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　今日の 国際社会 ・情報化社会 と して の 急 激 な変化の 中で ，教育 も改革 の 時を 迎 え て い る．こ

れ か らの 21世紀 社会の 将来 を見据 え，数 学教 育 も社 会 の 要 請 に 十分答え ら れ る 内容へ 変化 す

る こ とは 必 然で あ る，そ の 中で 統計教育 に 対す る 要 請 は 企 業 や あ らゆ る分 野 の 大学教育に お い

て きわ め て 高い ．　一方，我 が 国 の 初等 ・中等教育 の 数 学 に お け る 統計の 内容 は，戦後最 も乏 し

い 状況 とな って い る．本研 究 は，諸 外 国 の 統計基礎教育 カ リ キュラ ム を比 較研 究す る こ と に よ

り，国 際的 な カ リキ ュラ ム の ス タ ン ダ
ー

ド を見出 し，我 が国 の 初等
・
中等 教 育 に お け る統計基

礎 教 育 の 充実を 図 る た め の 礎を築 くこ とを 目指 して い る．調査 の 対象 は，シ ン ガ ポ ール を は じ

め とす る ア ジア ・オ セ ァ ニ ア の 7 力 国で あ る．調杳 の 結果，ア メ リ カ や カ ナ ダ，イ ギ リス な ど

の い わ ゆ る先進諸国の み な らず ア ジ ア
・オ セ ア ニア に お い て も，算数数 学教育 の 中 で

一
統 計 」

あ るい は 「チ ャ ン ス とデ
ー

タ」 とい っ た 領 域を 設 け て 統計某礎教育 を 充実 さ せ て い る 国が 多 い

こ とが 分 っ た．そ れ らの 国で は，初等教育 の 初 期段 階 か ら グ ラ フ を 用 い て 「デ
ー

タ の 分 布 L

「デ
ータの ば らっ き．1の 概念を捉 え る デ

ー
タ 申心 の 教育 カ リ キ ュ ラ ム に よ り，身近 な 実 デ

ー
タ

を活用 し，デ
ータを読 み，解 き，捉 え，そ して 説 明 す る と い っ た 活動を 繰 り返 し な が ら統計 リ

テ ラ シ
ーを身 に付 けて い く教 育 が行 わ れ て い る．

　In　todaゾs　ever 　changing 　globalized　and 　information−based　society ，　we 　must 　continually 　initiate

and 　support 　reform 　in　our 　educatien 　systems ．　 We　recognizc 　the　need 　for　quality　instruction　and

leaming　in　statistical 　education 　in　both　corporatiens 　and 　universities ．　 This　report 　is　a　comparative

research 　study 　of　statisti⊂al　education 　curricula 　in　scven 　countries − Singapore，　Taiwan，　Malaysia軍

the　Philippines，　India，　New 　Zealand　and　Australia．　Based　on 　theseresearches ，　we 　carefully 　evaluate

the　Japanese　statistics 　curriculum 　and 　propose 　a　standard　curriculum 　for　statistical 　education 　for　pri−

mary 　and 　secondary 　schools 　in　Japan．　 The　U ，S．A．，　Canada，　and 　Germally　provide　substantial 　pro −

grams　in　sta しistics　related　education　in　their　schools ．　 There　are　also　many 　countries 　in　Asia　and

Oceania　which 　emphasize 　statistics 　education 　in　their　schools ．　In　these 　countries ，　statistics　educa −

tion　and 　instruction　on 　the　idea　of　probability　is　undertaken 　usillg 　weU 　known 　and 　real　data．　Basic

statistical 　knowledge　including
“Distribution　of　Data

”
and

“Variabiliしy
”

are 　also 　taught　at　an 　early

stage 　in　primary　schoQL
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1　 は じ め に

　統計教育 プ ロ ジ ェ ク ト
1）
で は，わが 国が 国際社会 ・情報化社会の 中で 競争 して い くた め に ，

国民 の 素養 と して 必要 な統計を身に っ ける教育 カ リキ ュ ラ ム の ス タ ン ダ
ー

ドを早急 に 作成 ・提

案 し， しか る べ き組織で の 検討を依頼す る必要が あ る と い う共通認識に 至 っ て い る．統計教育
カ リキ ュ ラ ム は教育対象 と 目的か ら， 1）初等 ・中等教育に お ける統計教育 ， 2）大学基礎教育

と して の 統計教育 ，
3）大学 ・大学 院の 各専門領域で活用す るため の 統計教育 ， 4）統計 の 専門

家を育て るた め の 統計教育，5）統計教育者 の た め の 統計教育，6）社会人の た め の 統計教育な

ど ， 各領域 に分 け て 考え な けれ ば な らな い が ，それ ぞれ は独立 で はな く互 い に結合され，全体

と して 大きく
一

っ に ま とめ られ矛盾の ない こ とが必要で あ る．最終的に は それ ら全体の カ リキ ュ

ラ ム の ス タ ン ダー ドを作成 ・提案す る こ とを 目標とす る が
，

プ ロ ジ ェ ク トが複数の 学会 との 連

携 の 下で 2005年 8月に 中央教育審議会会長宛 てに提出 した 「21世紀 の 知識創造社会に 向けた

統計教育推進 へ の 要望書　
一 21 世紀の 知識創造社会 を リ

ー
ドす る人材育成 の た め の 継続的な

統計教育の 推進 へ の要望 に っ い て
一

」（日本統計学会他 （2005））を受 け継ぎ ， まず初等 ・中等

教育に お ける統計教育 カ リキ ュ ラ ム の ス タ ン ダ
ー

ドの 提案を早急に 実現 しなけれ ば な らな い と

考え る．世界的視野に 立 っ て 将来を 見据え た カ リキ ュ ラ ム の 提案 を実現す る ため に は 世界各国

の カ リキ ュ ラ ム を調査 ・比 較研究 し，そ の 上で わが 国 の 教育全体の シ ス テ ム に 合 っ た カ リキ ュ

ラ ム を再検討する こ とが重 、要で あ る．

　 こ れ ま で の 先行研究 に お い て ，ア メ リカ，カ ナ ダ ・オ ン タ リオ州 や ドイ ッ の 主要 な州 の 統計

教 育 の ガ イ ド ラ イ ン や カ リキ ュ ラ ム は イ ン タ
ー

ネ ッ ト （National　Council　of　Teachers　for
Mathematics の Web ペ ー ジ ，　 Government　of　Ontario，　Canadaの Web ペ

ー
ジ ，　 Deutscher

Bildungsserverの Web ペ ージ）で も公開 さ れ て お り ， 既 に 調査 ・ 報告 もされ て い る （藤井

（2005），National　Council　of 　Teachers　for　Mathematics（2000））．今回我 々 は ア ジ ア 。 オ セ ァ ニ

ア 地域 に焦点を当て ，各国 の 初等 ・中等教育 の 統計基礎教育と して ， 特 に算数 ・数学科にお け

る統計教育 カ リキ ュ ラ ム に っ い て Web サ イ トや 資料 ， 文献を通 し て 調査 ・研究 を行 っ た．本

論文 に おい て それ ら の 結果 を報告す る．論文 の 構成は， 2章で 統計教育カ リキ ュ ラ ム の 国際比

較 に 至 っ た 背景を述 べ ， 3 章で わ が 国 の 初等 ・中等教育に お ける統計教育 カ リキ ュ ラ ム の 現状
を述 べ た後 ， 4章 で ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア 各国の 教育制度 ， 5章で ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア各国の統

計教育カ リ キ ュ ラ A
， 6章で各国 の 統計教育カ リキ ュ ラ ム の まとめを行 う．最後に 今後 の 調査 ・

研究の 方向性に っ い て 触れ る．

2 背景

　統計教育カ リキ ュ ラ ム の 国際比較に 至 っ た背景を ， 統計教育へ の期待，統計教育の 現状 ， そ

して ア メ リカ ，カ ナ ダ， ドイ ッ の い わ ゆ る 先進国 と の 比校に よ る 3 っ の 視点か らま とめ る．

　 2．1　統計教育 へ の期待

　これま で に 実施 ・報告 され た幾 っ か の ア ン ケ ー ト調査結果 か ら， 社会の 統計教育へ の 期待 が

大き い こ とが考察で きる．

　 （1）　企業 におけ る数学の 需要度調査

　東証 1部 ・2部上 場全企業 1935社を対象 とする 「企業 か ら見た数学教育 の需要度調査報告

書」 （武田 （1995）） に よ る と
，

“
大学で 学ん で きて ほ しい 数学分野

”
にっ い て は，文系出身者

に 対 して は 72．2％ ， 理 系出身者 に対 し て は 77．8％ の 企 業が
“
統計学

”
を選択 し，い ず れ も第

⊥）

日 本統計学会統計教育委員会 と数学教育学会統計分科会 を総 称 し統計教育プ ロ ジ ェ ク ト と呼ぶ．
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1位で あ る ．特 に 文系出身者に対す る
“
統計学

”
の選択率は ， 2位 （プ ロ グラ ミ ン グ，49．4％）

以 降 の 内容の 選 択率を大 き く引き離 し て い る．

　同様 の 東証 1部 ・ 2部 ft．場企業 2060社 （有効回答 399社）を対象に行われた 「企業の 算数 ・

数学教育へ の 期待
一

デ
ー

タに基づ く予測の 強調 と指導法の 改善
一

」 （瀬沼 （2004a）） に よ ると ，

算数 ・ 数学教育の 内容を 28項 目に 分 けた場合 の 選択率に お い て
，

　◆　仕事をする うえ で 大 切な算数 ・数学 ： 「デ ータ に基づ く予測」第 4位

　◆　特 に 大切な部課 ・部署が あ る算数 ・数学 ： 「統計」第 2位

　◆　「大切 で な い 」 と思 わ な い 算数 ・ 数学 ； 「デ ータ に 基づ く予測」第 2位， 「統計」 第 5位

と い う結果が得 られ て い る．こ の 報告で は企業が期待する人間像 は，　
“
twが分か り計算が で き，

デ
ー

タに基づ い て 予測で き論理的に考え られ，判断力が あ り，統計が で き ， 簡潔に 表現で きる
”

人材で ある とまと め られ て い る．

　 （2） 算数 ・数学教育の 内容 とその配列 に 関する調査

　「算数 ・数学教育 の 内容 とそ の 配列に関する総合的研究」 の 報告書 （長崎 （2005））に よ る と ，

「調査」は
，
2003 年一2004 年に 実施さ れ （回答 者 ：研究者 416名，小中学校 の 保護者 1，828 名，

数学者 333名， 小中学校の 教 師 1，901名，指導主事等 160 名，数学教育研究者 53 名， 合計

4，691名），調査内容 は，算数 ・数学科 に お け る指導内容の 重要度を ， 内容，能 力 ・ 技能，姿

勢 ・態度 の 3点か ら調 べ て い る．報告書で は，算数 ・数学科 の 内容 （全部で 26項 目）の 中で

全 て の 分野 の 調査対象者が そ れぞれ に 8割以 ヒ重要で ある と回答 した項目は，整数 とそ の 計算，

グ ラ フ や表 ， デ
ー

タの 傾向で ある こ とが述 べ られ て い る．「グ ラ フ や表 （例え ば ， 棒グ ラ フ
，

円グラ フ をか い た り読み 取 っ た りす る こ と）」 と 「デ ータ の 傾向 （例え ば，平均，散らば り方

を求め る こ とな ど）」 の それ ぞ れ の 選択率 は，文科系，理 学 ・農学 ， 医学 ， 複合領域 の 研究者

全て が 1位 と 2位，小学校保護者が 3位と 6位，中 ・高等学校保護者が 4 位 と 5位 ， ］匚学 の 研

究者が 8位 と 9 位で あ る．特に文科系 の 研究者 の 選択率 は ，各項 目の 選択率平均が 61％ で ，

半数近 くの 内容が 50％以 ドの 選択率で あ る に もか かわ らず ， 統計に関す る 2項 目に っ い て は

それぞれ 88％ と 91％ と群を抜い て 高い 数値を示 して い る ．また教師の 2項 目に っ い て の 選択

率 は，小学校教師が 99％ と 97％ （各内容 の 選択率平均 ：82％），中学教 師が 97％ と 89％ （各

内容の 選択率平均 ：88％），高等学校教師が 96％ と 85％ （各内容 の 選 択率平均 ：91％） とな っ

て い る．高等学校教師 の 各項 目の 選択率 に お い て ，「デ ータ の 傾向」 は 平均を下回 り，下か ら

10番目とな っ て い る．こ れは他の 対象者の 選択率が E位で あ っ た こ とと比較 して 特徴的で ある，

　 （3）　卒業生の 数学へ の意識調査 （筑波夫学附属駒場 中 ・高等学校の場合）

　 ス
ーパ ーサ イ エ ン ス

・ハ イ ス ク ール 研究開発指定校 の 筑波大学附属駒場中 ・高等学校の 数学

科が ， 「研究テ
ー

マ ：
〜高等学校 と大学 を つ なげ る カ リキ ュ ラ ム 開発の 基礎的研究〜」 に お い

て 実施 した過去 5年間 の 卒業生 220名 （回答数 74） へ の 高等学校数学に っ い て の 意識調査報

告書 （筑波大学附属駒場中 ・高等学校数学科 （2004）） か ら次 の よ うな結果が得 られ て い る．

　   　専門 （分野） と繋が りの あ る数学 の 内容

　　 繋が りの あ る数学 の 内容と して ，法学，経済 ・ 政治 ， 心理 学 ・社会，情報，生物 ・薬学，

　 医学 の 各分野 で 統計が選択 され，選 択数の 合計 は最 も多い 、

　   高等学校 で さ らに扱 っ た ほ うが良 い と考え られ る数学の 内容

　　 「確率 ・統計」は ， 法学 （7112）， 経済 ・政治 （5／14），教育 ・文学 ・心理 ・社会 （2／5）， 理

　 学 （物理 ・化学 ・数学） （6／8），情報 （115），生物 ・薬学 （2／12），医学 （4114） （カ ッ
コ 内は ，

　 選択者数ノ全体数 ， を表す） の 各専攻 （分野） で 選択 され ， 全体 の 選択率 30／74 は 第 1位 で

　 あ る （2位は微分積分 ・微分方程式 23名）．

以 上 は少数の 回答か らま とめ た もの で あ るが，さ ら に 具体的な 自由記述 に お い て も高等学校で
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の 統計教育を望む意見が幾 っ かあげ られて い る．以下 はそ の ．…
例で ある．

