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教科別調査結果の概要及び指導上の改善ポイント

第
２
章

小学校

　A　話すこと・聞くこと
この問題をチェック　➡3二

出題の趣旨
目的や意図に応じ、話の内容を捉え、話し手の
考えと比較しながら、自分の考えをまとめること
ができるかどうかをみる問題である。
〈指導事項〉
話し手の目的や自分が聞こうとする意図に応じ

て、話の内容を捉え、話し手の考えと比較しなが
ら、自分の考えをまとめること。（第 5・6学年「A　
話すこと・聞くこと」(1) エ）

　 結果状況と授業改善のポイント
本市の正答率 63%（全国 70.2%）、無解答

20.5%（全国 14.3%）ともに、全国を下回る結
果であった。
　本問題の解答類型では、正答のなかでも〈条
件〉に示されている「寺田さんと山本さんの
二人が、どのような思いでボランティアを続
けているのかについて、分かったこと」につ
いて、「二人の思いをまとめている（◎解答
類型１：本市 28.2% ／全国 33.3%）」、「二人の
思いを区別している（◎解答類型２：本市 6.4%
／全国 7.2%）」、「どちらか一人の思いを中心
にまとめている（〇解答類型３：本市 28.4%
／全国 29.8%）」という結果であった。「二人
が…」という発問に対して、どちらか一人し
か書いていない解答類型３（準正答）や、二
人の思いにふれていない解答類型 10（本市・
全国ともに 8.3%：国立教育政策研究所の報告
書では、自分の考えを書いてしまっている事
例やインタビューの様子をそのまま書き写し
た事例が挙げられている）に注目すると、問
いに対応した活動に取り組めていない児童の
姿が浮かぶ。考えを即答するやりとりではな
く、　話し手の考えと自分の考えとの共通点
や相違点を整理しながらじっくりと自分の考
えを形成する過程を重視し、考えの広がりや
深まりを実感できるような活動を工夫したい
【　個別最適な学び】。そのためには、分かっ
たこと、気付いたこと、思いついたこと、考

えたこと等、情報を整理しながら、自分の考
えをまとめる活動に取り組むことが重要であ
る。

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

インタビューの様子を踏まえて考えを整理しな
がらまとめる活動の場面を設定した。目的や意図
に応じて情報を整理しながら考えを形成する過程
に注目させて取り組ませたい。

〈教科書の関連教材〉
『知りたいことを決めて、話を聞こう』（五上
ｐ .79-81）／『教えて！　あなたの「とっておき」』
（六上 p.106-107）

           学ぶときに注目
『伝わるように工夫して発表する』（四下
p.101）
〈発表を聞くとき〉
•予想したり、自分の経験とつなげたりしな　　　　　　　　　　
がら聞く。
•話の組み立てに気を付けて、伝えたいこと　　
は何かを考えながら聞く。

『考えを広げるために話し合う』（五上 p.117）
〈聞くとき〉
•意見と根拠がつながっているかを考えなが
ら聞く。
•自分の意見と比べながら聞く。

           学ぶときに注目           学ぶときに注目

（％）

中学校 英語 H 31 名古屋 H 31 全国 R 5 名古屋 R 5 全国

好きですか
当てはまる 30.9

56 .2
29 .0

56 .0
27 .1

52 .1
25 .2

51 .9
どちらかといえば 25.3 27 .0 25 .0 26 .7

大切だと思いますか
当てはまる 61.8

86 .6
58 .9

85 .4
63 .5

89 .1
61 .6

88 .0
どちらかといえば 24.8 26 .5 25 .6 26 .4

よく分かりますか
当てはまる 31.3

66 .6
29 .5

66 .0
30 .2

64 .7
28 .0

63 .9
どちらかといえば 35.3 36 .5 34 .5 35 .9

役に立つと思いますか
当てはまる 63.0

86 .8
60 .7

85 .4
64 .5

88 .6
62 .4

87 .5
どちらかといえば 23.8 24 .7 24 .1 25 .1

平均 73.2 73 .6 72 .8

生徒が主体的・協働的に取り組める授業づくりへ

〈全体の正答率について〉
本市の平均正答率は 51％で全国平均（45 .6％）を上回る結果となった。領域別にみても地域別に公表され

ていない「話すこと」を除いて、全ての領域で全国を上回っている。前回の平成 31年度調査結果と比較する
と、本市の平均正答率は 7ポイント低くなっている。
〈生徒の実態に基づく授業づくり〉
どの領域でも 4～6ポイント程度全国を上回っているが、以下のような課題もみられるため、学校や生徒の

実態に応じた授業づくりを進めていきたい。
・・�「聞くこと」の領域の平均正答率は、64 .5％と比較的高いが、「自分の置かれた状況などから判断して、必
要な情報を聞き取る」問題（選択式・思判表）の正答率が 5割以下と低い。目的・場面・状況を明確にし
て聞き取る練習を取り入れたい。

・・�「読むこと」の領域の平均正答率は、55 .3 %であったが、「自分の置かれた状況などから判断して、必要な
情報を読み取る」、「短い文章の概要を捉える」問題（選択式・思判表）の正答率が 4割以下と低い。目的・
場面・状況を明確にして読んだり、段落から主題文を選択したり、段落間の関係を明らかにしながら読む
練習を取り入れたい。
・・�「書くこと」の領域の平均正答率は、28 . 8 %と他の領域よりもかなり低い。その中でも「事実や自分の考
えなどを整理し、まとまりのある文章を書く」問題（記述式・思判表）の正答率は 9.1 ％と低く、無回答
の割合も高い。短文英訳練習とともに、内容・文法の一貫性を考えながらまとまった量の文章を書く練習
を取り入れたい。

