ
の

筋
道
が

非
常
に

的
確
で

あ
る

。
 

・
導

い
た
結

論
が
非

常
に
妥

当
性
の

高
い

も
の

で
あ

る
。
 

主
体
的

に
学
習

に
取
り

組
む
態

度
 

自
身

の
研

究
を

よ
り

よ
く

し
よ

う
と

，
実

験
方

法
・

調
査

方
法

を
試

行
錯

誤
し

，
情

報
を

得
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

基
準

 
自
身

の
研
究

に
対
し

て
研
究

方
法

を
試

行
錯

誤

せ
ず

に
設
定

し
て
い

る
。
 

徴
候

 

・
自

身
の
研

究
に
関

連
す
る

先
行
研

究
を

読
ん

で
い

る
。
 

・
読

ん
だ
先

行
研
究

を
踏
ま

え
て
研

究
テ

ー
マ

を
設

定

し
て

い
る
。
 

基
準

 
自
身

の
研
究

を
よ
り

よ
く
し

よ
う

と
，

研
究

方
法
を

試
行

錯
誤
し

，
情
報

を
得
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

徴
候

 

・
自

身
の
研

究
に
関

連
す
る

先
行
研

究
を

多
く

読
ん

で
い

る
。
 

・
事

前
に
読

ん
で
き

た
先
行

研
究
の

内
容

に
関

し
て

議
論
を

重
ね

た
上
で

研
究
テ

ー
マ
を

設
定
し

て
い

る
。
 

基
準

 
自
身

の
研
究

を
よ
り

よ
く
し

よ
う

と
，

研
究

方
法
を

何
度
も

試
行
錯

誤

し
，

情
報
を

得
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

徴
候

 

・
自

身
の
研

究
に
関

連
す
る

先
行
研

究
を

非
常

に
多

く
読
ん

で
い
る

。
 

・
事

前
に
読

ん
で
き

た
先
行

研
究
の

内
容

に
関

し
て

積
極
的

に
議
論

を
重
ね

た
上

で
研

究
テ
ー

マ
を
設

定
し
て

お
り
、

そ
の

議
論

に
対

す
る
再

検
討
を

行
っ
て

い

る
。
 

自
身

の
研

究
に

ふ
さ

わ
し

い
情

報
を

批
判

的
に

選
択
で

き
る
 

基
準

 
自
身

の
研
究

に
ふ
さ

わ
し
い

情
報

を
選

択
で

き

る
 

徴
候

 

・
先

行
研
究

に
関
し

て
読
ん

だ
段
階

で
留

ま
っ

て
い

る
。
 

・
読

ん
だ
先

行
研
究

を
す
べ

て
突
き

合
わ

せ
て

研
究

論

文
を

書
い
て

い
る
。
 

基
準

 
自
身

の
研
究

に
ふ
さ

わ
し
い

情
報

を
批

判
的

に
選
択

で
き

る
 

徴
候

 

・
先

行
研
究

に
関
し

て
整
理

し
ま
と

め
て

い
る

。
 

・
整

理
さ
れ

た
内
容

に
基
づ

い
て
グ

ル
ー

プ
で

検
討

を
重

ね
、

必
要
な

情
報
を

研
究
論

文
に
反

映
さ

せ
よ

う
と

し
て
い

る
。
 

基
準

 
自
身

の
研
究

に
ふ
さ

わ
し
い

情
報

を
批

判
的

に
選
択

で
き
、

更
な
る

先
行

研
究

の
追
求

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

徴
候

 

・
先

行
研
究

に
関
し

て
整
理

し
ま
と

め
た

上
で

、
研

究
に
必

要
な
情

報
か
を

自
分

な
り

に
考
察

し
て
い

る
。
 

・
整

理
さ
れ

た
内
容

に
基
づ

き
グ
ル

ー
プ

で
検

討
を

重
ね
、

必
要
な

情
報
の

み
研

究
論

文
に
反

映
さ
せ

よ
う
と

し
、
さ

ら
に

必
要

な
先

行
研
究

を
調
査

し
て
い

る
。

 