　 ・確・辛福 統計 は文部科学省 の カ リキ ュ ラ ム 以上 の 内容をや る意義が 極め て 強い 、現在の 生活

　　 で も しば しば活用す る こ とが あ る．

　 ・ 統計 はど ん な分野 の 研究 をや る に して も重要 で あ る．世 の 中に は 充分な統計 的知識 を持 た

　　 な い 研究 者が多す ぎ る よ う に思 う．統計 の 授業は必須に して も良い ．

　 ・確率 ・統計 は高等学校 と大学で 最 もギ ャ ッ プ の あ る分野で あ る．

　
・統計 に関す る講義 は 高等学校で も扱 っ て 欲 しか っ た．統計学は高等学校時代に統計 を学ん

　　 で い な い 状態 で は少々 難 しい ．

　 ・統計はや っ た方が よ い ．た だ多 くの分野をや る よ りも，基礎を充実 さ せ る べ き．

　 筑波大学附属駒場中 ・ 高等学校で は ア ン ケ
ー

ト調査結果を踏まえ ， 統計教育を 中 ・高 の ど の

時期 に 実践す べ きかを検討 し，過去の 実践経験か ら統計の 基礎的事項 は 早め に学習 し た 方が 効

果的で あ る と い う判断で ，中学校で の指導が開始 され た こ とが樶告され て い る （牧下 （2005））．

　以上の 4 っ の 調査結果 か ら ， 企業 の 統計教育 へ の 需度 が高い こ と と合わ せ ，研究者 ， 教師 ，

保護者な どが統計 と して の 「グ ラ フ や 表」 と 「デ ー
タ の 傾向」 を重 要な内容と して 選択 して お

り，
“
計算

”
と同 じ く算数 ・数学 の 基本 と考え て い る こ とが読み 取れ る．また ，楽業生 に よ る

調査結果か ら高等学校 に お い て の 確率 ・ 統計に関する教育を望む声が 強い に もか か わ らず，高

等学校教師の 意識 は他 の 数学 の 内容に比較 して や や 低 く，教師 と卒業生 で は若干意識の ずれ が

あ る こ と も明 らか とな っ た．

　 2，2　統計教育の 現 状

　 （1） 小中高の 算数 ・数学における統計教育

　 小 ・中 ・ 高等学校の カ リキ ュ ラ ム の 現状に っ い て の 詳細 は 次章 に述 べ る こ とと し， こ こ で は

簡単 に 触れて お く．平成 10年 （小学校）お よ び平成 11年 （Ll．1学校） の 新学習指導要領告示以

降， 算数 ・数学教育 とし て の統計の 内容は大幅に 削減 され，小学校の 6年生 で は
“
平均 の 意味

を知 り，使 う
”

の
一

項 の み とな り，

“
資料 の 散 らば り

”
は削除さ れ て い る．中学校で は資料の

整理 や標本調査な ど の 統計 に関わ る 内容が 全 て 削除 され ， 2年生 の
“m 本的な 確率

”
と して の

確率が わずか に残 っ て い る．高等学校の 新学 習指導要領で は，中学校で 削除 され た
“

資料 の 整

理
”

が 数学基礎と数学 B に移行 し，　
“
標本調査

”
が 数学基礎と数学 C に移行 した．数学基礎

で は 「身近な統計」が 1 っ の 章 と して 取 り上 げられ て い るが．数学基礎 を学習す る高等学校は

全国で 2％で ある こ とが報告され て い る （依田 （2003））．数学 B で は 「統言1’と コ ン ピ ュ
ー

タ」

は 4 つ の 学習 内容 の 1 っ で あるが選択制で あ り，実際に 高等学校 で 教え て い るケ
ー

ス は少な い ．

新課程で は，殆ど の 中学校 ・高等学校 の 生徒 は 「統計」を学習 しな い と言え る．

　 （2） 大学の統計教育

　大学の 統計教育は，各担当教員の 力量 に 任 され て い る の が現状で あ る．講義 中心 にす るか実

践中心 に す るか ， 学習内容 を数理統計 に するか，デ
ー

タ分析に す るか，ど う い っ た デ ー
タを用

い る か な ど全 て 担当教員が 決め て い る．すなわち大学の 統計教育は ， 教育内容 も教育方法 もさ

まざま で あ り， 教育 の 標準化は な され て い な い ，大学で の 統計教育を
一
定 の 水準以上 に保 っ た

め の 指針が必要で ある と考え る．

　2．3　ア メ リカ
，

カ ナダ ， ドイ ツ の 統計教育カ リキ ュ ラ ム

　 ア メ リカ，カ ナ ダ ， ドイ ッ の い わ ゆ る先進諸国 の カ リキ ュ ラ ム の 中に 本研究 の 大 きな背景 が

あ る．本研究 の カ リキ ュラ ム の 国際比較 はそ れ らを継続 した もの で ある．ア メ リカや カ ナ ダ，

ドイ ッ の 数学 の 中で の 統計教育カ リキ ュ ラ ム に っ い て は 既 に文献等 （藤井 （2005）， National

Council　of　Teachers　for　Mathematics（2000），　 Government　of　Ontario，　Canadaの Weh ペ ー
ジ，

Deutscher　Bildungsserverの Web ペ ージ） で 報告 され て い る．ア メ リカ で は，項 目
“
デ ー

タ分
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析 と確率
”

の 領域 の 中で 教育 ス タ ン ダー ドが示 され て お り，PREK 〜12 （日本 の 小学校 1年生

〜高等学校 3年生）の 毎学年 に 統計教育力 「丿キ ュ ラ ム が配置され て い る，身の 回りの もの に 関

して 問題 を設定 し，生徒 自身がデ
ー

タを集め ，データを統計的に分析 して まとめ，結果を ま と

め ， 説明や議論を通 して理解 して い くこ とを繰り返す．幾っ か の統計的手法を学びなが ら， デ
ー

タの 収集方法に よ る結果へ の 影響 ， 標本 の 背後 に あ る母集団， 2 つ の 母集団の 比較 な どを学 び，

最終 的に は デ
ー

タに基づ く推測 と 予測 を ウ：て て ， そ れ を統計的に 評価 で きる こ とを 目標 と して

い る．カ ナ ダ ・オ ン タ リオ 州教育委員会が 公表 して い る 数学科 の 中 の
“
デ ータ処理 と確率

”

（Ontario　Ministry　of　Education （2005）） に お い て も，第 1学年〜第 8学年 ま で 毎年カ リキ ュ ラ

ム が組 まれ て い る． ア メ リカ の 場合 と同様 に ， デ ータ 中心 の 教育が繰 り返 し行 われ ， 徐 々 に 内

容が 深 ま っ て い る． ド イ ツ で は州 ご と に 統計 を 含 め て 数学 教育 の 内容が 公 表 さ れ て い る

（Deutscher　Bildungsserverの Web ペ ージ）．ハ ン ブ ル グ （自由 ハ ン ザ 都市 ハ ン ブ ル ク） の 初等

教育で は，記述統計 と基礎的な確率 ， 中等教育 レ ベ ル 1 で は デ ータ解析 （グ ラ フ ，デ ータ の グ

ル ープ化 ， 中央値 ， 算術平均） と基礎確率論，そ して さ らに 中等教育 レ ベ ル H で は基礎確率論

と推測統計が 含まれ て い る．わ が国の 初等 ・中等教育統計カ リキ ュ ラ ム は，これ ら先進諸国の

カ リキ ュ ラ ム の ご く
一部 に とど ま っ て い る．

3　わが 国の統計教育

　本章で は他の諸 国 と比較す るに先立ち，日本 に お け る カ リキ ュ ラ ム を紹介す る．教育情報ナ

シ ョ ナ ル セ ン タ
ー Web ペ ージ に 示され るよ う に ，学習指導要領は昭和 22年よ り何度か の改訂

を経 て現在 に い た っ て い る．算数 ・数学 に お ける統計教育の 内容は減少傾向に あ り， 現 在は戦

後最 も乏 しい 内容 とな っ て い る．

　平成 10 年度 よ り， 文部科学省 が 発表す る新学習指導要領 （小学校，中学校 は平成 10年 12

月告示，15 年 12 月　・
部改正．高等学校 は 平成 11年 3 月告示，14年 5月，15年 4月 に

一
部改

正 ） に従 い ，授業を行 っ て い る．以 下 に わ が 国の統計教育 の 現状と して ，小 ・中 ・ 高 そ れ ぞれ

の 算数 ・ 数学科の 学習指導要 領に お け る統計の 扱い を述 べ る．

　3．1　小学校の 算数 に お け る統計教育

　日本 に お け る小学校の 算数教育 の カ リキ ュ ラ ム は第 6 学年で ， 数量や図形 に つ い て の 基礎 的

な 知識や 技能を身に っ け，数理的処理 の よさ に気づ き，生活に生 かす態度を育て る こ とを 目標

と して い る．各学年 はそれ ぞれ ， 数と計算，量 と測定 ， 図形 ， 数量関係 の 4 っ （第 L 　2学年

は数量 関係を 含ま な い） の 内容で 構成 され て い る．統計教育に 関係す る主な項 目に つ い て は表

1を参照 され た い ，小学校に おける統計教育 は，資料の効果的な処理 と して ， 表を用 い た 資料

の 整理 や統計 グラ フ を用い た資料の 視覚 的表現を扱 っ て い る，な お ， 指導計画 の 作成に 関する

留意事項 と して ，
コ ン ピ ュ

ータ な ど の 有効活用を行い ，表や グ ラ フ を用 い た表現力 を高め る こ

とが示 されて い る．

　3．2　中学校の数学に おける統計教育

　中学校で は ， 小学校 で の 内容を踏 まえ ， 特 に 数理的な 考察能力や数学的な 見方や考え 方 の 育

成を冖標 と し，カ リキ ュ ラ ム が 組まれ て い る．具体的に は第 3学年で ，そ れ ぞ れ ， 数 と式，図

形 ， 数量 関係の 内容で ，カ リ キ ュ ラ ム が 提示 さ れ て お り， 文字式 を扱 っ た数式処理 や証 明 ， 平

面図形や空間図形の 概念 な どが挙げ られ る．

　統計教育 に 関す る項 目は ， 直接的に は ほ とん ど扱われ ず ， 第 2 学年 の 数量関係 の 項 目で ，確

率 の み で あ る． こ の 中で は ，樹形図を用 い て ，起 こ りえ る全 て の 場合を調 べ た り，不確定 な事象

の 起 こ りえ る程度 と して の 確率 の概念を考え，簡単 な場合の確率を求め る こ とを紹介 して い る．
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表 1　小学校算数教育に お け る 統計 に 関係する 主 な 項 目

数 と計算 量 と測定 図形 数量 関係

第 1学年　加法，減法，個数 の　長 さの 測定，身近 な　（該当項目な し）

　　　　 処 理，数直線　　　　単位

（該当項目な し）

第 2学 年 　乗 法・，事柄 の 分類整　時 刻

　　　　 理，表 や グ ラ フ に よ

　　　　 る表現

直線，三 角形，四角形　（該当項目な し）

第 3学年　除法，そ ろ ば ん 単位や 計器 の 選 択，　 正 方 形，長方形，直角　表や グ ラ フ を 用い た 資料の

時間　　　　　　　　三 角形，直角　　　　　表現，棒 グ ラ フ

第 4学年　小数，分数 概数　　面積，角 度 二 等辺 三 角形，正 三 角　折 れ 線 グ ラ フ ，グ ラ フ の 特

形，円　　　　　　　 徴や 傾向把握，公式理 解

第 5学年　偶数，奇数 ， 記数法　平面図形 の 面積 平行，垂直，平行四辺　百分率 （％ ），歩合，円 グ

形，台形，ひ し形，円　 ラ フ ，帯 グ ラ フ

周率

第 6学年　約数，倍数 体積，速 さ 立体図形 比，比例，平均

注意 ：同様 の 項 目 に っ い て は特 に 断 りが な い 場合，初出を記 した．い くっ か の 表内の 項目で 統計 に 直接関係

　　　しな い 項目に っ い て ，統 計 指 標や 統計 グ ラ フ を 習得 す る た め の 時 期 を考え る 参考 に な る た め ，こ れ ら

　　 を掲載 して い る こ と に 注 意 さ れ た い ．

　3．3　高等学校の 数学に お ける統計教育

　高等学校で は， 3 年間 で 中学校ま で に学ん だ数学 の 概念 をさ ら に深 く理解 し，活用す る こ と

を 目標 として い る．また ， 中学校 まで の 履修 と異な り，全 て の 生徒が同 じよ うな教科や 内容で

履修す る の で は な く，学校の 方針や生徒 の 大学入試科 目に 依存 して ， 履修す る科 目及 び内容の

ば らっ きが 見 られ る．

　高等学校に お ける数学 は，数学基礎，数学 1 ， 数学 H ，数学 皿 ，数学 A，数学 B．数学 C
の 7科 目が学習指導要領 に 記 さ れて い る．上述 した よ う に こ の うち ， 数学 1 や A は 多 くの 生

徒が第 1学年で 履 修す るが，数学 IIや B は履修率が下が り ， 数学皿 や C は 理系 の ク ラ ス や 大

学入試に必要な生徒の み の 履修で ，文系 ク ラ ス はほ とん ど履修 して い な い．数学基礎 は主 に商 ・

工 業系の 高等学校で 利用され て い るが ， 高等学校全体 で の 利用率は低 い ．

　表 2 は各科 囗の 内容と統計教育に 関係 する項 目の 一
覧で あ る．こ の 表で 見 る限 りで は ， 全体

と して 統計教育を学ぶ 機会は少 な くな い よ う に思 われ るが，直接 「統計」の 言葉が使われて い

る数学 B，数学 C は 4 項 目か ら 2項 目を選択すればよ く ，
ご く一部を除 き，ほ と ん ど の 高等

学校で は 統計 の 内容を教え て い な い ．ま た数学基礎 も多 くの 高等学校に お い て履修され て い な

い ため，学習指導要領に 明記 は さ れ て い るが ， 実際に は履修 され て い な い の が現状で あ る．

4　ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア各国の教育制度

　本章で は ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア 各国 の 初等中等教育制度 を紹介す る．今回調査 した国は ，シ ン

ガ ポ ー
ル

， 台湾， マ レ
ーシ ア ，フ ィ リ ピ ン ，イ ン ド， ニ ュ

ージー
ラ ン ド，オ

ー
ス ト ラ リア の 7

力 国 で あ る．出典 は文末の 参考文献に 示す通 りで あ るが ， 主 に各国政府教育省の Web サ イ ト

を中心に情報を収集 しま とめ た．本章で 各国 の 教育制度 を概観 し， 次章で は統計 カ リキ ュ ラ ム

の 内容を紹介す る．各国 の 教育制度 の 概要 は 表 3 に示す通 りで あ る．文部省大臣官房調査統計
企画課 （1994） およ び各国教育省の Web サ イ ト等 に 示 され て い る通 り ， 今回調査対象と した

7 力 国は マ レ
ー

シ ァ を除 きい ずれ も初等中等教育 の 6 〜 10 年間は義務教育で ， マ レ
ーシ ア も

ほ ぼ 100％近 い 児童が就学 して い る。
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表 2　 高等学校 の 各数学 に お け る 内容 と統計教育