・・�「話すこと」の領域の平均正答率（国公私立）は、全国平均でみると1 割強と他の領域よりもかなり低く、
全国的な課題となっている。特に、「発表」の正答率が低い。聞き取った内容をもとに限られた時間の中で
自分の意見をまとめ、発表する練習を取り入れたい。

〈生徒質問紙から〉
全体に全国平均よりやや高い。前回の調査と比較すると、「英語の勉強は大切」、「英語は役に立つ」が高く

なり、約 9割となっている一方で、「英語の勉強が好き」と「英語の授業がよく分かる」が低くなり、5～6
割となっている。新学習指導要領で扱う語彙や文法が難化していることと関連している可能性があるが、英
語学習の大切さや有用性を自覚しているものの、授業が十分に理解できずに満足していない生徒の姿が表れ
ているともいえる。授業中、日常的に英語を使い、意味あるやり取りを行うとともに、一人一台端末環境を
利用し、協働学習を有効に進めるなどして、生徒主体の授業となるように工夫をしたい。

③教科に対する学習意欲に関する調査結果（生徒質問紙より）

74 .1

２ 指導上の改善ポイント（国語）２ 指導上の改善ポイント（国語）
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　　第２章

『
知
り
た
い
こ
と
を
決
め
て
、
話
を
聞
こ
う
』

名前

第 5学年
ワークシート

高た
か

橋は
し

さ
ん
の
学
級
で
は
、
友
達
の
ち
ょ
う
せ
ん
を
学
級
の
み
ん
な
に
し
ょ

う
か
い
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
は
、

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
で
す
。
こ
れ
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答

え
ま
し
ょ
う
。

高
橋
　
　
お
二
人
は
、
最
近
、
何
か
ち
ょ
う
せ
ん
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

秋あ
き

山や
ま

　
　
ぼ
く
は
、
家
族
の
た
め
に
夕
食
を
一
週
間
作
り
ま
し
た
。

木き

村む
ら

　
　
わ
た
し
は
、
水
泳
の
記
録
を
の
ば
す
こ
と
に
ち
ょ
う
せ
ん
し
ま
し
た
。

高
橋
　
　
そ
う
な
の
で
す
ね
。
大
変
だ
っ
た
の
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。

秋
山
　
　
ハ
ン
バ
ー
グ
に
ち
ょ
う
せ
ん
し
た
の
で
す
が
、
焼
き
加
減げ
ん

が
む
ず
か
し
く
て
、
こ
　
　

が
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

木
村
　
　
わ
た
し
は
、
な
か
な
か
速
く
泳
げ
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
、
な
や
み
ま
し
た
。

高
橋
　
　
大
変
だ
か
ら
ち
ょ
う
せ
ん
を
や
め
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

秋
山
　�

　
た
し
か
に
、
あ
き
ら
め
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
間
を
計
り
な
が
ら
、
ガ
ス
コ

ン
ロ
の
火
を
調
節
す
る
よ
う
に
し
た
ら
、
次
か
ら
は
お
い
し
く
で
き
ま
し
た
。
失
敗

は
成
功
の
も
と
で
す
。

高
橋
　
　
木
村
さ
ん
は
、
ど
う
で
す
か
。

木
村
　�

　
わ
た
し
も
く
じ
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
友
達
に
相
談
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を

も
ら
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
せ
ん
す
る
と
き
に
は
、
周
り
の
力
を
借
り
る
こ
と
も
大
事

だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

高
橋
　�

　
な
る
ほ
ど
。
は
じ
め
は
、
大
変
な
こ
と
が
あ
る
と
ち
ょ
う
せ
ん
を
や
め
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
が
、

��

高
橋
さ
ん
は
、
秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
ち
ょ
う
せ
ん
へ
の
思
い

や
考
え
に
つ
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の

　
　
　
　
　
　
　

で
話
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
高
橋
さ
ん
な
ら
、
ど
の
よ

う
に
話
し
ま
す
か
。
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇�

　秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
ち
ょ
う
せ
ん
へ
の
思
い
や
考
え
に
つ
い
て
、
分

か
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　【イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の
、
秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
発
言
の
中
か
ら

言
葉
や
文
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

〇�

　書
き
出
し
の
言
葉
に
続
け
て
、
四
十
字
以
上
、
六
十
字
以
内
に
ま
と
め
て

書
く
こ
と
。
な
お
、
書
き
出
し
の
言
葉
は
、
字
数
に
は
ふ
く
ま
な
い
。

学
級
の
み
ん
な
に
伝
え
た
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】

（
教
科
書
五
上
79
ペ
ー
ジ
か
ら
81
ペ
ー
ジ
）
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『
知
り
た
い
こ
と
を
決
め
て
、
話
を
聞
こ
う
』

名前

第 5学年
ワークシート

高た
か

橋は
し

さ
ん
の
学
級
で
は
、
友
達
の
ち
ょ
う
せ
ん
を
学
級
の
み
ん
な
に
し
ょ

う
か
い
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
は
、

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
で
す
。
こ
れ
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答

え
ま
し
ょ
う
。

高
橋
　
　
お
二
人
は
、
最
近
、
何
か
ち
ょ
う
せ
ん
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