個
人
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク

 

項
目
 

規
準
 

C
（
支
援
が
必
要
）
 

B
（
お
お
む
ね
目
標
に
達
し
て
い
る
）
 

【
育
成
し
た
い
生
徒
像
】
 

A
（
十
分
達
成
し
て
い
る
）
 

思
考
 

判
断
 

表
現
 

得
ら

れ
た

デ
ー

タ

を
ま

と
め

る
，

可

視
化

す
る

な
ど

し

情
報

と
し

て
提

供

す
る

こ
と

が
で

き

る
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
を

ま
と
め

る
こ

と
が

で
き

る
 

徴
候

 

・
読

ん
だ
先

行
研
究

に
つ
い

て
、
説

明
し

て
い

る
。
 

・
教

員
か
ら

の
質
問

に
答
え

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
を

ま
と
め

る
，

可
視

化
す

る
な
ど

し
情

報
と

し
て
提

供
す
る

こ
と
が

で
き
る
 

徴
候

 

・
読

ん
だ
先

行
研
究

に
つ
い

て
、
レ

ジ
ュ

メ
等

に
ま

と
め
班

員
に

説
明

し
て
い

る
。
 

・
教

員
か
ら

の
質
問

に
根
拠

を
も
っ

て
答

え
る

こ
と

が
で
き

る
。
 

基
準

 
得
ら

れ
た
デ

ー
タ
を

ま
と
め

る
，

可
視

化
す

る
な
ど

し
情
報

と
し
て

的
確

に
提

供
す

る
こ
と

が
で
き

る
 

徴
候

 

・
読

ん
だ
先

行
研
究

に
つ
い

て
、
レ

ジ
ュ

メ
等

に
ま

と
め
班

員
に
説

明
し
、

問
題

の
あ

り

か
ま

で
示
す

こ
と
が

で
き
る

。
 

・
教

員
か
ら

の
質
問

に
根
拠

を
も
っ

た
う

え
で

的
確

に
答
え

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

主
体
的

に
学
習

に
取
り

組
む
態

度
 

自
分

た
ち

の
研

究

を
よ

り
良

く
し

よ

う
と

，
メ

ン
バ

ー

の
取

り
組

み
を

調

整
で

き
る
 

基
準

 
自
分

た
ち
の

研
究
に

対
し
て

参
加

で
き

る
 

徴
候

 

・
班

員
に
指

示
さ
れ

た
分
析

を
行
っ

て
い

る
。
 

・
課

題
研
究

の
時
間

に
自
身

の
取
り

組
み

が
十

分

で
き

て
い
な

い
状
況

で
参
加

し
て
い

る
。

 

基
準

 
自
分

た
ち
の

研
究
を

よ
り
良

く
し

よ
う

と
，

メ
ン
バ

ー
の

取
り

組
み
を

調
整
で

き
る
 

徴
候

 

・
自

発
的
に

先
行
研

究
を
分

析
し
整

理
し

て
い

る
。
 

・
整

理
し
た

情
報
を

班
員
に

伝
え
て

い
る

。
 

基
準

 
自
分

た
ち
の

研
究
を

よ
り
良

く
し

よ
う

と
，

メ
ン
バ

ー
の
取

り
組
み

を
調

整
で

き
る
 

徴
候

 

・
自

発
的
に

先
行
研

究
を
分

析
し
整

理
し

た
う

え
で

、
ど
の

よ
う
に

自
身
の

研
究

に
生

か

せ
る

の
か
共

有
し
て

い
る
。
 

・
整

理
し
た

情
報
を

班
員
に

伝
え
る

だ
け

で
な

く
、

班
員
か

ら
提
示

さ
れ
た

情
報

に
対

し

て
積

極
的
に

意
見
し

て
い
る

。
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