科目名　　内容 統計 に 関す る項 目

数学 1 方程式 と 不等式，「 次

関数，図 形 と 計量

統計 に 鬨す る項 目は 直接的に は 扱 わ れ て い な い．

数学 II 式 と証 明 ・高次方程式，

図 形 と方程式，い ろ い

ろ な関数，微分
・
積分

の 考 え

統計に 関 す る 項 四は 直接的に は 扱 わ れて い な い ．

数学 III　 極限，微 分 方，．積 分 法　統 計 教 宵 に関 す る項 目は 直接 的 に は扱 わ れ て い な い．

数学 A

数学 B

平面図形，集合 と論理，

場合 の 数 と 確率

数列，ベ ク トル ，統計

と コ ン ピ ュ
ー

タ，数 値

計 算 と コ ン ピュー
タ

数学 C　　行列 と そ の 応用，式 と

　 　 　 　 曲線 ，確率 分 布，統 計

　　　　 処理

場合の 数 と確率で は，事象の 処理 を考 え，順列 や 組合せ，確率 の 基本的

な 法則，独 、7：な 試行，二 項定理 ，期待値に 触 れ る．

統計 と コ ン ピュータ で は，資料 の 整理 と して ，度数分布表 の 扱 い や 統計

グ ラ フ ，相 関 図 （散 布 図 ） を紹 介 し，ま た代 表 値 や 散 らば りの 指 標 と し

て 分 散や 標準 偏 差 に 触 れ て い る．加え て ，2変数 の 関 係 の 数値表現 と し

て 相関係数 を 紹介 して い る．た だ し，「理 論的 な考察 に は 深入 り しな い

もの とす る 」と内容の 取り扱 い を 明記 して い る こ とに 注意 さ れ た い．

確率分布で は，確率計算や 確率変数 と そ の 分布 の 理解 を 国指 す．確率 の

加法定 殫，乗 法 定琿 や 条 件 付 き確 率 も紹 介す る．確率変数 の ヰ 均値，分

散 （標準偏差 ），和 と積 も学ぶ．統計処理 で は，二項分布や 正 規分布の

平均，標準偏差 を学 び，標本調査 や 母集団の 考え 方 も紹介 し，統計的推

測 の 考 え 方 の 習得 を 目指す．ま た，母平均の 推定．母比率の 区間推定 も

述 べ る．ま た 数学B と 同様 ， 統計処理 に お い て も 「型 論的な 考察 に は

深 入 り しな い もの とす る」 と明 記 され て い る．

数 学 基 礎 　 数 学 と 人 間 の 活 動，社

　　　　 会生活 に お け る数理 的

　　　　 な考察，身近な 統計

身近 な 統 計 で は ，資料 の 整 理 や傾 向を 見 る こ と を 表 や グ ラ フ を 用 い て 考

え，代表値を用 い て 統計 の 考 え 方 の 理 解，活 用 を 目指す．

表 3　 各国の 初等 中等教育制度

国名 初等教育 中等教育 義務 教育

シ ン ガポー
ル

台湾

マ レ
ー

シ ア

フ ィ リピ ン

イ ン ド

ニ ュ
ージー一ラ ン ド

　　　　　　　＊
オ
ー

ス トラ リア

6 年間 （6 歳〜12歳）

6年問 （6 歳〜12歳）

6年 間 〔7歳〜13歳）

6年 間 （6 歳〜12歳）

8 年間 （6歳〜14歳）

6 年 間 （5 歳〜ll歳）

6年 間 （6歳〜12歳）

6年間 （12歳〜18歳）

6年間 （12歳〜18歳）

5 年 間 （13歳〜18歳）

4年 間 （12歳〜16歳）

4年間 （14歳〜18歳）

7 年 間 （n 歳 〜 18歳）

6年 間 （12歳〜18歳）

6年 間 （6 歳〜12歳）

9年 間 （6 歳〜15歳）

なし （た だ し無償）

6年 間 （6歳〜12歳）

8年間 （6歳〜14歳）

10年間 （6歳 〜且6歳）

9 年間 （6 歳〜15歳）
＊

州 に よ っ て
．
部異な る

　4．1　 シ ン ガポール の 教育制度

　 シ ン ガ ポ ー
ル の 教育 は教育省が教育行政 を管理 して お り ， そ の 全体像は教育省の Web サ イ

トで 見る こ とが で き る、初等教育は ， 小学校 （Primary　SchooD 第 1〜 4学年 の 4年間 の 基礎

段階 （foundation　stage ） と第 5 ・6 学年 の 2 年間 の 適応段階 （orientation 　stage ） か らな る無

償 の 義務教育 （2003 年 1月 1 日 よ り） で あ る．中等教育 は 中学校 （Secondary　Schoo1） の 4 〜

5年 問で あ り， こ の 期間 も含め 以 降 の 教 育は有償で ある．続 い て ジ ュ
ニ ア カ レ ッ ジ （Junior

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Statistical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Statistioal 　Sooiety

286 目 本 統 計 学 会 誌 　 第 36巻 第 2 号 2007

College）や教育学院 （Centralized　lnstitute）な ど の大学前教育の 2〜 3年間ま たはポ リテ ク ニ
ッ

ク （Polytechnic） の 3年間， そ して 大学 （University） の 3 〜 4年間が ある，　 IEA （国際教育

到達度評価学会） に よ っ て 実施され て い る TIMSS （Trends　in　Intemational　Mathematics　and

Science　Study） と呼ばれ る算数 ・数学及 び理科の 到達度 に関す る国際的な調査 （1995年，1997

年，2003年 の 3回実施） に お い て ， シ ン ガ ポ ール は実施対象で あ る第 4学年 （小学校 4年生）

と第 8学年 （中学校 2年生） の いずれ に おい て も第 1位 の 成績 を続 けて い る．成績だ けで な く

算数 ・数学に 対す る好感度も高 く，勉強熱心 な生徒の 多い シ ン ガ ポ
ー

ル は，教育省の Web サ

イ ト内の 初等教育 カ リキ ュ ラ ム の 最初の 記述 に お い て ，　
“
英語，国語，数学 は生徒の 能力に従 っ

て 適 切な レ ベ ル で 教え られ る
”

と書か れ て い る よ う に徹底 した習熟度別学習制度を取 り入れ て

い る．わが 国に お い て もそ の 教育制度 は注 目され，さ まざ まな調査 ・研究が行われ て きた （財

団法入 自治体国際化協会 （2005）， 長崎 （2003a，
2003b）， 瀬沼 （2004b））．小学校第 4 学年 の

終了時に各学校独自の 試験が実施 され，そ の 成績 に よ り第 5 ・ 6学年の ク ラ ス が 決定 し， ス ト

リ
ーム と呼ばれ る EM1 ・2，

　 EM3 の 2 コ ー
ス に別れ （2004年度に EM1 と EM2 は統合され た），

EM1 ・2 と EM3 は別 々 の 教育 カ リキ ュ ラ ム に基づ い て 教育が行われ る．例えば，　 EM3 の数学

カ リキ ュ ラ ム に おい て は，次 の 適応段階 の 内容を学ぶ 前 に基礎段階 の 幾 っ か の 重要 なテ
ー

マ に

つ い て 繰 り返 し学習 し， 数学 基礎の 理 解 を確実 な もの に して い る．小学校卒 業時に は PSLE

（Primary　School　Leaving　Examination）と呼ばれ る全 国統
一試験が あ り ， そ の 成績に よ り巾学

校 に は ス ペ シ ャ ル （Special），エ ク ス プ レ ス （Express）， ノ
ー

マ ル （普通） （Normal 　Academic），

ノ
ー

マ ル （技術） （Normal 　Technical） の 4 っ の コ ー
ス に 分か れ て 進学 す る （上位 10％が ス ペ

シ ャ ル ，中位 50％が エ ク ス プ レ ス ，そ の 他 40％が ノ
ーマ ル コ ー

ス ）．次の 学年に 進級する時に

コ ー
ス の 入れ替 え もある． ス ペ シ ャ ル fエ ク ス プ レ ス コ

ー
ス の 生徒は中学校第 4学年の 終了時

に GCE −0 レ ベ ル 試験 （シ ン ガ ポ ール ・ケ ン ブ リ ッ ジ普通教育認定試験） を受 けて ジ ュニ ア カ

レ ッ ジ な どの 大学準備教育 に 進む． ノ
ーマ ル （普通） と ノ

ーマ ル （技術） コ
ー

ス の 生徒 は中学

校第 4学年終了時に GCE −N レ ベ ル 試験 （シ ン ガ ポ
ー

ル ・ケ ン ブ リ ッ ジ標準教育認定試験）を

受 け ， 社会人 に な るか専 門学校 に進学す るが，成績優秀 な場合に は もう 1年勉強 して GCE −0

試験 を受 ける こ と もで きる
2）

．さ ら に 大学進学を目指す生徒は ，
ジ ュ ニ ア カ レ ッ ジ な ど で 大学

受験 の た め の 専 門的知識を習得 した後に GCE −A （シ ン ガ ポ
ー

ル ・ケ ン ブ リ ッ ジ上 級教育認定

試験） を受け る ．GCE −A カ リ キ ュラ ム は ，2006 年度か ら新 し い GCE −A レ ベ ル カ リキ ュ ラ ム

（H1 ，　 H2 ，　 H3 ） に段階的に移行す る こ と に な っ て い る．

　 4．2　台湾の教育制度

　台湾で は ， 国民小学に て 6年間 の 初等教育が行 われ，義務教育で あ る．ま た ，中等教育は前

期 と後期 に 分か れ前期 の み 義務教育 （国民 中学） で あ る．1968年に 義務教育が 6年か ら 9年

に 延長され ， 無償で あ り， 国民小学 ， 国民中学 と もに ほ とん どが公立で ある．教育課稈 の 基準

は 111央政府 の 教育部が 制定 し，国民小学 の 数学 の 授業 は，第 1 ・ 2学 年 は週 1040分 の うち

120分，第 3 ・4学年は週 1320分の うち 160分， 5 ・6年牛 は週 1400分の うち 240分で あ る

（1995年現在）．国民中学 の 数学 の 授業 は ， 第 1学年 は 32〜34時間中 3〜 4 時間，第 2学年 は

32〜36時間中 2時間，第 3学年 は 選択で あ る．

　中等教育後期 は，義務教育 で は な く普通教育学校 （高級中学），職業専門教育 （高級就業学

校）などがあ り，1994年 の 調査で は対象児童 の 88％ が進学 して い る．中等教育後期 の 教育課

程 の 基準 に つ い て も中央政府教育部が 制定 して い る．中等教育後期期 間へ 進学 した児童 の約 3

分 の 1が通 う高級中学で は ，数学 は第 1学年お よ び第 2学年で 週 5 時間，第 3学年で は週 4時

2〕

そ の 他中高
一

貰教育 の 英才教育 コ
ー

ス や 特別独 h？．校 が あ る，
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間か ら 6時闇 の 数学の 授業 が 行われ て い る．

　4．3　マ レーシ ア の 教育制度

　マ レ
ー

シ ア は第 2次世界大戦後，各種民族 が国家 と して 統合された ため，各民族 の 文化的 ・

歴史的相違を乗り越え て 統
一

を図る こ とを日的に ， 国民教育制度 の 確立に注力 した． こ の 成果

が 「1961教育法」 と して 施 行され，長 くマ レ
ーシ ア の 教育 の骨格 を形成 した．そ の 後新 しい

時代 に適応す る ため に 見直 しが行 わ れ ， 現在 の 「1996教育法」 が 出来上が っ た ，Ministry　of

Education　Malaysia （200i） お よ び 財団法人 自治体国際化協会 （2001） に 示 され る よ う に ，
マ

レ
ー シ ア の 国民教育は，プ レ ス ク

ー
ル と呼ば れ る 4歳か らの 就業前教 育か ら ス タ ー ト し，小学

校 6年 ， 前期巾等学校 3年，後期中等学校 2 年，大学 予備課程 2年 ， 大学 3年 の 「6−3−2−2−3

制」 とな っ て い る ．初等 ・中等教育は ， 日本の よ うな義務教育 で はな い が，無償で 受け る こ と

が で き， ほ とん どの 対象児童 が小学校お よ び中等学校 に在籍 して い る． 1995年の 在籍率は ，

小学校 96．7％，前期中等学校 82．4％ ， 後期中等学校 55．8％で ある．

　初等教育は ，
マ レ

ー
シ ア 語 を 教授 言語 とす る国民学校 （National　SchooD と， マ レ

ー
シ ア 語

以外 （中国語や タ ミ
ー

ル 語） を教授言語 とす る国民型学校 （National−type　Schoo1）が あ る．初

等教育カ リキ ュ ラ ム （ICPS ： Integrated　Curriculum　for　Primary　Schools）は ， 教育省に 設置 さ

れ た カ リ キ ュラ ム 開発 セ ン ター （CDC ：Curriculum　Developing　Center） に よ っ て 示され る．

算数 は，某礎科 口の 1っ と して 位置付け られ，内容は足 し算 ・引き算 ・掛 け算 ・割 り算 で あ る．

週 1350〜1440分 の うち 210分が算数！商業実践 の 時間 とされ て い る．

　中等教育 の大 半は マ レ
ー

シ ア語を教授言語 とす る国民中学校 で ，中国語や英語 で 教え る私立

中等学校は数と して は少な い．前期中等学校 に お い て も後期巾等学校に お い て も， 数学は必須

科目に指定 されて お り，上級中等学校で は さ ら に L級数学の 科 目が 選択で き る ．中等教育前期

は ，週 1680 分 の う ち 200 分，中等教育後 期 （普通 教育学校）で は，週 1280分の うち 200分が

数学の 授業で あ る．

　 4．4　フ ィ リ ピ ン の 教育制度

　 フ ィ リ ピ ン は，お よ そ 7100 の 島 々 か らな る島国で ， 70以 上 の 地方言語が便用 さ れ る，民族 ・

文化 ・宗教 に お け る多様性の 高 い 国で あ る が，教育制度は 統
一

的な も の に な っ て い る．義務教

育は
，

1995年 よ り 6 歳か ら 12歳ま で の 初等教育 6 年間 で ，教育課程 の 基準は初等教育 ・中等

教育 と も教育省 の 省令 に よ り定 め られ て い る．11，等教育は 12歳 か らの 4 年間で ，在籍者比率

は 67％ （2003−2004年）で あ る．現在で は数学 の 授業 は 英語で 行 われ る学校が 多い ．

　初等教育は ， 道徳， フ ィ リ ピ ノ語 ， 英語 ， 算数，公民，文化，歴史 ・地理 ・公民 ， 理 科 ・保

健，芸術 ・体育，家庭 ・生活 の科 冖で 構成 され ， 算数 の 授業は
一
口 300か ら 380分 の うち 60

分〜80分 （1 〜 3年生 ；80分 ， 4 〜 6年生 ：60 分）行わ れ て い る．中等教育は， フ ィ リ ピ ノ

語，社会，保健 ・体育，音楽，価値教育，英語 ， 理科 ・テ ク ノ ロ ジー，数学，技術 ・家庭 の 科

目で 構成 され，数学は，週 1840〜1920 分の うち 200分行わ れ て い る．

　 4．5　イ ン ドの 教育制度

　連邦制 をと る イ ン ドで は，学校教育は伝統的に各州政府 の 所管 とな っ て い る、以前 は学校体

系 は州 に よ り異 な っ て い たが ，教育は連邦 と州 の 共同管轄事項とされ ， 州間で 異な る学校体系

を 初等学校 5年，上級初等学校 3年，中等学校 2年， ．ヒ級中等学校 2年 ， 高等学校 3年の 体系

に 統
一す る政 策 が 進 め られ て い る （Central　Board　of　Secondary　Education　of　India （2002）；

Department　of 　Education，
　 Government　of　India（2006a，

　b
，
　c））．義務教育は

， 初等教 育 8 年

（初等学校 5 年，上級初等学校 3年） と定め られ て い る． しか し，宗教的問題 や貧富 の 差，女

子児童教育問題 教員問題などが あり （中村 （2006））， 統
一

的な 教育 は今後 の 課題 に な っ て い

る，また，中等教育 は，！4 歳か ら 18 歳の 児童 を対象 に 行われ，前期 ・後期各 2 年 で あ る．
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　4．6　ニ ュ
ー