秋あ
き

山や
ま

　
　
ぼ
く
は
、
家
族
の
た
め
に
夕
食
を
一
週
間
作
り
ま
し
た
。

木き

村む
ら

　
　
わ
た
し
は
、
水
泳
の
記
録
を
の
ば
す
こ
と
に
ち
ょ
う
せ
ん
し
ま
し
た
。

高
橋
　
　
そ
う
な
の
で
す
ね
。
大
変
だ
っ
た
の
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。

秋
山
　
　
ハ
ン
バ
ー
グ
に
ち
ょ
う
せ
ん
し
た
の
で
す
が
、
焼
き
加
減げ
ん

が
む
ず
か
し
く
て
、
こ
　
　

が
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

木
村
　
　
わ
た
し
は
、
な
か
な
か
速
く
泳
げ
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
、
な
や
み
ま
し
た
。

高
橋
　
　
大
変
だ
か
ら
ち
ょ
う
せ
ん
を
や
め
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

秋
山
　�

　
た
し
か
に
、
あ
き
ら
め
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
間
を
計
り
な
が
ら
、
ガ
ス
コ

ン
ロ
の
火
を
調
節
す
る
よ
う
に
し
た
ら
、
次
か
ら
は
お
い
し
く
で
き
ま
し
た
。
失
敗

は
成
功
の
も
と
で
す
。

高
橋
　
　
木
村
さ
ん
は
、
ど
う
で
す
か
。

木
村
　�

　
わ
た
し
も
く
じ
け
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
友
達
に
相
談
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を

も
ら
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
せ
ん
す
る
と
き
に
は
、
周
り
の
力
を
借
り
る
こ
と
も
大
事

だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

高
橋
　�

　
な
る
ほ
ど
。
は
じ
め
は
、
大
変
な
こ
と
が
あ
る
と
ち
ょ
う
せ
ん
を
や
め
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
が
、

��

高
橋
さ
ん
は
、
秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
ち
ょ
う
せ
ん
へ
の
思
い

や
考
え
に
つ
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の

　
　
　
　
　
　
　

で
話
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
高
橋
さ
ん
な
ら
、
ど
の
よ

う
に
話
し
ま
す
か
。
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇�

　秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
ち
ょ
う
せ
ん
へ
の
思
い
や
考
え
に
つ
い
て
、
分

か
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　【イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の
、
秋
山
さ
ん
と
木
村
さ
ん
の
発
言
の
中
か
ら

言
葉
や
文
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

〇�

　書
き
出
し
の
言
葉
に
続
け
て
、
四
十
字
以
上
、
六
十
字
以
内
に
ま
と
め
て

書
く
こ
と
。
な
お
、
書
き
出
し
の
言
葉
は
、
字
数
に
は
ふ
く
ま
な
い
。

学
級
の
み
ん
な
に
伝
え
た
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】

（
教
科
書
五
上
79
ペ
ー
ジ
か
ら
81
ペ
ー
ジ
）

『
教
え
て
！
　あ
な
た
の
「
と
っ
て
お
き
」』

名前

第 6学年
ワークシート川か

わ

上か
み

さ
ん
の
学
級
で
は
、
友
達
の
「
ず
っ
と
続
け
て
い
る
こ
と
」
を
学

級
の
み
ん
な
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
次
は
、【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
で
す
。
こ
れ
を
よ
く
読
ん
で
、
あ

と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

川
上
　�

　
中な
か

西に
し

さ
ん
は
野
球
、
春は
る

田た

さ
ん
は
書
道
を
続
け
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
野
球
に
は
勝

ち
負
け
が
あ
っ
た
り
、
書
道
は
作
品
へ
の
評
価
が
あ
っ
た
り
し
て
、
大
変
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

中
西
　�

　
た
し
か
に
、
野
球
は
、
勝
ち
負
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
変
で
す
。
こ

の
間
は
町
内
の
野
球
大
会
が
あ
り
、
三
回
戦
で
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
、
達
成

感
が
あ
り
ま
し
た
。

春
田
　�

　
私
も
一
か
月
前
の
書
道
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
と
し

て
は
満
足
し
て
い
ま
す
。

川
上
　�

　
お
二
人
と
も
思
い
通
り
の
結
果
を
残
せ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
達
成
感
や
満
足
感
が

あ
っ
た
の
で
す
ね
。
も
う
少
し
く
わ
し
く
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

中
西
　�

　
は
い
、
負
け
た
こ
と
は
く
や
し
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
み
ん
な
で
試
合
に
全
力
で

取
り
組
め
た
こ
と
に
は
達
成
感
が
あ
り
ま
し
た
。

春
田
　�

　
私
も
、
入
賞
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
す
が
、
自
分
の
力
を
出
し
切
っ
て
作
品

を
仕
上
げ
ら
れ
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
す
。

中
西
　�

　
な
る
ほ
ど
。
は
じ
め
は
、
勝
ち
負
け
や
作
品
へ
の
評
価
が
あ
る
野
球
や
書
道
を
続
け

る
の
は
大
変
な
こ
と
ば
か
り
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

��　

川
上
さ
ん
は
、
中
西
さ
ん
と
春
田
さ
ん
の
二
人
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い

で
野
球
や
書
道
を
続
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
【
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の

　
　
　
　
　で
話
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
川

上
さ
ん
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
書
き
ま

し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇�

　中
西
さ
ん
と
春
田
さ
ん
の
二
人
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
野
球
や
書
道
を

続
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　【イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】
の
、
中
西
さ
ん
と
春
田
さ
ん
の
発
言
の
中
か
ら

言
葉
や
文
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

〇�

　書
き
出
し
の
言
葉
に
続
け
て
、
四
十
字
以
上
、
六
十
字
以
内
に
ま
と
め
て

書
く
こ
と
。
な
お
、
書
き
出
し
の
言
葉
は
、
字
数
に
は
ふ
く
ま
な
い
。

学
級
の
み
ん
な
に
伝
え
た
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様
子
】

（
教
科
書
六
上
106
ペ
ー
ジ
か
ら
107
ペ
ー
ジ
）
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　　第２章

インタビューをする場面で、秋山さんと木村
さんの挑戦への思いや考えについて、分かった
ことをまとめることができるかどうかをみる問
題である。友達の挑戦を学級のみんなに紹介す
るという目的に応じ、話の内容を捉え、話し手
の考えと比較しながら、自分の考えをまとめる
ことが求められる。目的に応じて、情報を取捨
選択しながら話の内容を整理し、自分の考えを
まとめることが大切である。
〈解答例〉
〇お二人が、「失敗は成功のもと」や「周りの力
を借りることも大事」だと考えてちょうせんし
たことが分かりました。（53 字）

インタビューをする場面で、中西さんと春田さ
んがどのような思いで野球や書道を続けているの
かについて、分かったことをまとめることができ
るかどうかをみる問題である。友達の「ずっと続
けていること」を学級で紹介するという目的に応
じ、話の内容を捉え、話し手の考えと比較しなが
ら、自分の考えをまとめることが求められる。目
的に応じて、情報を取捨選択しながら話の内容を
整理し、自分の考えをまとめることが大切である。
〈解答例〉
〇大会で負けたり、入賞できなかったりしても、
達成感や満足感があるということが分かりまし
た。（44 字）

〈誤答例〉
▲秋山さんと木村さんが、上手くいかなくても
よりよい方法を見つけようとがんばったことが
分かりました。（48 字）
＊秋山さんと木村さんの挑戦への思いや考えに
ついて分かったことを書いているが、【インタ
ビューの様子】の二人の発言の中から言葉や文
を取り上げて書いていない事例。
▲大変だったときに、秋山さんは、時間を計っ
て火を調節し、木村さんは、友達に相談したこ
とが分かりました。（50 字）
＊【インタビューの様子】の秋山さんと木村さ
んの発言の中から言葉や文を取り上げて書いて
いるが、二人の挑戦への思いや考えについて、
分かったことを書いていない事例。

〈誤答例〉
▲大変なことばかりなのではなく、全力で取り組
めたことによる達成感を得られるということが分
かりました。（49 字）
＊中西さんがどのような思いで野球を続けている
のかについて、分かったことを【インタビューの
様子】の発言の中から言葉や文を取り上げて書い
ているが、春田さんの思いについては書いていな
い事例。
▲二人とも、野球や書道は、勝ち負けや作品への
評価があり、大変だと感じていることが分かりま
した。（46 字）
＊【インタビューの様子】の中西さんと春田さん
の発言の中から言葉や文を取り上げて書いている
が、二人がどのような思いで野球や書道を続けて
いるのかについて、分かったことを書いていない
事例。

第5学年　解答について

第6学年　解答について
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第
２
章

インタビューをする場面で、秋山さんと木村
さんの挑戦への思いや考えについて、分かった
ことをまとめることができるかどうかをみる問
題である。友達の挑戦を学級のみんなに紹介す
るという目的に応じ、話の内容を捉え、話し手
の考えと比較しながら、自分の考えをまとめる
ことが求められる。目的に応じて、情報を取捨
選択しながら話の内容を整理し、自分の考えを
まとめることが大切である。
〈解答例〉
〇お二人が、「失敗は成功のもと」や「周りの力
を借りることも大事」だと考えてちょうせんし
たことが分かりました。（53 字）

インタビューをする場面で、中西さんと春田さ
んがどのような思いで野球や書道を続けているの
かについて、分かったことをまとめることができ
るかどうかをみる問題である。友達の「ずっと続
けていること」を学級で紹介するという目的に応
じ、話の内容を捉え、話し手の考えと比較しなが
ら、自分の考えをまとめることが求められる。目
的に応じて、情報を取捨選択しながら話の内容を
整理し、自分の考えをまとめることが大切である。
〈解答例〉
〇大会で負けたり、入賞できなかったりしても、
達成感や満足感があるということが分かりまし
た。（44 字）

〈誤答例〉
▲秋山さんと木村さんが、上手くいかなくても
よりよい方法を見つけようとがんばったことが
分かりました。（48 字）
＊秋山さんと木村さんの挑戦への思いや考えに
ついて分かったことを書いているが、【インタ
ビューの様子】の二人の発言の中から言葉や文
を取り上げて書いていない事例。
▲大変だったときに、秋山さんは、時間を計っ
て火を調節し、木村さんは、友達に相談したこ
とが分かりました。（50 字）
＊【インタビューの様子】の秋山さんと木村さ
んの発言の中から言葉や文を取り上げて書いて
いるが、二人の挑戦への思いや考えについて、
分かったことを書いていない事例。

〈誤答例〉
▲大変なことばかりなのではなく、全力で取り組
めたことによる達成感を得られるということが分
かりました。（49 字）
＊中西さんがどのような思いで野球を続けている
のかについて、分かったことを【インタビューの
様子】の発言の中から言葉や文を取り上げて書い
ているが、春田さんの思いについては書いていな
い事例。
▲二人とも、野球や書道は、勝ち負けや作品への
評価があり、大変だと感じていることが分かりま
した。（46 字）
＊【インタビューの様子】の中西さんと春田さん
の発言の中から言葉や文を取り上げて書いている
が、二人がどのような思いで野球や書道を続けて
いるのかについて、分かったことを書いていない
事例。