ジ
ー

ラ ン ドの 教育制度

　 ＝ ユ
ージ ーラ ン ドで は ， 1980 年代後半以降大規模な教育改革に着手 し ， 義務教育年限の 延

長，教育課程の 弾力化な ど学校教育制度 の 改革を進め て い る．表 3 に示すよ うに ， ニ
ュ
ージ ー

ラ ン ドの 初等中等教育 の 期間 は 5歳 か ら 18歳 まで の 13 年間で ，初等教育が 6年，中等教育が

7年，義務教育 は 6歳か ら 16歳まで の 10年間と定め られ て い る．学校体系 は， 日本の 小学校

に相当す るプ ラ イ マ リス ク ール と中学校 に相当す る フ ォ
ーム ス ク

ー
ル の 8−5制が

一
般 的で あ る

が，6−2−5 制や 6−7制，初等 ・中等一
貫型 の 学校もあ る．

　教育課程 の 基準は国が 全国共通 の カ リ キ ュ ラ ム を定 め て お り，教育省の Web サ イ ト （New

Zealand　Ministry　of　Educationの Web ペ ージ）で シ ラ バ ス を公開 して い る．従来， ニ
ュ
ージ ー

ラ ン ドで は国が定 め た カ リキ ュ ラ ム に 沿 っ た教育が 行われて きた が ，1980年代後半よ り国が

定め た カ リキ ュ ラ ム の 範囲内で，各学校が地域の要求や児童生徒の 特性に 応 じた独 自の カ リキ ュ

ラ ム を作成する こ とも認 め られ て い る．

　また ，
ニ ュ

ージ ー
ラ ン ドの 教育 は， 1） コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン，2）理数系能力，3）情報，4）

問題解決，5） 自己管理 と競争 ， 6）社会性 と協調性 ， 7）身体能力，8）研究 と勉強 の 8 っ の ス

キ ル の 習得を目指 して い る．そ して ，図 1に 示す通 り学年 とは別に レ ベ ル と い う概念が導入 さ

れ，た とえ ば レ ベ ル 1 は第 1 学年 （Yearl， 5歳 ：図 LI　lで は Y1）か ら第 3学年 （Year3， 7歳 ：

図中で は Y3）ま で を対象と し， 生徒の 習熟 に あわせ て 指導時期に幅を もたせ て い る．各科 日

の 教育目標，教育内容，評価方法等 は レ ベ ル 1 か ら レ ベ ル 8 ま で の 段階 ご と に示 され て い る．

Vl　　 T と　　VA　　￥ s　　罹三　　》臨　　Yl 　　Vs 　　噛 　　k
’
tO　 l尸1鞋　 ￥緒 　　Vl］

　　　叢i、、讖翻圄

鏃爨邏 1：、

蒙
囁
灘靉鑾観圉薩鑿钁iil窶

輦r　　 丿ま　　 轟 　　 黯 　　 脇 　　 鑾 　　 「匙　　 Fz　　 物 　　 画 　　 F蕊　　 撫 　　 隊

出典 ： New 　Zealalld　Ministry　ofEducation （1992）

図 1　 ニ ュ
ー

ジ ー
ラ ン ドの 学年 と レ ベ ル

　初等教育の 6 年間で は
， 英語 ， 算数 ， 社会 ， 理科，図工，体育，保健 およ び音楽が教え られ

て い る．中等教育で は ， 1年生 ・2年生で 英語，数学，社会 ， 理科 ， 図工，体育，保健，音楽 ，

技術 ・家庭科 ， 3 ・4 年生で はさ らに，経済 ， 歴史， 地理 ， フ ラ ン ス 諮， ドイ ッ 語な ど幾っ か

の 科 目が選択 で きる．算数 ・数学の 授業 は，中等教育の 最後 の 2年間は選 択科 日とな る が，そ

れまで は必修科目に 指定され て い る．

　 4，7　オ ース トラ リア の 教育制度

　オ
ー

ス トラ リア の教育 は，憲法．ヒ州 の 責任 事項 と さ れ て い る． しか し な が ら ， 学校制度 に は

各州で 共通す る点 も多 く ， 連邦政府も連邦全体 を視野に 入れ た教育政策を打ち 出 して い る．初

等 ・ 中等教育は い ずれ の 州に お い て も 12 年間 で ，6−6 制を と っ て い る州 （ニ ューサ ウ ス ウ ェ
ー

ル ズ州， ヴ ィ ク ト リア州，タ ス マ ニ ア 州およ び首都直轄区）と，7−5制 を と っ て い る州 （南オ ー
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ス ト ラ リ ア 州，北部準州 ， ク イ ー
ン ズ ラ ン ド州お よび 西オ

ー
ス トラ リア 州）が あ る．義務教育

は 6歳か ら 16歳ま で の 10 年間 とす る タ ス マ ニ ア 州を除き 6歳か ら 15 歳 まで の 9年間で あ る．

　教育課程 の 基準は ， 連邦が決め る全国共通 カ リ キ ュ ラ ム に 即 しなが ら各州の 教育局が 独自の

カ リ キ ュ ラ ム （ガ イ ド ラ イ ン ） を作成 し，さ らに学校がそ れに基づ い て 教育課程を編成 して い

る．国全体が連携 して 教育を発展させ る共通化 の 促進 も行 われ ， 連邦政府は生徒が学校教育 で

身 に つ け る べ き も の と して ， 1）読 み書 き計算の 能力 ， 2） コ ン ピ ュ
ータ ・情報処理能力，3）

科学技術に 関わ る能力と そ の 社会的な役割に っ い て の 理 解，3）英語以外の 言語 の理解，4）環

境 に っ い て の 理解な どを示 して い る ．多 くの 州で 初等 中等教育 に お い て 算数 ・数学は必修科 目

に指定 され て い る．

5　ア ジ ア ・オ セア ニ ア 各国の 統計教育力 リキ ュ ラ ム

　5．1　シ ンガポール

　（1） 初等 ・中等教育 における数学教育

　教育省が定め る初等教育 と中等教育前期 （第 1 ・2学年） の 数学教育カ リキ ュ ラ ム は ，目的，

教育 プ ロ グ ラ ム の フ レ
ーム ワ

ーク，評 価の ガイ ド ラ イ ン，達成 目標 と学習項 目か ら構成 されて

い る．初等数学教育 カ リキ ュ ラ ム は ， 「数」 「幾何」 「代数」「統計」 の 4 っ の 概念 を基本 と し ，

第 1〜 4 学年は 数全般，お金 ・量 と測定，統計 ， 幾何 ， 分数，小数の 6 分類，第 5 ・6学年 の

EM1 ・EM2 と EM3 は さ らに 平均1割合／速 さ ，

パ ーセ ン テ
ージ と代数 の 3分類 を追加 した 9分

類に分 けて 示 され て い る．学習内容 は，各学年 ・各分類 の学習項 目，達成目慓と注意点 が記載

され て い る．中等教育前期 （中学校第 1〜 4 学年） の 数学教育力 IJ キ ュ ラ ム は 初等教育同様 の

4 っ の 概念に 「確率」 と 「解析」を加え た合計 6 っ の概念 を基本と して ， 1．数 と代数，2．幾

何 と測定，3．確率 と統計の 3分類 （追加学習内容に は 4．解析 を加え た 4分類）に 分 け て 学

習項 目と内容が記載 され て い る．ス ペ シ ャ ル ／エ ク ス プ レ ス コ ー
ス で は 算法，測定 ， 代数， グ

ラ フ ，幾何 ， 統計 ，
三 角比，問題解決 の 8分類， ノ

ーマ ル （普通 ）と ノ
ー

マ ル （技術） は三角

比 を除 く 7 分類に 分け て 初等教育 と1司様 の形式で 教育内容が示 されて い る．

　巾等教育後期の ジ ュ
ニ ア カ レ ッ ジ に お け る大学前教育カ リキ ュ ラ ム は大学進学の た め に 受験

す る GCE −A の シ ラ バ ス に よ り編成 され ， 3 つ の レ ベ ル （H1 ，　 H2 ，　 H3）で数学が設置 され て

い る，H ］ レ ベ ル は 純粋数学 （1，関数 とグ ラ フ ， 2．微積分の 2 っ の ト ピ ッ ク） と統計 （3．

確率 ， 4． 2項分布と正規分布 ， 5．サ ン プ リ ン グと仮説検定，6，相関 と回帰 の 4 っ の ト ピ ッ

ク） の 2 分野 ， H2 レ ベ ル は 純粋数学 （1．関数 とグ ラ フ ， 2．数列 と級数 3． ベ ク トル
， 4．

複素数，5．微積分の 5 っ の ト ピ
ッ ク） と統計 （6．確率，7． 2 項分布 と正規分布，8．サ ン プ

リ ン グ と仮説検定，9．相 関と回帰 の 4 つ の ト ピ ッ ク） の 2分野で 構成 され，H3 レ ベ ル は ， 1．

平面幾何，2．グラ フ理論，3．組合ぜ数学，4．微分方程式の 4つ の ト ピ ッ ク で 構成 され て い る．

　 （2）　初等 ・中等数学教育にお ける統計教育の 内容

　 統計教育 は初等 ・ 中等を通 して 数学教育の 1領域 に位置づ け られ，初期の 段階か らどの コ
ー

ス に お い て も毎学年実施 されて い る．初等統計教育 カ リキ ュラ ム
， 中等教育前期の 統計教育 カ

リ キ ュ ラ ム と GCE −A の 統計 と確率の シ ラ バ ス の 内容に っ い て 表 4 〜 7 に ま とめ る． シ ン ガ ポ ー

ル の 統計教育 の 特徴 と して は次 の 点が あげ られ る．

　 ◆　数学教 育の 達成 目標の 1 つ に
“
デ
ー

タ操作
”

があり，初等 と中等前期第 1学年 ま で の 統

　　　計教育 は，さまざ ま な グ ラ フ を題材に して ， 統計 グラ フ と表の 作成 読み取 り， 解釈，

　　　 問題解決 に つ い て 学習す る カ リキ ュ ラ ム が組 まれ て い る．

　 ◆　中学校第 1学年で 幹葉図や ヒ ス ト グ ラ ム を 学習 し た後 に ，中学校第 2学年 で 初め て 代表

　　　値 （平均値 ・中央値 ・最頻値） を扱 うが ， 代表伯 に っ い て は 「目的に応 じて 使 い分 ける
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◆

◆

5。2

日 本 統 言1学 会 誌 　 第 36巻 第 2号 2007

こ と」の 注が記載 されて い る．

2006 年度カ リキ ュ ラ ム 改正 に よ り， 中等教育前期 の 普通 コ ー
ス 第 2〜 4学年 に 確率 に

関す る内容が追加 され，大学に 進学す る生徒は 巾等教育後期の 大学前教育におい て 理 論

確率 に っ い て 学ぶ ．

GCE −A の 国家試験の 数学で は ，

“
純粋数学

”
と

“
統計

”
と い う 2 っ の 枠組み で 問題が 出

され る． シ ラ バ ス に お い て 「統計 と確率 に っ い て は ， 適切な統計技術を与え られ た場面

に応用す る能力 ， 統計 の結果 に っ い て 意 見を述 べ ，解釈す る能力が テ ス ト さ れ る」 と書
かれ て い る．特 に秀で た生徒が受 け る数学の 試験 を除 くと， 2種類の 数学の 試験があ り，
そ れぞれ統計 の 配点は 100点満点 にす る と 60点 と 30 点で あ る．わ が国 の 現状の 大学入

試 （例え ば セ ン タ ー入試で統計は選択の
一

部で ある）と比較す る と，数学 の 中で 統計 の

ウ ェ イ ト は r埼 い ．

台湾

　台湾の 算数 ・数学科に お け る統計教育は ， 初等中等教育い ずれ も算数 ・数学の 4 領域 の 1 っ

と して 行われ ， 必修で あ る．初等教育 で は，表や グラ フ を用 い た資料の 分類 や整理 を中心 と し

た教育が行われ，内容を読 み取 り説明す る こ とが初期か ら目標と して 明確 に 示 され て い る．平

均な ど の 指標 の 計算や散 らば りの 理解，確率に っ い て は 13歳か ら 15歳 （わが 国 の 中学校第 2

表 4 （a）　シ ン ガ ポ
ール の 初等 教 育 の 統 計 教 育 カ リキ ュ ラ ム （PIMARYI 　to　PRIMARY4 ）

内容 生徒の 達成目標 注
Pl　 l，絵 グヲフ

　　
・作鳳 読 み 取り，解釈　 a ）与 えられた デ

ー
タの 絵グラフ を作

　　　　　　　　　　　　　成で きる

a）
・データを集め 構成す ることを含む

　・縦型 ，横型 の 両方の 形を含む

　
・
記号を用い た表現の 使用 を含む ，

　　例 ：□は子 供1人を表す

　
・“

□は 子供 5人を表す
”

の ようなスケ

　
ール を伴 う絵 グラフ は 除 く

b 絵グラフ を読み解釈できる

P2　 Lス ケー
ル 付絵グラフ

　　 ・作図 ， 読み取り，解釈

　　 ・問題を解くこと

a）スケ
ー

ル 表 現 を用 い た 絵グラフ を作

成で きる

b）ス ケー
ル の ある絵グラフ を読 み解

釈 で きる

c ）絵グラフ で 与 えられた 情報 を用 い て

問題を解くことが で きる

a）縦型，横型 両 方の 表 現 を含む

c）・“ 各● は 6個の か ばん を表す
”
とい っ

たス ケー
ル を含 む

・
◇の ような不完全な記号 の 使用を伴う

場 合は 除く
P3　 1．棒グラフ

　　 ・作図，読 み 取り，解釈

　　
・
問題を解くこと

a）軸の ス ケ
ー

ル を読 む ことがで きる

b）棒グラフ を読み解釈 できる

c ）棒グラフ で 与 え られ た 情報を用い て

問題 を解くこ とが できる

a）縦型 ，横型両方 の 表現を含む

P4　 i．表

　　・作図 ，読み取り，解釈

　　・問題を解くこと

a）与えられ た情報 か ら表を完成 で きる a）デ
ータ収集とデ

ー
タを表を用い て 表

現す るこ とを含む

b）表 を読 み解釈 で きる

2棒 グラフ

・作図，読み 取り，解釈
・問題を解くこと

3．文 章問題

a）与 え られ たデータか ら棒グラフ を

完成 で きる

a）棒グラ7 と表 に表 現 したデー一タを用
い て 問題を解くこ とが で きる

出典 ： シ ン ガ ポー
ル 教育省（2006）
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表 4 （b）　シ ン ガ ポール の 初等教育 の 統計教育 カ リ キ ュ ラ ム （PIMARY5　to　PRIMARY6 ）

EM1 ・2

生 徒 の 達成 目標

P5　　1．折れ 線 グラ フ

　　　 ・読み 取 り，解釈

　　　 ・開題 を解 く こ と

a）折れ 線 グラ γ を読 み解 釈 で き る

b）折れ 線・グヲフ で 与え られ亥∵1青報を

用 い て 間題 を解 く こ とが で 疊 る

a．b）
（跏離，時間）の グラ フ を除く

P6　　　1．円 グ ラ ソ

　　　 ・読み 取 り，斛釈

　　　 ・開題
．
を解 く こ と

a ）ド1グ ラ フ を 読 み 解釈 で きる

b）FIグ ラ フ で
’7．え．られ た

・
階報 を期い

て 第 1ス テ ッ プ の 問題 を解 くこ とが

で きる

a、b）
角度を用い た 計葬は除く

EM3

内容 生徒の 達戴 日擦 注

P5　 　 1 表

　　　 ・
慨 剰，読み 叡 り，解釈

・閥題を解 く こ と

2．』俸グツフ

・作 図，読 み 線 り，解釈
・鬪題 を解 くこ と

3．新 れ 線 グラフ

・読み 取 り，解釈
・閣題 を解 くこ と

a）・Eift られ た情報 か ら表を完成で き

る

b）表を読み解釈で き る

e）擁グラ ア を読み解釈で き る

d）惇え られ た データか ら棒 グ ラ ：フ を

遊成で きる

¢ ）折れ 線グラフ を読み解釈 で き る

t）表，捧グラ ツ や折れ 練グラ 7 て｝与

え．られ た 情報を 用 い て 開題を解 く

r＿とが で き る

a）デ
ータ収集 とデ

ータを表 を用 い て 衰

現す るこ とを禽む

C）縦型，横灘醐方の 表環 を含む

eX 距離，時 問 ） d）グ ラ フ を除 く

P6　 鼬 ・2 と騰蠶

注 意 ；EM レ 2 との 関係 を 「對醸 に す る た1めに二，

｛翻塑延： シ ン ／if”」’“
’一

ノレ・教育・蜜（2（）06）

・
混 M 】

・2 と岡 tン・とい う記載 ｝こ網捗トけ
』
を入れ てい る，

学年 か ら第 3学年） で 学ぶ．初等教育期間で は ， 徹底 して簡単な表や グ ラ フ を用い て デ ータ を

整理 し，そ の 内容を説明す る こ とを繰 り返 し学ぶ ．日常的な 内容 で ，多 くの デ
ー

タ に 親 しませ

る こ と に よ り統計 リテ ラ シ
ーを 6 歳か ら 9歳ま で の 間 に し っ か り身に っ ける．生徒 自らが デ

ー

タを集め る こ とは教育 目標や 教育内容と して 明示され て い な い が，デ ータ を 中心 と し た カ リキ ュ

ラ ム で ある．理 論お よび応用 的な 内容 は ， わ が 国の 高等学校に あ た る 中等教育後期以 降に教 え

られ，
一
部は選択式 で あ る．中等教育に お い て も統計関連の 授業は必修で，条件付確率や ベ イ

ズ理論 な ど の よ り理論的 な科 目と ， デ
ー

タを扱 うよ り実際的な科 日と に分か れる．

　（1）　初等教育お よび中等教育前期 に お ける統計教育

　台湾教育部 （Ministry　of　Education，　Republic　of　China（Taiwan） の Web ペ ージ） に 示 され る

よ う に，「数 と量 」「幾何」 r代数」「統計 と確率」 の 4領域 そ れ ぞ れ に 教育目標等が 示さ れ て い

る．初等教育 （国民小学 お よ び国民中学）は， 6歳か ら 16 歳 を対象 に 9学年 に分 か れ て 行わ

れ る が ， 科 目の 内容は， 9学年 を 4段階 に 分類 し定め られて い る，

　 （2）　中等教育後期 における統計教育

　長崎 （2003a） に 示 され て い るよ うに，台湾 の 中等教育後期に おける数学 お よ び統計関係の

内容は ， 以 表 9 に 示す項 目で あ る．中等教 育後期機関で あ る高級中学 で は，第 1 学年お よび第

2学年 は週 5時間 ， 第 3学年 は週 4 時間か ら 6時間の 数学 の 授業が行 われ て い る．

　 5．3 　マ レーシ ア

　Ministry　of　Education　Malaysiaの Web ペ ージ お よ び Ministry　of　Education　Malaysia　Curriculum

Development　Centr の Web ペ ージ に 示 され る よ う に ， マ レ
ー

シ ア の 算数数学に お け る統計関
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表 5　 シ ン ガ ポ
ー

ル の 中等教育前期 （中学校第 1〜4学年） の 統計教育 の カ リキ ュ ラ ム

項 目 内 容

第 1学年 データ操作 ・次の よ うなデータ収集法

　　 ・測定

　　
・

テ
ー

タの 分類

　　 ・事象の 調査 結 果の 読み 取 り
・構成 と解釈

　 　 ・表

　　 ・棒グラフ

　　・絵 グラ フ

　　
・折れ線 グラ フ

　 　 ・円グラ フ

　　・ヒ ス トグラム

・異な る統計表現 の 効用 と利用，利点 と欠点
・統 計 グ ラフか ら簡単な推測 をす る

等間隔で ない ヒ ス トグ ラム は 除く
第 2 学年 デー

タ 分析

確 率

・次の 解 釈 と分析

　
・

ドソ トダイ ヤ グ ラム

　
・幹葉図 （注．技術 コ

ー
ス は除 く）

・代表値 と して の 平均値，中央値，最頻値
・平 均値 J 中央値，最頻 値 の 効用 と利用
・
烈ヒ慌 烈ヒブニ タ の 平 均   計算

・チ ャ ン ス を測 る確率　　　　　　　
”』

　
．．…”』．．．．』』』冖冖’

・単事象の 確率 （1 つ の チ ャ ン ス を測 る時，確率 を計算するた め に全て

　の 可能性を リス トす る こ とを含む ）
普 通 コ ース

第 3・4 学年

デー
タ 分析

確率

・四 分位点 とパ ーセ ン ト点
・デー

タの 広 が りを 図 る 範 囲，四分位範 囲，標準偏 差
・解釈 と分析

　　
・
累積度数

　 　・箱
．
ひ げ図

・デー
タ セ ッ トの 標 準偏差 の 計算

・2 種 類 の デニ 窯熏黜h鷺平均値と標準偏差を用い て 比較する
・簡 単 な結 合事象の 確 率 の 計算（適切な場での 苛舘畦歩：1

”’
：i
’
グラム と樹

「

　形図 σ）利 用 を含 む）
・
確率の加 法 と乗 法
・相 互 排 他的事 象 と独立 事象

技 術 コ ー一
ス 　複合分 野 （普通 コ ー

ス 第 2
第 2〜4 学年　学 年の 内 容に プ ラ ス し て

　　　　　　 学習 ） の 統計 的内容

　　　　　　 実生氾 の 場 か ら導か れ る

　　　　　　 問題 （内容は 3 年 間 （第 2
　　　　　　

〜4 学年）を通 して 割 り 当

　　　　　　 て られ るべ きであ る）
技 術 コ

ース 　デー
タ 分析

第 3・4 学年

・次 の よ うな実際の 場
一

毎 日の 統計 （ス ポー
ツ！ゲ

ー
ム 統計，所帯や 市場

　 の 調査 等 ）が 含 まれ る
・次 の よ うな内容 を含む 作業

　　
・表 や 図の 利用

　　
・実 際 の 場 で の グ ラ フ の 解釈 と利 用

　　
・与 え られた デ

ー
タか らグラ フ を描 く

　　
・量 的情報 の 解釈 と利用　な どの 統計 的内容 が 含ま れ る

・パ ーセ ン ト点，四 分位点，範 囲，
・
累積度数グ ラフ の 解釈 と分析

四分位範囲

出典 ： シ ン ガポール 教 育省（2006）

連 の 教育は，小学校 3年生か らは じ ま る．デ ー
タを集め る こ とか ら学 び，デ

ー
タを中心 と した

教育が初等教育の 早期か ら行わ れ て い る．中等教育前期終了時まで の 到達内容 は そ れほ ど多 く
な い が，新聞や 雑誌な ど の 情報を もと に ，実 際の デ

ー
タ を用い て 学ばせ る こ とが特徴で あ る．

こ れ に よ り，日常的な物事の判 断 に 統計や確率の 概念が 活用 され て い る ， あ る い は活用 で き る

こ とを体験的に 学 べ る，幼少期に 体験的に 学ぶ 内容の 定着度 は大 き く，特に こ の 時期に 算数 ・

数学を通 して 問題を解決す る方法を学ぶ 意義は大 き い ．

　（1） 初等教育にお ける統計教育の 内容

　
マ レ

ー
シ ア で は，初等教育 に お け る数学 は必修で 「数」 「測定」 「図形」「統計」 の 4 領域 の

内容を学ぶ ．統計関連の 教育 は，第 3 学年 よ り行わ れ る．具体的な内容 は表 12に示す とお り
であ る．
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表 6　 シ ン ガ ポ ール GCE −A　H1 レ ベ ル の 統計 の シ ラ バ ス

主題1副主題 内容

3 確 率 3．1 確率
・
確率の 加 法 と乗法

・排 反 事象 と独立事象
・確率計算 に 結果の 表、ベ ン 図や樹形図を利用
・単純な場合の 条件付確率の 計算
・次の 等式 の 利用

P（A
，

）＝1− P（A）

P （AuB ）＝P（A）＋ P（B ）
− P （A ∩ B ）

　　　　 P（A ∩ B ）P（AIB）＝
　　　　　 P （B）

42 項分布 と　 4，12 項分布

正 規 分布

4．2 正 規分布

・
正の 数 n に 関す る （a ＋ b）

n
の 2項展開 の 知識

層
” 1と

〔1〕
の 利用

・
確率モ デ ル として の 2 項分布 B （n，p）

・2 項分布 の 平均 と分散 の 利用（証明な しで ）
・2 項変数を伴う閙題を解く

他 の 確率分布 の 平均や分散の 計算は除く
・正 規分布 と平均 と分散 の 概念 確率モ デ ル と して の N （μ，

σ っ の 利用
・標準正規分布
・値 κ晒 σ の f直が 与えられた場合 の pc￥〈 x ソの 値を見出す
・IF規分布 旺）対称性 の 利用
・PCX ＜ xv が与え られた時 の κ磁 σ の 間の 関係を見 出す
・正 規変数を伴 う問題を解 く
・E（aX ＋〜h）と prAR（dX ＋ b）の 利用 を伴 う問題 を解く

・X とY が独 立 の 場合 に E （tvr＋bF］と VAR（dJV＋b｝フを使用 した問題を解く
・2 項分布 へ の 正 規近似
次の 事項を除 く
・
確率密度関数や分布関数を見出す

・他 の 確率密度関数 か らECK と VAR （X）を計算す る

5 標本抽出 と　 5．1 標本抽出

仮説検定

5，2 仮説検定

・母 集団 と標本 の 概念
・
無作為標本，層化無作為標本，系統的標本，割 り当て 標本

・
様 々 な標本抽出 の 長所 と短所

・
標 本サイ ズが 十分大の 場合，標本平均 が 正 規分布 に従 う中心 極限定理 の

　 利用
・
標 本 か ら母 集団 の 平 均 と分散 の 偏 りの ない 予 測値 の 計算

・
標本分布 に 関す る 問題 を解 くこ と

・
帰無仮説 と対立 仮説，検定統計量，有意水準と P 値の 概念

・以 下 の 場合 の 母集団の 平均に関する検定

　　 》　 分散既 知 の 正 規母集 団か らの 標本

　　 》　 任 意 の 母集 団 か らの 大標本
・
片側 と両側 の 検定

2 つ の 母集 団 の 平 均 の 差の 検定 は 除 く

6 相関 と回帰　6，1 相関 係数　 ・散布図，相関係数と線形 回 帰の 概念

と線形回 帰
・
積率相関係数 と最小二 乗回帰式の 計算 と解釈

・内挿法と外挿法
次 の事項 は 除 く
・公 式 の 導出
・仮説検定
・線形にす るた め の 二 乗，逆数 ま た は 対数変換 の 利用

注 意 ：上記 シ ラ バ ス を基 に試験 （3 時間 ）が 行われ ，純粋数学 （40 点）統計 （60 点）が 出題 され る

出典 ： シ ン ガポー
ル 試験評価委員会（SEAB ）（2006）
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表 7 　 シ ン ガ ポ ール GCE −A 　H2 レ ベ ル の 統言1．の シ ラ バ ス

与三題瀞 1ヰ｛題 内審

6 順列，組合　6，口 i蹟列 と 組

せ，確廓　　　 合せ

6．2 ．確鄰

・数え L げの た め の 足 し算と掛け算の 原理

・順列 ψi ま た は 翌
）

）と組合せ （
” C ）の概念

　 　 　 　 　 　 　 　 ア　　　　　　　　　　　 P卩
［自：磊泉や 卩ヨa）−Lぜ＼ a）酉己置

・
反復や 制納を伴う場含

HL レベ 惣 の 内癖纛 糊 導

72 項分布，ボ

ア ソン 分布，
E 規分布

7．正2 項分 布と　
・
確率 噺 デル と して の 2 項分奮 β＠ジ）とボ ア ソ ン 分布 POfp）

ボ ア ソ ン 分布　
・2 噴分布 とボ ア ソ ン 分布 の 平均 と分散の 利用（証開な し）

　　　　　　　・2 項変数とボ ア ソ ン 変数を伴 う問題 を解く

　　 　　　　　・ボア ソ ン 分庸 の 力口法性質

　　 　　　　　・2 項への ボア ソ ン 近似

　　　　　　　除く内容はHf 嘉ベ ルと向じ

7．2 正 規分布　 Hl レベ ル の 内容に次の 内容を追加

　　　　　　　・ボ ア ソン 分禦へ の 1E規近似
8．／ 糠本抽tH　 HI レベ ル の 瞬容と 鬨 じ

82 傭 顧 定 m レや ゆ 麟 に灘 ）IAI容を遡 1
　　　　　　　 ・

分散来知の 揚合の 、薦規灘集団 か ら の 標本を基 に 無集鴎の 平均を検定

　　 　　　　　するこ と

9 相関と圓帰　 9．肇 相 関孫 数

　　　 　　　　 と線形鴎帰

矧 …レが 諭 劉 蜘 驫 i内零傍 ：ぢL 次¢）内容牽轄 内容に會め 馳 ；よ Hl

勤ベ
ノヒ掴司塁

・線形 に す るた め の 肥棄，逆数，また は対数変換の 利用

注慧 王： 上記 シ ラバ ス を暴 に 試験 （3時闕）が行わオ
’
1．る，内容 は 純粋数学 qOO点） と索酵蠍 学 （40点〉統

計 （6G 点〉 ぴ）2 種 類 で あ る．

注意 2 ：Hl レ ベ ル との 関係を明確に す るために ，

“IIIレ ベ ル と 同 じ
「’
とい う記載に網掛け を入 れ て い る．

出典 1 シ ン ガ ポ ール 試験評 価委貴 僉（S£ AB ｝（2006）

　（2）　中等教育に お ける統計教育の 内容

　巾等教育 におい て は，数学は必修科 目に指定され 5年間の 中等教育の うち第 2学年 目か ら第

4学年で 統計関連 の 内容を学習す る．中等教育後期に おい て も数学は必修科目に指定 され ， さ

らに 応用 の 授業 も選択可能 で ある．

　5．4　フ ィ リ ピ ン の統 計教育力 リキ ュ ラ ム

　 フ ィ リ ピ ン で は ， 中等教育に お い て 統計的内容が数学カ リキ ュ ラ ム の 中に はな い ．初等教育

に お い て は，統計 と い う枠組 み は明示 され て い な い が ， わが 国同様基礎的な グ ラ フ を通 して そ

の 特徴や傾向の 把握が指導さ れ て い る．確率 に つ い て は，予測の ため の ッ
ール と して 理解さ せ ，

結 果 の ・∫能性や チ ャ ン ス に っ い て 生徒が話 す こ とで そ の 概念 を習得 さ せ る．確率の 学習が 11

歳 で 行われ，内容的に も統計 と連携 されて い る．確率を統計あ る い は数学的問題解決の ッ
ール

と して ， デ
ー

タに基づ く H常的な判断や意思 決定に 活用す る習慣を幼少期 に 身に っ け る こ と は

大変効果的で あ る．

　（1）　初等教育にお ける統計教育

　 フ ィ リ ピ ン で は 「数」「有理 数．」「図形」「測定」 「グ ラ フ 」 の 5領域 に つ い て ， 教育日標等が

示 され て い る．統計関連 の領域が独立 して 設定 さ れ て は い な い が，内容的に は 第 3 学年か ら教

育が行われて い る．

　（2）　 中等教育にお ける統計教育

　中等教育に お い て は ， 代数基礎 （第 1 学年），代数中級 （第 2 学年），幾何 （第 3学年）の 科

目が設置 され，統計関連の 内容は教え られ て い な い ．

　5．5　イ ン ドの統計教育

　イ ン ドの 算数数学領⊥或に お け る統計 に 関す る教育 は，上級初等教育 （Class　VIか ら VIII） で

統計 グ ラ フ か らデ ー
タ の 読み 方や解釈 を学 ぶ ．中等教育時期に は ， 代数 ， 幾何，商業数学，な
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表 8　 台湾 の 初等教育お よ び中等教育前期 に お け る統計関係 の 主な 内容