第5学年　解答について

第6学年　解答について

小学校

　B　書くこと
この問題をチェック　➡1二

出題の趣旨
図表やグラフなどを用いて、自分の考えが伝わ

るように書き表し方を工夫することができるかど
うかをみる問題である。
〈指導事項〉
　引用したり、図表やグラフなどを用いたりして、
自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫する
こと。（第 5・6学年「B　書くこと」（1）エ）

　 結果状況と授業改善のポイント
本市の正答率は、24.8%（全国 26.7%）であり、

全国と比べて同程度の課題のある結果となっ
た。これまでに分かったこと（学校の米作り
の問題点）と考え（問題点の解決方法）とを
整理しながら書く活動の過程そのものが問わ
れている。
　誤答からは、全国同様、①「学校の米作り
の問題点」について、条件① a「【川村さん
の文章】のグラフから分かること」、条件①
b 「【カード④】から分かること」のどちら
かを満たしていない解答や、条件②「問題点
の解決方法について、【カード⑤】をもとに
して書いている」ことができていない解答の
ように、示された条件の一部しか満たしてい
ない解答状況（解答類型３～８の合計：本市
57.3% ／全国 58.4%）に着目したい。本調査
で示されている条件は、教員から与えられた
指示ではなく、学習者自身の言語活動の目的
や意図に対応したものである。それらを踏ま
え、どのような目的のもとに工夫して書く活
動に取り組もうとしているか、見通しがもて
る・見通しをもつ授業展開を工夫したい。

そのためには、自分の考えを友達に伝える
際に、どのように工夫して自分の考えを伝え
ようとしたり考えをまとめたりしたか、児童
一人一人にノートやワークシート等に簡単な
メモを書かせ、それらのメモをもとに友達と
言語活動を振り返りながら工夫した点や意図

について説明し合う等の活動を取り入れた
い【　個別最適な学び・協働的な学び】。そ
のような活動を通して、工夫したことの効果
を実感したり、友達の取り組みの工夫、良さ
を共有したりして、「書くこと」の言語活動
の質を高めたい。　

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

単に考えを書いて答えさせるのではなく、目的
や意図に応じて、複数の情報を結び付けながら考
えをまとめて書く言語活動の過程に着目して取り
組ませたい。

〈教科書の関連教材〉
『自分の考えを発信しよう』（六下 p.32-37）
『 世界遺産　白神山地からの提言̶̶意見文を書

こ う』（五下 p.6-19）
『提案文を書こう』（五下 p.74-79）

           学ぶときに注目
『説得力をもたせて書く』（六下 p.37）
• 自分の意見を明確にして書く。
• 理由や根拠を示して、意見の説得力が増す
ように書く。（自分が経験したこと・調べ
たこと）

• 実際にあったこと（事実）と自分の考えと
を区別して書く。

• 予想される反対意見と、それに対する反論
を示す。
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　　第２章

『
世
界
遺い

産
　白し

ら

神か
み

山さ
ん

地ち

か
ら
の
提て

い

言
』

名前

第 5学年
ワークシート

中な
か

西に
し

さ
ん
は
、
自
然
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
文
を
書
こ
う
と
し
て

い
ま
す
。
次
は
、
中
西
さ
ん
が
書
い
た
【
カ
ー
ド
①
】、【
カ
ー
ド
②
】
と
【
意

見
文
の
一
部
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
よ
く
読
ん
で
、あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ

う
。ぼ

く
は
、
自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
た
い
。

　そ
の
た
め
に
、
白
神
山
地
を
例
に
取
り
上
げ
る
。
白
神
山
地
は
、

一
九
九
三
（
平へ
い

成せ
い

五
）
年
に
、
中
心
の
部
分
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
に
は
入
山
者
が

テ
ン
ト
の
設せ
つ

営え
い

場
所
を
確か
く

保ほ

す
る
た
め
に
ブ
ナ
の
木
を
違い

法
に
伐ば
っ

採さ
い

す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
事
件
か
ら
、
人
を

入
れ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
、
規き

制せ
い

を
も
っ
と
き
び
し
く
し
て
自
然
を

守
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

��

中
西
さ
ん
は
、
カ
ー
ド
を
も
と
に
、【
意
見
文
の
一
部
】
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
白
神
山
地
の
一
部
の
地
域
で
入
山
を
規
制
し
な
い
理
由
と
、

自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ

な
た
が
中
西
さ
ん
な
ら
、

　
　
　
　
　
　に入
る
内
容
を
ど
の
よ
う
に
書
き
ま
す

か
。
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

○�

　白
神
山
地
の
一
部
の
地
域
で
入
山
を
規
制
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、【
意

見
文
の
一
部
】
の
グ
ラ
フ
（
白
神
山
地
の
観
光
名
所
を
お
と
ず
れ
た
観
光
客

数
の
変
化
）
と
【
カ
ー
ド
①
】
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
書
く
こ
と
。