段階（年齢） 統計と確率の 内容

第 1段 階 （6〜9 歳） 第 1 学年
・H 常生活 に起きた 出来事や活動に 対 して初歩的な分類と記録をする こ と

　 が で き る

・統計表 に よっ て 記録 したこ とを提示 し説明す る こ とがで き る

第 2 学年　な し

第3 学年
・日常生活 に使わ れ て い る（

一
次元 で ある もの

，例えば メニ ュ x 各ク ラス σ）人

　数 表，テ レ ビ 番組表な ど）数表が読め る

・日常生活 に使 われて い る（二 次 元 で あ る もの ，例えば時間割や列車の 時刻表

　など）数表 が 読 め る

第2 段階 （9〜ll歳） 第 4 学年
・
冖常生活にお ける統計図表（棒グラ フ

・
折れ線グラフ

・
円グラフ など）が 読め

　る
・よ り複雑 な 棒 グ ラ フ が読 め る

第 5学年
・日常生活 に あ るデ

ー
タの 整理 が で き，それ らに 基づ い て 棒 グ ラフ を作 るこ

　 とが で きる
・
日常生活 における順序に よ っ て整理 され て い るデータ（例 えば，多少 の 順

　序 で 整理 され た 小 学生の 平 均睡 眠 時間 な ど）の 統計 図 表 が 読 め る

・順序によっ て デ
ー

タの 整理が で き，それに基 づ い て 折れ線 グラ フ の 作成

　がで きる

第3 段 階 （11〜13歳） 第 6学年
・囗常牛活 にあるデ

ー
タの 整理がで き，それ らに基づ い て 円グラ フ を作 るこ

　とがで きる

第7 学年　なし

第 4段階　（13〜15歳） 第 8 学年　な し

第 9学年
・度数 の 観点 で 原始デー

タを整理 し，統計図表を作成す るこ とに よ っ て ，デ
ー

　タの もっ 意味を示す こ とが で き る

・百 分 位数（四 分 位数に似て い る もの ）の 概念 を理 解 で き，eg　10，25，50，75 と 9 
　百 分位数が認識 で き，ボ ッ クス チ ャ

ー
トを作成 で きる．

・より理想化 されたデ
ータ を用い て 百分位数を説明 で き ，

全 データ に お け る

　1個 ま た は 1組 の データ の 位置付け を認識で き る

・
平均値 中央値〔メ ジア ン ）及 び 最頻値〔モ

ー一
ド）の いずれもデ

ー
タの様 子 をあ

　 る 程度表す こ とがで き る こ とを認 識 で き る

・異な る状況の 下で，平均値，中央値及び最頻地の 使わ れ て頻度に 多少 の 差

　異が あるこ とを認識 で きる

・範囲を認 識 で き，範囲 の 大きさの 意味を理解 で きる
・第 1第 2 と第 3 四分位数及 び 四 分偏差を 認識 で き る

・データ が あ る程度集 中 して い る とき
，
全デ

ー
タの 散 らば り を表す の に，範 囲

　よ り四分偏差は よ り適 して い る こ とを理解 で きる
・具体的な場 面 を 用 い て 確率 の 概念 を説明で き る

・
簡 単な実験を行 うこ と に よ っ て 標本抽出の 不確定性など初歩的な概念 に

　 つ い て知 る こ と

出典 ： 国立 教育政策研究所 （2005）

どと同様 に表 13 の 内容で 学ぶ．

　5．6　 ニ ュ
ー

ジ
ー

ラ ン ドの統計教育

　 ニ
ュ
ージー

ラ ン ドで は，初等教育 の は じめか ら統計関連 の 教育を数学の 1領域 と して 実施 し

て い る ．6 ・7 歳 を中心 と した レ ベ ル 1で は ， 身の 回 り の 題材を用 い て デ
ー
汐 を集 め，並 べ ，

そ れ に っ い て 話す ， 靴 の 色や 服 の形 な ど と い っ た テ ーマ で ク ラ ス 内 の デ
ー

タを集 め るな どデ
ー

タ に 親しむ 学習が行わ れ る．さ らに こ の 時期か ら確率を教 え る こ と も ニ ュ
ージー

ラ ン ドの 特徴
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表 9　台湾の 中等教育後期に お け る数学お よ び 統計関係 の 主 な 内容

学年（年齢） 内容

高等中学第 1学年
（15〜16歳）

×

高等中学第 2学年
（16〜17歳）

石寉率 一統言十　　（1　）
　標本空間 と事象，確率 の 性質，期待値，標本抽出

　度数分布表 と累積度数分布曲線，平均値，偏差

高等中学第 3学年　甲
（17〜18歳）

甲か 乙 い ずれか選択

確率 ・統計 （H ）
　条件付確率とベ イ ズ の 定理

　独立事象

　変異係数

　相関係数

高等 中学　乙

（17〜18歳〉
甲 か 乙 い ずれ か 選 択

確率 ・統計 （H ）

　確率と統計の 応用実例

　統計資料の 読み方

出典 ：長崎（2003a）

表 1 　マ レ ーシ ア の 初等 教 育 に お け る 統計教育 の 内容

学年（年齢） 統計 関 連 の 教育内容

第 1学年 （6〜7 歳〉 X

第 2 学年 （7〜8 歳）

第 3 学年 （8〜9 歳）

第 4 学年 （9〜］O 歳）

x

データの 収集 と整 理

　 ・デー
タを集め る

　 ・並べ 替え・分 類

　 ・表 に ま とめる

X

第 5 学年 〔1 〜11 歳） 平均

データ の 表現

　 ・デー
タを集め る

　 ・絵 グ ラ フ を 描 く

第 6学年 （ll〜12歳） 平均

デー
タ の 表 現

　
・
捧 グ ラフ

出典：Ministry　of 　Eclucation　Malaysia　C／urriculuni 　Des，cl。pm 。nt　Centre（2001a，2002a，2003q2003b）

とい え る． 8 ・9歳を中心 とする レ ベ ル 2 に 入 る と，グラ フ を活用 し結果を文章化す る ， 調査

の ため の質 問を考え る な ど の ス テ ッ プ に 進む．中心や 幅な ど の 指標の 計算 は 10・11 歳 を中心

とする レ ベ ル 3 で グラ フ な どを用 い て 視覚 的に学 び ， 値の 計算 を達成 目標に 明示 して い る の は

14・15歳を 中心 とす る レ ベ ル 5 で あ る．各 レ ベ ル の 達成 目標 は，統計的調査，統計的解釈，

確率 の 3項 目ご と に示 されて い るが ， 大半 の 内容が体験的あ る い は視覚的学習を行 っ た次の レ

ベ ル で 理論的計算方法な どを習得す る こ とを目標と して い る．こ れ らの学習を通 して 多くの デ
ー

タ に触れ ， デ
ー

タの 集め方 に よ り結果が異 な る な ど の 体験 を通 じて デ
ー

タ の 重要性を学ぶ カ リ

キ ュラ ム とな っ て い る．確率に つ い て も， 初等教育初期の 段階か ら 「で きる ・で きない 」など

会話の 中で 確率 に親 しませ ，すべ て の 結果 を洗 い 出す な ど 日常的な や り取 りを通 して
， 予測や

目標設定に確率を使う こ とを学 ばせ て い る．理論 的に確率を学ぶ 時期はわが 国と同 じ学年 （中

学校第 2学年頃）で あ る が，そ れ まで に 日常的な会話や議論の 中で 可能性 や チ ャ ン ス とい っ た

確率の 基礎概念を繰 り返 し学び，わが国の カ リキ ュ ラ ム とは大 き く異 な る．また，統計的調査，

統計的解釈 ， 確率 の 3項目ごと の 達成 口標に加え て 数学的 に問題を解決す るプ ロ セ ス の 両面か
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表 ユ1　 マ レ ーシ ア の 中等教育 にお け る統計教育の 内容

学年 （年齢） 統計関連の 目標お よび内容

前期中等学校第 1学年

（12〜13歳）
X

前期中等学校第 2 学年

（13〜14歳）

データ の概念を理解す る

　 ・情報や事実を集める

　 ・デー
タ の集め方を考える

　 ・データ の 件数を数え る

　 ・観測する

　 ・測る

　 ・ア ン ケ
ー

トす る

　 ・
イ ン タ ビ ュ

ーする

頻度 の 概念を理解する

　 ・タ リ
ー

チ ャ
ー

トを使 っ て データ を数え る

　 ・度数分布表に ま とめる

　 ・情報 を読みとる

デー
タを絵グラ フ 棒 グラ フ

・折れ線 グラ フ に表 し，内容を説明する

　 ・グラ フ にタイ トル ，ラベ ル などを適切に指定する

　 ・適切なグラフ を選択す る

前期中等学校第 3 学年

（14〜15歳）

問題を解決す るた め に ， データ を円グラ フ に表 し 内容を理 解す る

　 ・新聞や雑誌か ら日常的な内容の例をグラフ 化す る

　 ・電卓・
コ ン ピ ュ

ータ を使 う

中央値 ・最頻値 ・平均を理 解し，問題 解決 の ために使 う

　 ・デー
タそ の もの や度数分布表か ら中央値 ・最頻値 ・平均を求める

　 ・棒グラ フ や折れ線グ ラ フ な どの グラ フ か ら中央値 ・最 頻値 ・平

　 均 ， 相対頻度を求め る

前期 中等学校第 4 学年

（15〜16歳）

・度数分布表 の 階級の 幅
・度数分布 表 か ら最頻値 t 平均 を求め る

・ヒ ス トグラ ム

・度数多角形

・四分位点

前期中等学校第 5 学年

（16〜17歳）
X

出典 ；Ministry　ofEducation 　Malaysia　CurricUluln　Development　Centre（2001b，2001c2002b ，
2002G

，
2003c ）

ら学習を進 め評価 して い る．

　（1）　初等中等教育に おける統計教育

　国が定め る数学カ リキ ュ ラ ム は，「数」 「測定」 「図形」「代数」「統計」 の 5領域 の 内容を，

そ れぞれ 「問題解決」 「論理 と椎論」「数学的思考に よ る コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 」 の 過程 で 学ぶ も

の で あ る．1991年に 教育省で は数学の カ リ キ ュ ラ ム を見直 し， 各 レ ベ ル の 教育 目標 を設定 し，

1995 年よ り中等教育最終学年以 前 を対 象 と した 全 レ ベ ル の 数学 プ ロ グ ラ ム に ， こ の カ リキ ュ

ラ ム に示 され る内容 を含め るよ う示 した．ただ し ，
レ ベ ル 7 ・8 の 内容 に つ い て は全生徒が学

習す る こ とを期待する もの で は な い．また，数学の授業で は適宜電卓 ・グラ フ 電卓 ・コ ン ピ ュ
ー

タ を使用 す る こ とな どが 明記 され て い る ．

　New 　Zealand　Ministry　of　Education （1992）に示さ れ る よ うに ，初等中等教育に お ける算数 ・

数学領域 で の 統計教育は， レ ベ ル ごと に 示さ れた内容を学習す る こ と に よ り，以下 の 機会 を生
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表 12　フ ィ リ ピ ン の 初等教育に お け る統計教育の 内容

学年 内容

第 1 学年 （6〜7 歳） な し

第 2 学年 （7〜8 歳 ） な し

第 3 学年 （8〜9 歳） 絵 グ ラ フ （グ ラフ ）

第 4 学年 （9〜10歳） 棒 グ ラ フ （グラ フ ）

第 5 学年 （10〜11歳 ） 折 れ線 グラ フ （グ ラ フ ）

第 6 学年 （11〜12歳 ） 確率 （有理 数）

　 ・簡単な予測

　 ・結果 の 可能 性 ・チ ャ ン ス につ い て 話 す

円 グラフ （グラ フ ）

出典 ：Departtnent　of 　Education　ofthe 　Philippinesの Web ペ ージ

表 ユ3　イ ン ドの 中等教育 に お け る 統計教育

学年 （年齢） 内容

Class　IX　（14 〜 15 歳） データ の 種類 の 説明 や度数分 布 表 （累 積度 数 を含む ） を学 び，デー

タ の 視覚表現 と して ，ヒ ス トグ ラム の 描き方や各種グラ フ の 読み 方，
真 ん 中の 傾向 を測 る指標 と して ，データ の 平均値や メ ジ ア ン ，最頻

値を習得する．
Class　X （15 〜 16 歳） 分類 されたデ

ー
タの 平均値，確 か ら し さ測 度 と して の 確率 の 概念を

学 ぶ，また，円グ ラ フ に っ い て もこ の とき履修す る．
Class　XI （16 〜 17 歳） 数学的内容 も深 くな り項 目も増 え，基盤 （Part　A ） で は，平均偏差，

分散，標準偏差を習得す る．選択の 科 目 （Part　C）で は，各種 平均値，
モ
ー

ド，中央値，分割の 個数，四分位，パ ーセ ン タイル を学び ，分

割 の 個数 の 違い による利点 と欠点 に も触れ る．
Class．　XTI （】7 〜 18 歳） 内容 が 実社会 に近い 内容 も現 れ ，基盤 （PaIt　A ） の 確 率 の 分野 で は，

乱数を使 っ た 実験や標本空間に触れ，確率変数，確率分布も学ぶ．
そ の 他 （Part　C）の 確率の 分野 で は，条件付き確率，ベ イズ の 定理を

学び し，ま た，確率変数 の 平均値，分散 二 項分布やボア ソ ン 分布

の 平均値や分散も履修す る，
出典 ：National　Council　of 　Educationa1　Research　and 　Training （India）（2000＞，

　　　Department　ofEducation ，　 Govemment　ofIndia （2006b ，2006c）

徒 に与 え る こ とを 目指す もの で あ る．

　  収集すべ き適切な統計的デ ータ と は何か を理解 し，そ の うえ で デ
ー

タを集 め，ま と め ，分

　　析 し， レ ポー トや概要 をま とめ る ス キ ル を身に っ け る

　  様 々 なチ ャ
ー

ト ・表 ・グ ラ フ を使 っ て デ ータ を解釈す る

　  確率を推定 す る 力，予測の た め に 確率を使 う力を身につ け る

各 レ ベ ル で は，「統計的調査 ：Statistical　Investigations」 「統計的解釈 ：Interpreting　Statistical
Reports 」 「確率 ：Exploring　Probability」 の 3 っ の 領域に っ い て

， 達 成 目標や講義内容 お よび評

価項目な どが示 され て い る ．表 14 （a）（h）に レ ベ ル ご との 達成冖標を示ず
丿．

　 5．7 　オ ース トラ リア

　オ ー
ス ト ラ リア の 教育は ， 憲法上 州の 責任 とされ て い る た め学校制度 に も差異が あ る．州 ご

と に 差 異 は あ る もの の 7−5 制 で あ る ク イ
ー

ン ズ ラ ン ド州 （Queensland　Studies　Authority

（2001a， 2001b
，
2001c，2004）） な ど多 くの 州 に お い て 以下 に 示 す 首都管轄 区同様 に 統計 関連

（チ ャ ン ス とデ
ー

タ） の 教育が充実 して い る．国が 定め る カ リキ ュ ラ ム を基 に各州独 自の カ リ

キ ュ ラ ム を策定 して い る の で ，首都管轄区 はバ ン ド と い う単位で 学年を超え た分類を して い る

3き
ニ ュ

ージ ー
ラ ン ドの 数学 カ リキ ュ ラ ム は 1992年初版が 現 在 も最 新 版 と して 公 開 され，一

部 の 内容 に っ い て

　 は 1995年 に 追 記 され て い る．
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表 14〔a ）　 ニ ュージー
ラ ン ドの 初等中等教育に お け る統計教育 の 主 な 内容

レ ベ ル （年齢）　 達成 目標

レ ベ ル 1

（6・7 歳）

統計的調査
・毎 日の 生 活 の 中か らデータ を集め，カ テ ゴ リーごと に 並 べ 替え，分類 し，数を数え

る こ とが で き る

・結果を表示 し，議論で きる

確率
・これま で の 経験をも とに物事 を 「可能」 か 「不可能」 に分類で き る

レベ ル 2

（8・9歳）

統計的調査
・適切にデ

ー
タを集め，カテ ゴ リ

ーデー
タや数値デー

タを絵グ ラ フ ・タ リーチ ャ
ー ト・

棒グラ フ ・幹葉図な どの 適切 な図表 で 表現す る こ とができる

統計的解釈
・表示 したデータ の 特徴を説明で きる

・他人 が 作成 したグラ フ 等の 内容を文章化で き る

確率
・よ く知 っ て い る 事柄や架空 の 関連 した事象を比較し，「起こ りそ うに な い 」か ら 「き

っ と起 こ るで あろ う」 とい う尺 度 で 整理 で きる

レ ベ ル 3

〔10・亅1歳）

統計的調査

・ある状況 につ い ての 主張を裏付け る た め に統計的調査 を企画 で きる

・離散的数値デー
タを集め，表示 で き る

・幹葉図・ドッ トプ ロ ッ ト ・帯 グラ フ を活用 で きる

統計的解釈
・自分 の データや他の 人 の データ の 特徴を説明 で きる

・統計的調 査の 根拠 の もととなる主張を．文章化で きる

確率
・
可能な結果の 組 み 合わせ を カ ウン トす る た め に シ ス テ マ テ ィ ッ ク な ア プ ロ ーチを活

用す る こ と が で き る

・観測値 の 組ごとに結果の見込みや可能性 を予測できる

レ ベ ル 4

（12曾13歳）

統計的調査

・統計的調査を計画し必要なデ
ー

タを収集で きる

・結果 の 重要な特徴を伝え る ため に，質的データ を適切 に表示する 方法を選択 し，度

数分布 表・棒グラ フ
・

ヒ ス トグラ ム などの グ ラ フ で 表 現 で きる

・時系列デ
ー

タを収集 し， 表示 で きる

統計的解釈

・外れ値 ・ク ラ ス ター・分布 の 型な どをもとにデー
タの 特徴をま とめ る こ とが で きる

・他 の 人 の 報告を評価で きる

・調査結果を も と に，可 能 な 行動や影響 に っ い て 文章に ま と め る こ とが で き る

確率
・事象の 相対頻度 を推 定 し，ス ケール 上 に印をつ ける こ とがで きる

・
樹形図を描い て 事象 の 順序を捉 え 可能 な すべ て の 結果 を さがす こ とがで き る

が ， クイ
ー

ン ズ ラ ン ド州で は ニ ュ
ージ ー

ラ ン ドと同 じレ ベ ル の概念 を導入するな ど様々 で ある．

しか しなが ら， 各州 ともニ ュ
ージーラ ン ド同様に 初等教育の 開始時 よ りチ ャ ン ス （確率）を学

習す る．デ ータ に っ い て も身近な情報 を集 め，整理 し，話す，説明す る とい っ た学習が繰 り返

し行われ，そ の 対象や 範囲を広げ る こ と に よ り実際的な課題 で あ る予測 ， サ ン プ リ ン グな ど の

理論 的な学習を行 う．デ ータ を集 め る こ と，デ
ー

タを 自ら扱 う こ と を中心 と した学習 およ び，

デ ータ の 集 め方に よ っ て結果が 異な る こ とを知 る体験を通 して ，日常生活 に おける統計の 必要

性や予測 へ の 活用 の有用性を理解 させ る もの で あ る，

　以下 に ， 6−6制 の 首都直轄区 （ACT 　Department　of　Education　and 　Trainingの Web ペ ージ）

を取 り上 げ て カ リ キ ュ ラ ム の 概要をま とめ る．
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表 14（b）　 二 」一ジ ー
ラ ン ドの 初等中等教育 に お け る統計教育 の 主な 内容

レ ベ ル 5

（14・夏5 歳）

統計的調査

・異なるカ テ ゴ リ
ー

に 関連 した変数や ，時間 に 関 連 した 変数な ど さ ま ざま な変数 に 関

す る統計的調査 を計画 し運営で きる
・対象となる変数を考え て研 究す べ き 1 つ の 変数を見極 め，サ ン プル を選択し正当化
で きる
・適切なグラ フ との 関連 に よ り，平均・中央値・四分位偏差・範囲な どの 指標を確認 で

きる
・離散データと連続デー

タにっ い て話し合 うこ とができる
・比較の た め の サ ン プル を集 めて 表示 で きる
・
背中合わせ の 幹葉図 ・箱 ひ げ図 ・積み 重ね棒グラ フ を活用で きる

統 計的解釈
・異なる カ テ ゴ リ

ー
の デー

タを比較 で きる
・時間で の 変化 を文章にま とめ る こ とがで き る

・誤差 の 原因 と調査 の 限界を報告できる

確率
・相対頻度を も と に 事象 の 確率 を測定 で き る
・さい こ ろを転が す，カ

ー
ドを引く な どの 事象 の 理 論的確 率を測定 で きる

・結果 を予測 した うえ で 実験を行い ，そ の結果 を報告で きる
・樹形図を使 っ て ，

一
連の事象 の 確率 を計算で きる

レ ベ ル 6

（15・16歳）

統計的調査
・変数 間の 関係 を含めて ，統計的な疑問を明確に述べ る こ とが で き る
・連続過程 の 時聞に 関連し た疑問を明確 に述 べ るこ とが で き る
・デー

タ収集の 方法を見極める こ とが で き る
・離散デー

タ・2 値デー
タを集め，散布図 を描 くな ど特徴を明確 に伝え る こ とが で き

る

統計的解釈
・サ ン プル の 変数 間の 関係 を文章にま とめ る こ とが で きる
・時系列デー

タ の 長期 間 と短期間の 特徴を ま と め る こ とが で きる
・結果 が 決 定的 で はな い 場合に ，調査方法 デー

タ の 集め 方
・
まとめかたにっ い て改善

案 を提示 で きる

確率
・社会的な文脈 か ら多変量デー

タを表 にま とめ，日常的な事象 の 確率や あ るカ テ ゴ リ
ーに お ける結果 の 割合を計算で き る

・排他的 で 独 立 な事象 （さい こ ろ・トラ ン プ）の 理論的確率を算出 で きる
・条件付確率を計算する た め に樹形図 を活用 で きる

レベ ル 7

（16・17歳）

統計的調 査
・予測 の ための 調査 を企 画で きる
・サ ン プル の 選択 とデータ の 集め方を検討 で きる
・デー

タの 集め方・視覚化
・
重要な特徴に つ い て議論で き る

・分布を調 べ る こ とに より，平均 標 準偏差を含む サ ン プル の 統計量を検討 で きる
・時系列 グ ラ フ の 特徴をまとめ る こ とが で きる

統計的解釈
・母集団や実験に っ い て，統計学に 基 づ い た予測 と分柝 の 議論が で き る
・時系列データ の 長期 と短期 の トレ ン ドの 原因を見極め る こ とが で きる

確率
・実験結果 の 確 率を計算するために，さい こ ろ や乱数を使 っ て シ ミ ュ レーシ ョ ン で き

る
・正規分布が適切な数学的モ デル で ある こ とを理解 し ， 正 規分布を使 っ て 問題 を解 く

場合の 条件を理解 で きる
・正 規分布を標準正 規型に変換 し，正規分布表を活用で きる

（1） 首都直轄区の初等教育お よび 中等教育前期 に おける統計教育
．
首都 直轄 区 （ACT ： Australian　Capital　Territory）で は ， 初等教育 に お い て 以下 に 示す過程
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レ ベ ル 8

（17唱18歳）

統計的調査
・信頼区間 2σ を推定する た め に統計的調査を企画するこ とが で きる
・連続過程 にお い てサ ン プル に矛盾が無 い か を調査す るための 実験につ い て報告 で き

る

統計的解釈
・
サ ン プル 平均 と母集団平均 の 違い を説明で きる

・サ ン プ リン グ の 状況 におけるバ イア ス の 原因 と信頼性 につ い て 理解 し て い る
・母集団 の パ ラ メ

ー
タを推 定す る 際，信頼区間 に つ い て 評価 し説 明で きる

・サ ンプ ル が明確に定義された母集団で はない 場 合の状況 を見極め，その妥当性を議

論で きる

確 率
・
確率の 状態をシ ミュ レ

ー一
シ ョ ン する こ とに よ っ て 問題 を解決で きる

・確率 の 基本用語 と基本概念 の 定義を理解 し利用 で きる

・与えられた状態をモ デ ル 化 し，確率と予測値 の 計算の ため に，適切 な分布 （2 項分

布 ・ボ ア ソ ン 分布 ・正 規分布）を選択 し て 予測で き る

・現実の 状況 か ら予測値を計算 し報告で きる

追加的内容
レ ベ ル 8 に は ，「実験企 画 の 統計的な視点 」 「時系列」 「変数 の 組 み 合わせ に お け る 関

係の 調査 1 の 3 領域を さらに 発展させ る ため の 達成 目標が示 され て い る．
・実験を企画する際の 原則 を 用 い て 実験を 企画，運営で き る

・実験 の 分析 と報告 の た め に 統計 理 論 を 用 い る こ とが で き る

・時系列データ が 滑らか か で こ ぼ こ か を移動 平均の グラフ を用 い て 区別 で きる
・金融時系列を引き下げ るために指標を用 い た り，イ ン フ レ率 を探すた め に指標を活

用で きる
・表や グラ フ を使っ て 2 つ の カ テ ゴ リー変数 の 関係を 調 べ る こ とが で きる

・2 っ の 連続変数の 関係 をグラ フ と回帰分析を含む モ デ ル フ ィ ッ テ ィ ン グ手法を用い

て調べ る こ とがで きる
・線形的関係を見極め る た め に グラ フ と相関係数を使 い ，回帰直線や相関係数 の あて

は め を議論 で き る

注意：表 中の 年齢 は，各 レベ ル の 主な対象年齢 で あ り詳細は図 1 に示す通 りで ある．

出典 ；New 　Zeaiand　Mnistry　ofEducation （1992）

および内容の ス タ ン ダー ドが示 され，教育が行われ て い る．「空間」「数」「測定」「チ ャ ン ス と

デ
ー

タ」「パ タ
ー

ン ・関係 ・代数」 の 5領域 の 内容 を，そ れぞれ 「心構 え と真価」「数学的探求」

「数学 を選択 し活用す る」 の 過程で 学ぶ も の で あ る．また，教育内容に つ い て は学年 と は別 に

バ ン ド と い う概念が導入 され 目標お よ び教育内容が定 め られ て い る．中等教育 の 後半に っ い て

は，別途 カ リ キ ュ ラ ム が指走さ れ て い る．

　（2）　 中等教育後期に お ける統計教育

　首都管轄区 （ACT ） の 中等教育 後期 に つ い て は ，　 ACTBSSS （The　ACT 　Board　of　Senior

Secondary　Studies）が科目ガ イ ドラ イ ン を提示 して い る．ま た ，教育 は い くっ か の コ ー
ス に分

か れ て 実施 さ れ，A コ ース は
一

般的内容 ，
　 T コ

ー
ス は高度教育的内容 とな っ て い る． こ の 他に，

障害者対象 の M コ ー
ス ，職業訓練 の V コ ース ，余暇 ・ 地域 サ

ー
ビ ス な ど の R と い っ た コ

ー
ス

も設置 され て い る，各 コ
ー

ス と も必修で はな い ．対象は 中学校後期の 16 歳か ら 18 歳で ある．

6　ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア 各国の 統計教育 カ リ キ ュ ラ ム の ま とめ

　初等 ・巾等統計教育に つ い て ， 7 力国の カ リキ ュ ラ ム とア メ リ カ や カ ナ ダの カ リキ ュ ラ ム ，

そ して わが 国の カ リキ ュ ラ ム を あわせ て 考察 した結果，幾 つ か の 点が 明 らか とな っ た，そ れ ら

は今後 の わ が国 の カ リキ ュ ラ ム を考え る うえ で 重要 な指針 とな る と考え る．
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表 15　首都管轄区の 初等教育 お よ び 中等教育前期 に お け る 統計関係の 主 な 内容

バ ン ド（年齢） 口標お よ び 内容

バ ン ド1 （〜6 歳）
チ ャ ン ス

・起こ りそ うな事象に関連して話す
・

よく知 っ てい るラ ン ダム事象の 起 こ りうる結果を書きだす

デー
タ

・自分や家族 友人 に関する簡単な質問を作 り，それ らに回答するために必

　要 な情報を集 め，並 べ 替え，ま とめる
・自分や家族 友人 に関する簡単な質問に答えるために情報をわか りやす く

　表示 し説明する

バ ン ド 2 （6〜10歳）
チ ャ ン ス

・起 こ りそ うな事象に関連 して 明確に話す
・よ く知 っ て い る ラ ン ダム 事象の 起 こ り うる 結果 と 実験 を書き だ す

・起 こ り うる結果と実験の結果を，「最も起 こ りそ うに な い結果」 か ら 「最

　も起 こ りそ うな結果」 の順に 並べ る

デ
ー

タ

・自分や家族，友人 に関す る簡単な質問を作り，それ らに 回答するた め に 必

　要な情報を集め，並 べ 替え，ま とめ る
・自分や 家族 ，友 人 に 関す る簡単な質問 に答 え る た め に情報をわ か りやす く

　表示 し説明する

バ ン ド3 （9〜13歳）
チ ャ ン ス

・日常の 出来事 が どの くらい 起 こ りやす い か ，に つ い て 文章 で ま とめ る．チ

　ャ ン ス や確率 とい っ た用語の 理 解を含む

・ラ ン ダム 事象に つ い て，系統的に 可能な結果 を リス トア ッ プ し，各事象の

確率の 順序を推測 し，実験的予測を行っ て みる
・簡 単な状況 の 確率 の 実験的推定を行い ，結果を説明する

デ
ー一

タ
・問題 の 解答を得る た め にデ

ー
タ を系統立 て て集め，ま とめ，記録す る

・自分 自身もしくは他人が問題 に答えるた めに，デ
ー

タをわか りやす く表現

　し，そ の 内容 を説明 ， あ る い は報告す る

バ ン ド 4 （12〜 16歳）
チ ャ ン ス

・チ ャ ン ス の 過程の 用途 効用 を理解 し説明す る
・簡単な実験の 起こ り うる結果 を分析，説明す るた め に，サ ン プ ル 空間を構

　築する．そ して，等 し く起こ りそ うな事象を分析 して確率を計算す る
・長 く続く相対頻度を用い て確率を推定する
・状況をモ デ ル 化 し，シ ミ ュ レ ー