○�

　自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、【
カ
ー
ド
②
】
を
も
と
に

し
て
書
く
こ
と
。

○

　六
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。

【
カ
ー
ド
①
】

【
カ
ー
ド
②
】

【
意
見
文
の
一
部
】

（
教
科
書
五
下
6
ペ
ー
ジ
か
ら
19
ペ
ー
ジ
）

［
世
界
遺
産
に
つ
い
て
の
考
え
方
］

・
世
界
遺
産
に
は
、
貴き

重
な
自
然
に
直
接せ
つ

ふ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
保ほ

護ご

の
気
運
を
高
め
る
役
割わ
り

が
あ
る

［
自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
］

・
自
然
と
関
わ
り
、
関
心
を
深
め
る

・
直
接
ふ
れ
合
え
ば
、
自
然
の
大
切
さ
に
気
付
く

白神山地の観光名所をおとずれた
観光客数の変化

教科書五下ｐ 13 のグラフ
を見ましょう

こ
こ
で
、
次
の
グ
ラ
フ
を
参
考
に
し
た
い
。

以
上
に
も
と
づ
い
て
、
ぼ
く
は
、
こ
れ
か
ら
も
自
然
を
守
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考

え
て
い
き
た
い
。



－ 27 －

教科別調査結果の概要及び指導上の改善ポイント

『
世
界
遺い

産
　白し

ら

神か
み

山さ
ん

地ち

か
ら
の
提て

い

言
』

名前

第 5学年
ワークシート

中な
か

西に
し

さ
ん
は
、
自
然
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
意
見
文
を
書
こ
う
と
し
て

い
ま
す
。
次
は
、
中
西
さ
ん
が
書
い
た
【
カ
ー
ド
①
】、【
カ
ー
ド
②
】
と
【
意

見
文
の
一
部
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
よ
く
読
ん
で
、あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ

う
。ぼ

く
は
、
自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
た
い
。

　そ
の
た
め
に
、
白
神
山
地
を
例
に
取
り
上
げ
る
。
白
神
山
地
は
、

一
九
九
三
（
平へ
い

成せ
い

五
）
年
に
、
中
心
の
部
分
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
に
は
入
山
者
が

テ
ン
ト
の
設せ
つ

営え
い

場
所
を
確か
く

保ほ

す
る
た
め
に
ブ
ナ
の
木
を
違い

法
に
伐ば
っ

採さ
い

す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
事
件
か
ら
、
人
を

入
れ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
、
規き

制せ
い

を
も
っ
と
き
び
し
く
し
て
自
然
を

守
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

��

中
西
さ
ん
は
、
カ
ー
ド
を
も
と
に
、【
意
見
文
の
一
部
】
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
白
神
山
地
の
一
部
の
地
域
で
入
山
を
規
制
し
な
い
理
由
と
、

自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ

な
た
が
中
西
さ
ん
な
ら
、

　
　
　
　
　
　に入
る
内
容
を
ど
の
よ
う
に
書
き
ま
す

か
。
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

○�

　白
神
山
地
の
一
部
の
地
域
で
入
山
を
規
制
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、【
意

見
文
の
一
部
】
の
グ
ラ
フ
（
白
神
山
地
の
観
光
名
所
を
お
と
ず
れ
た
観
光
客

数
の
変
化
）
と
【
カ
ー
ド
①
】
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
書
く
こ
と
。

○�

　自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、【
カ
ー
ド
②
】
を
も
と
に

し
て
書
く
こ
と
。

○

　六
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。

【
カ
ー
ド
①
】

【
カ
ー
ド
②
】

【
意
見
文
の
一
部
】

（
教
科
書
五
下
6
ペ
ー
ジ
か
ら
19
ペ
ー
ジ
）

［
世
界
遺
産
に
つ
い
て
の
考
え
方
］

・
世
界
遺
産
に
は
、
貴き

重
な
自
然
に
直
接せ
つ

ふ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
保ほ

護ご

の
気
運
を
高
め
る
役
割わ
り

が
あ
る

［
自
然
を
守
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
］

・
自
然
と
関
わ
り
、
関
心
を
深
め
る

・
直
接
ふ
れ
合
え
ば
、
自
然
の
大
切
さ
に
気
付
く

白神山地の観光名所をおとずれた
観光客数の変化

教科書五下ｐ 13 のグラフ
を見ましょう

こ
こ
で
、
次
の
グ
ラ
フ
を
参
考
に
し
た
い
。

以
上
に
も
と
づ
い
て
、
ぼ
く
は
、
こ
れ
か
ら
も
自
然
を
守
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考

え
て
い
き
た
い
。

『
自
分
の
考
え
を
発
信
し
よ
う
』

名前

第 6学年
ワークシート

夏な
つ

川か
わ

さ
ん
は
、
中
学
生
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
に
つ
い
て
意
見
文
を
書
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
次
は
、
夏
川
さ
ん
が
書

い
た
【
カ
ー
ド
①
】
か
ら
【
カ
ー
ド
②
】
と
【
意
見
文
の
一
部
】
で
す
。
こ
れ
ら

を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 （

教
科
書
六
下
32
ペ
ー
ジ
か
ら
37
ペ
ー
ジ
）

　イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。（
序
論ろ
ん

が
続
く
）

（
本
論
）
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ

れ
は
、
正
し
く
な
い
情
報
が
の
っ
て
い
た
り
、
相
手
が
見
え
な
い
た
め
に
、
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き

こ
ま
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。

そ
こ
で
、
私
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
際
の
ル
ー
ル
を
、「
利
用
す
る
と
き
」
と
「
発
信

す
る
と
き
」
に
分
け
て
考
え
て
み
た
。「
利
用
す
る
と
き
」
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
の
っ

﹇
中
学
生
か
ら
聞
い
た
「
発
信
す
る
と
き
」
に
起
き
る
問
題
］

・
自
分
の
言
葉
で
友
達
を
傷き
ず

つ
け
て
し
ま
う

・
言
葉
が
足
り
ず
、
友
達
と
の
間
で
行
き
ち
が
い
が
生
じ
る

﹇
解
決
方
法
］

・
自
分
が
書
い
た
文
章
を
読
み
直
す

・
自
分
の
文
章
を
相
手
が
ど
う
受
け
止
め
る
か
を
よ
く
考
え
る

� 【
意
見
文
の
一
部
】

【
カ
ー
ド
①
】

【
カ
ー
ド
②
】

夏
川
さ
ん
は
、カ
ー
ド
を
も
と
に
、【
意
見
文
の
一
部
】
の

　
　
　
　
　
　に
「
発

信
す
る
と
き
」
に
起
き
る
問
題
と
解
決
方
法
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
て
い
ま

す
。
あ
な
た
が
夏
川
さ
ん
な
ら
、

　
　
　
　
　に
入
る
内
容
を
ど
の
よ
う
に
書
き

ま
す
か
。
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

○�

　「発
信
す
る
と
き
」
に
起
き
る
問
題
に
つ
い
て
は
、【
意
見
文
の
一
部
】
の

表
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
の
利
用
率
）
と
【
カ
ー

ド
①
】
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
書
く
こ
と
。

○

　問
題
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
は
、【
カ
ー
ド
②
】
を
も
と
に
し
て
書
く
こ
と
。

○

　六
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。

こ
れ
か
ら
、
私
た
ち
が
発
信
す
る
側
に
な
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
を

考
え
る
と
、大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
意
見
文
が
続
く
）

て
い
る
情
報
を
す
ぐ
に
信
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
次
に
、「
発
信

す
る
と
き
」
に
つ
い
て
は
、
下
の
表
を
参
考
に
し
た
い
。

小学生
（625人） 32.5%

67.2%中学生
（1051人）

●インターネットのコミュニ　　
ケーションでの利用率

第
２
章
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意見文を書く場面で、カードやグラフを用い
て、自分の考えが伝わるように書き表し方を工
夫することができるかどうかをみる問題である。
【カード①】とグラフのそれぞれから分かる、白
神山地の一部の地域で入山を規制しない理由と、
【カード②】をもとにした、自然を守るために重
要なことを書くことが求められる。意見文やカー
ド、グラフといった複数の情報の関連を考え、
情報と情報を結び付けながら、自分の考えをま
とめることが大切である。
〈解答例〉
〇グラフから分かるように、白神山地に毎年多
くの人がおとずれているのは、自然に直接ふれ
ることで自然保護の気運を高める役割が世界遺
産にはあるからだ。自然を守るには、自然への
関心を深めることが重要だ。（96 字）

意見文を書く場面で、カードや表を用いて、自
分の考えが伝わるように書き表し方を工夫するこ
とができるかどうかをみる問題である。【カード
①】と表のそれぞれから分かる、「発信するとき」
に起きる問題と、【カード②】をもとにした解決
方法を書くことが求められる。意見文やカード、
表といった複数の情報の関連を考え、情報と情報
を結び付けながら、自分の考えをまとめることが
大切である。
〈解答例〉
〇中学生はインターネットのコミュニケーション
での利用率が高く、自分の言葉で友達を傷つけて
しまうという問題が起きる。そこで、自分が書い
た文章を読み直し、相手がどう受け止めるかをよ
く考えることが重要だ。（98 字）
〈誤答例〉
▲中学生はインターネットのコミュニケーション
での利用率が高くなるため、自分の言葉で友達を

〈誤答例〉
▲白神山地には、世界遺産になって以降、毎年多
くの人がおとずれていることがグラフから分か
る。それは、世界遺産には、貴重な自然に直接ふ
れることで、自然保護の気運を高める役割がある
と考えられているからだ。（98 字）
＊【カード②】をもとにして書いていない事例。
▲平成五年に世界遺産になってから、白神山地に
は毎年多くの人がおとずれ続けている。その理由
は、直接ふれ合えば、自然の大切さに気付くから
だ。（67 字）
＊【カード①】から分かることを書いていない事
例。
▲世界遺産には、貴重な自然に直接ふれて、自然
保護の気運を高める役割があると考えられてい
る。その考え方の通り、自然と直接ふれ合えば、
自然の大切さに気付くはずなので、自然と関わり、
関心を深めることが重要だ。（100 字）
＊グラフから分かることを書いていない事例。

傷つけてしまったり、言葉が足りず、友達との間
で行きちがいが生じたりといった問題が起きる。
（87 字）
＊【カード②】をもとにして書いていない事例。
▲中学生になると、小学生の時よりもコミュニ
ケーションでインターネットを利用する人の割合
が増えるので、自分が書いた文章を読み直したり、
相手がどう受け止めるかをよく考えたりすること
が大事だ。（92 字）
＊【カード①】から分かることを書いていない事
例。
▲インターネットで「発信するとき」には、言葉
が足りず、友達との間で行きちがいが生じるとい
う問題が起きる。そのため、自分が書いた文章を
読み直し、相手がどう受け止めるかをよく考える
ようにするとよい。（96 字）
＊表から分かることを書いていない事例。

第5学年　解答について

第6学年　解答について
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意見文を書く場面で、カードやグラフを用い
て、自分の考えが伝わるように書き表し方を工
夫することができるかどうかをみる問題である。
【カード①】とグラフのそれぞれから分かる、白
神山地の一部の地域で入山を規制しない理由と、
【カード②】をもとにした、自然を守るために重
要なことを書くことが求められる。意見文やカー
ド、グラフといった複数の情報の関連を考え、
情報と情報を結び付けながら、自分の考えをま
とめることが大切である。
〈解答例〉
〇グラフから分かるように、白神山地に毎年多
くの人がおとずれているのは、自然に直接ふれ
ることで自然保護の気運を高める役割が世界遺
産にはあるからだ。自然を守るには、自然への
関心を深めることが重要だ。（96 字）