シ ョ ン を企画，実行する

データ

・もととは 異な る形式 で 表 された情報を探し，評価，判断する

・実際的な 目的 の ため に ， 系統立 て て データ を集め ま とめ る
・視覚表現や位置を示 す指標 ， 幅を示 す指標を 用 い て データ を要約 し解釈す

　る
・日常生活における統計の 必要性 を理解す る

予測
・
サ ン プ ル とは何か を理解 し，ラン ダム サ ン プル とサ ン プ ル サイ ズ の 重要性

　を認識す る
・予測 を 導き出 し

， サ ン プ ル デ
ータ をもとに し た議論を構築，評価する

出典 ：Aug．　tralian　Capita1　Territory　Departrnent　of 　Education　and 　Training（1992）

　 6．1　数学教育の 1 つ の 領域 と して の 位置づ け

　表 17 に 示す，全米数学 教師協議会 の ス タ ン ダ
ー

ド 2000 （Nationa1　Council　of　Teachers　for

Mathematics （2000）） や カ ナ ダ ・オ ン タ リオ州教育委員会 ， 英国教員免許カ リ キ ュ ラ ム 局 の

Web ペ ージ が公表 して い る数学教育の 指導ガ イ ド ラ イ ン に お い て ，統計 が数学 の 中の 1領域

「デ ータ処理 と確率」 と して は っ き り位置づ け られて い る よ うに，イ ン ド と フ ィ リ ッ ピ ン を除
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表 16　首都 管 轄区 の 中等教育後期 にお け る数学およ び統計関係の 主な内容

科 目名 統 計関連 の 内容

貿 易 と ビ ジ ネ ス 数 　　統計 （一変量，二 変量，中心と散 らば り，

（A コ
ー

ス ）　　　 チ ャ ン ス の 理解 哩 論的確率 意思決定）

グラフ 表現）

応用数学

（T コ
ース ）

一
変量デー

タ

（データ の 収集 ・解釈，中心 と散 らば り，
正規分布 ， 意思決定 ， 標準 ス コ ア ）

二 変量データ （データ の 収集 ・ま とダ）
・解釈，相関と回帰，予測，時系列）

関係 の モ デル 化

（線形・非線形 の 関係，定常 と比率変化の 関連 ， 成長 ・衰退 モ デル ）

確率 （実験確率と理 論確率，シ ミ ュ レー一シ ョ ン ，条件付確 率）

数学的手法

（T コ
ース ）

確率 と統 計 （組 み合わ せ ，順列，2 項分布 ，正 規分布，中心 と散 らば りを示す

指標，中心極限定理，同帰 と相関）

数学特講

（T コ
ー

ス ）

反復モ デル （ロ ジ ス テ ィ ッ ク成長，カオ ス ）

指数関数や 三 角関数に よ るモ デル 化

（ウェ
ーブ モ デ ル

，
ロ ジ ス テ ィ ッ ク モ デル 〕

出典 ： Australian　Capital　Territory　Board　ofSenior 　Secondary　Studies（2002）

く国に お い て も ，
そ れ ぞ れ 「統計」 （シ ン ガ ポ

ー
ル ， マ レ

ー
シ ア

，
ニ ュ

ージー
ラ ン ド），「統計

と確率」（台湾）あ る い は 「チ ャ ン ス とデ
ー

タ」 （オ ー
ス ト ラ リ ア） と い っ た名称 で ，数学の 4

な い し 5 っ の 領域の 1っ が統計関連 の 内容で あ る．

　特 に， シ ン ガ ポ ール ， ニ ュ
ージー

ラ ン ド と オ ー
ス ト ラ リア で は 6歳 〜 16歳 ま で の 継続的な

カ リキ ュ ラ ム に よ り，全て の 生徒 が統計 に っ い て 学習 す る こ と に な っ て い る．台湾 もほ ぼ同様

で あ り ， 初等教育に お い て はわが国と差 の な い マ レ ー シ ア に お い て も中等の 統計教育カ リキ ュ

ラ ム は 充実 して い る．さ ら に数学教育全体 と して ， シ ン ガ ポ ール の コ ー
ス 分 け試験に よ る徹底

した習熟度別学習や， ニ
ュ

ージ
ー

ラ ン ド， オ
ー

ス トラ リ ア，台湾 の それぞれ レ ベ ル ，バ ン ド，

段階と い っ た学習期間の 柔軟性 を取 り入れ た学習な ど，学習 目標へ の 達成度 を高め る た め の 制

度を導入 して い る．

　6．2　デ
ー

タ中心 の 統計教育

　 シ ン ガ ポ ー
ル

，
ニ ュ

ージー
ラ ン ド と オ

ー
ス ト ラ リ ア の 初等 ・中等教育前期 の 統計教育カ リ キ ュ

ラ ム は ，デ ータを中心 と した学習内容とな っ て い る ．デ ータ収集，デ ータの 分類 ・ま と め
， 表

や グ ラ フ によ る表現な どの 他，結果 の 解釈 ， 特徴の 説明や議論を通 し て の 評価 ， 文章に よ る ま

とめ，と い っ た統計 リテ ラ シ
ーを毎学年繰 り返 し学習す る．デ

ー
タ中心 の カ リキ ュ ラ ム は，全

米数学教師協議会の ス タ ン ダー ド 2000に含まれ る 「デ ータ分析 と確率」 の 指針 に 極 め て 近 い ．

特に ＝
ユ
ージ ー

ラ ン ド ・オ
ー

ス ト ラ リア で は ， デ ータを扱 う学習が 早期か ら行わ れ ，「デ ータ

を生徒 自 ら集 め る こ とが で き る一「集め る た め に必要 な質問 を考 え る こ とが で き る」 な どが達

成 目標に あげ られ デ ータ の 重要性が初等教育の 初期の 段階で 繰 り返 し指導さ れ て い る．以上 の

3 力国で は ，
い わ ゆ る理論的な統計学 に っ い て は中等教育後期以降 に学習する が，そ れ まで に

デ
ー

タを活用す る方法や意義を十分に 身 に っ けて い るため，理論的学習 も容易に理解で きる と

考え る．生徒が，問題解決 や意 思決定 に つ い て 学ん で い くた め に は ，算数数学 の 領域だ け で は

不十分 で あ る， し か し な が ら，統計を活用 した数学的問題解決 の 手順や 丁法，意義 を理解す る

こ と は他の 分野に お い て も日常生活に お い て も大変重要で あ り，数学教育に お い て 統計教育を

充実させ ，幼少期か らデ ータ を中心 と した学 習を繰 り返 し行う こ と の 意 義 は大変大 き い ．
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表 17　算数数学教育 の 分類

鬮 分類

ア メリカ 数と演算 代数 測定 幾 何

　
囁’冊昌彌PF興 罵 1 まli

溝灘繕 薩

カ ナダ
碼

数と計算 パ ター一・ン と代数 測電 黶形と鑠繝

　　　　　　 广“广、

；纛擁犠欝 ．

イギリス 数と玳数 形 ， 窯間と針測 数学の使網と応珊

广
繋 ぎ

广
攤鯲 ・

　　　　　　
・
鋳

　 　 　 　 　 黼i照匙・

シンガポール 数 代数 幾何

囁餌
理 ・i緲

　　　　　　馨：；；

台湾
”

数と量 代数 幾何

楙广剛
鱗 ・i・：鑼 1…1纔 ・

灘辮 確率勲 一
ヨ、ll

罵葺　 長　 窯ま隙、瀦．P
　 　 　 　 噪

マ レ ー
シ ア 数 測定 麟形

一
　

・广

il
…

∴ ：．
唄 眄

撰 肇 參 ……．ll。
　　　 弗
フィジピン 数 窟瓏数 測 定 図形 グラフ

インド 分類なし

餌 ユ
…ジ…

ラン ド 数 代数 測定 図形 欝 糠
　 　 　 　 　 脚 w

オース トラリア 数 パ タ
…

ン 網 数・代数 空 間 測定
：話鑼 翻 1

田ダ 数と計算 鐓と灘定 麗形 数量関係

物等教育の み の カリキ・k ラム
脚

オン タリオ州
榊

首都管轄区他 出典 各瞬教育蜜の W 曲 サ イト

注 恵：続計鬨係の 内答が独 立して い る場合に の み 網 掛けとした

　 6．3　分布関連 の内容と扱い

　 カ リキ ュ ラ ム 内容 と して は，デ
ー

タの 分布，デ
ー

タ の 中心 と散 らば りに つ い て の扱 い が わが

国 と他 の 各国 で は大 きく異 な る．表 18 の 通 り，他の 多 くの 国で は 平均値だけを独立で 学習す

る こ とは無 く，デ
ー

タの 分布 （ヒ ス ト グ ラ ム ，幹葉図，箱ひ げ図の 幾っ か），デ ータ の 中心を

表す指標 （代表値 ： 平均値，中央値 ， 最頻値 の 全て ）， デ
ー

タ の 散 らば りを表す指標 （四分位

点 ・
四分位範囲， レ ン ジ，分散や 標準偏差 の 幾 つ か ）に つ い て 順 に 学習す る． こ れ らの 学習の

過程は ， 自らデ ータを集め る こ と で 可能 とな る． 日本で は初等教育の最後 （小学校 6年生）で

平均値だ けを学習 し，分布や散 らば り に つ い て は高等学校 の 選択科 目に お い て学習す る．現実

の デ ー
タを扱 う場合に は，デ

ー
タ の 分布 の 形 に よ っ て は 平均値が必ず しも中心 とな らな い こ と

が 多く ， 平均値だ け の 学習で は デ ー
タ の特徴の 捉え方を誤る可能性が あ る．分布 の 形を見，中

心が ど こ か，散 らば り の大 きさ は ど うか と い っ た
一

連 の 見方で デ ー
タ の特徴 を捉 え ， 解釈 し，

問題解決 に 繋げる教育が必要で あ る と考え る．

　6．4　確率

　わが 国の 確率 に 関す る指導要領 上の 扱い と して は，小学校で は全 く無 く， 中学校で 簡単な確

率 を学習す る こ とに な っ て い るが，統計 と は 独立 して い る．高等学校で は数学 C で ，統計理

論 と
一
緒 に確率理 論を学習す る． しか し， ニ

ュ
ージ ー

ラ ン ドやオ
ー

ス ト ラ リア で は現実 の 事象

の 起こ りやす さと起 こ りに くさ とい っ た不確実性を表す確率と統計は 常に連携した 形で カ リキ ュ

ラ ム が考 え られて い る．ま た，表 19に 示す よ うに ，確率を学習す る時期 も早 い ． こ れ らの 国

の 確率 の カ リキ ュ ラ ム は，「統計教育の 未来型の位 置付け と期待
一

数学教育 の 視点か ら一
」 （藤

田 （2005））の 中で 提案 され て い る確率の 新学習法 と連携 した新時代型 の 統計教育 カ リキ ュ ラ
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表 18　分布関連の 教育の 内容 と時期
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オ
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皆 騨
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囁

鵬 職 雛
一
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極

牽
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い幅
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。 叢 滋
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　’蕁乳1　凧
貰1・聾 、囁守跨

繭 塞

鬢噸
’
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注意 ：剛様 の 内容に つ い G 辞 丿）LHの みを記 し，表 中の オース トラ リアは 昌舗 管轄区を示 す・

ム の 要請へ の 1 っ の 方 向性 を示唆す る も の と考え る．

　なお特別な例 と して ， シ ン ガ ポ
ー

ル で は初等 ・中等教育前期ま で の 数学教育 で は統計を毎学

年学習す る に もか か わ らず，確率に つ い て は中学校第 1学年 まで は 独立 した カ リキ ュ ラ ム が な

く， 中学校第 2学年以降に 学習す る こ と に な っ て い る．

7　考察と今後 の計画

　本論文で は，凵本の 初等中等数学教育に お ける統計に関す る カ リキ ュ ラ ム を紹介し，
ア ジァ

・

オ セ ア ニ ア 諸国 に お け る教育制度 の 概要及び統計教育 カ リキ ュ ラ ム を調査 した ．そ の 結果 ， 多

くの 諸国に お い て ， 統計基礎教育 は数学教育 の 枠組み 内に 位置づ け られ ， グラ フ や表 を用い た

デ ータ表現や平均値 な ど の 基本統計量 に よ りデ ータの 分布を捉え，解釈する と い っ た基礎的な

統計 リ テ ラ シ
ー

の 習得を目指 して い る こ とが わか っ た．こ れ らの 教育は ， 生活 に密着 した実デー

タを もとに ，早期 よ り繰 り返 し行う こ とが重 要とされ，特 に難 しい 手法 の 習得を 目指す もの で

は な い ．各国は ，文部科学省 （2005） に 示 され る とお り ， TIMMS や PISA の 調査 に お い て 結
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表 19 確率関連 の 教育 の 内容 と時期

年齢
匡 1
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注意 ： 詞様 の 内容に つ い て は初亀の み を記 し，表 中 の オース ｝・ラ リア は 首都管轄区 を乃≒す．

果を伸ば して きて お り，特 に ， シ ン ガ ポ ール は 2003年 の TIMSS 調査で 数学総合第 1位 ，
ニ

ュ
ー

ジー
ラ ン ド は 2003年 PISA数学調査の イ・確実性の 領域で 第 1位 （上位 5％の 得点）で あ る と い っ

た教育 の 成果 は 注 目で き る．わ が国は両調査 と も成績が後退 し， 算数数学の勉 強を楽 しい と感
じて い る子供が他国と比較 して 非常に少 な い と い う結果で あ る．

　ま た
一
方 で ，冂本で は ， 統計教育の 項 目の 減少や関連科 目の 選択化 に よ り，多 くの 生徒が統

計 を学 ばず に 高等教育に 進む，ある い は社会 に 出 る こ とに な り ， 他 の 国 と比較 して 最低限の 知

識の 習得も危ぶ まれて い る．国際化を 日指すわが国 に お い て は諸外国 の カ リキ ュ ラ ム を参考に

し ， 将来に 向 けた広 い 視点で ， デ ータ を読み，分析す る力を養 う教育を再検討す る こ とが必要

で あ る．

　なお ， 今同は国が定め る カ リキ ュ ラ ム を中心 に調査 を行 っ たが ，実際の現場で 行わ れ て い る

内容と必ず しも一致 して い る と は 限 らず， こ れ らは現地謌査が必要 で あ ろ う．今後，各国 の 関
連分野の 研究者等 との 情報交換を含め ，よ り詳細な る 調査を行 う予定で ある．調査す る教科に

つ い て も対象を広 げ，理科 ， 社会な ど算数 ・数学科以 外の 教科で 統計が どの よ う に扱わ れ，教

育さ れ て い る の か に つ い て も調 べ て い き た い ．
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