意見文を書く場面で、カードや表を用いて、自
分の考えが伝わるように書き表し方を工夫するこ
とができるかどうかをみる問題である。【カード
①】と表のそれぞれから分かる、「発信するとき」
に起きる問題と、【カード②】をもとにした解決
方法を書くことが求められる。意見文やカード、
表といった複数の情報の関連を考え、情報と情報
を結び付けながら、自分の考えをまとめることが
大切である。
〈解答例〉
〇中学生はインターネットのコミュニケーション
での利用率が高く、自分の言葉で友達を傷つけて
しまうという問題が起きる。そこで、自分が書い
た文章を読み直し、相手がどう受け止めるかをよ
く考えることが重要だ。（98 字）
〈誤答例〉
▲中学生はインターネットのコミュニケーション
での利用率が高くなるため、自分の言葉で友達を

〈誤答例〉
▲白神山地には、世界遺産になって以降、毎年多
くの人がおとずれていることがグラフから分か
る。それは、世界遺産には、貴重な自然に直接ふ
れることで、自然保護の気運を高める役割がある
と考えられているからだ。（98 字）
＊【カード②】をもとにして書いていない事例。
▲平成五年に世界遺産になってから、白神山地に
は毎年多くの人がおとずれ続けている。その理由
は、直接ふれ合えば、自然の大切さに気付くから
だ。（67 字）
＊【カード①】から分かることを書いていない事
例。
▲世界遺産には、貴重な自然に直接ふれて、自然
保護の気運を高める役割があると考えられてい
る。その考え方の通り、自然と直接ふれ合えば、
自然の大切さに気付くはずなので、自然と関わり、
関心を深めることが重要だ。（100 字）
＊グラフから分かることを書いていない事例。

傷つけてしまったり、言葉が足りず、友達との間
で行きちがいが生じたりといった問題が起きる。
（87 字）
＊【カード②】をもとにして書いていない事例。
▲中学生になると、小学生の時よりもコミュニ
ケーションでインターネットを利用する人の割合
が増えるので、自分が書いた文章を読み直したり、
相手がどう受け止めるかをよく考えたりすること
が大事だ。（92 字）
＊【カード①】から分かることを書いていない事
例。
▲インターネットで「発信するとき」には、言葉
が足りず、友達との間で行きちがいが生じるとい
う問題が起きる。そのため、自分が書いた文章を
読み直し、相手がどう受け止めるかをよく考える
ようにするとよい。（96 字）
＊表から分かることを書いていない事例。

第5学年　解答について

第6学年　解答について

小学校

　C　読むこと
この問題をチェック　➡2四

出題の趣旨
文章を読んで理解したことに基づいて、自分の

考えをまとめることができるかどうかをみる問題
である。
〈指導事項〉
　「文章を読んで理解したことに基づいて、自分
の考えをまとめること」（第 5・6学年「C　読む
こと」⑴オ）

　 結果状況と授業改善のポイント
本市の正答率 54.1％（全国 56.2％）、無解

答率 10.9％（全国 8.5％）ともに、全国を下
回る結果であった。

誤答のなかでも、〈条件②〉「分かったこと
をもとに、これから自分ができそうなことを
書くこと」は満たしているが、〈条件①〉「資
料を読んで、運動と食事の両方について分
かったことを書くこと」については、全国同
様、「運動について分かったこと」か「食事
について分かったこと」のどちらかしか書い
ていない解答が多い結果であった（「運動に
ついて分かったこと」のみ（解答類型 4：本
市 10% ／全国 10.2%）、「食事について分かっ
たこと」のみ（解答類型 5：本市 10.5% ／全
国 12.1%））。「運動と食事の両方について分
かったことを書くこと」というようなやや複
雑な〈条件〉の一部しか満たしていない解答
状況に注目すると、〈条件〉そのものを読ん
でいないというよりは、その問いのリード文
にだけ着目して、言語活動の目的や意図、展
開について理解・把握できていない状況が考
えられる。本問は、健康に過ごすことについ
て運動面から考えていた相田さんが、食事の
面から健康について考えている友達の話を聞
いて【資料３】に興味をもち、自分の考えを
整理するのに必要な情報を整理している場面
の問いである。本問のように複数の資料を読

んで自分の考えを支える事例や記述をチェッ
クし、それらを関連付けながら自分の考えを
整理する活動を取り入れたい【　個別最適な
学び】。目的に応じて複数の情報から必要な
情報を取捨選択し、再構成しながら自分の考
えを形成する過程を重視して「読むこと」の
言語活動の質を高めたい。

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

資料にふれながら漠然と自分の考えを述べさせ
るのではなく、本問同様、意図的に複数の資料か
ら自分の考えを支える事例や記述を取り上げなが
ら、自分の考えを整理する言語活動の過程に着目
して取り組ませたい。

〈教科書の関連教材〉
『 世界遺産　白神山地からの提言――意見文を書

こう』（五下 p.6-19）
『「情報ノート」を作ろう』＜書くこと教材＞（五
上 p.38-39）

           学ぶときに注目
『事例と解説』（五上 p.55）
•「事例」とは、筆者が取り上げた具体例。
• 「解説」とは、その事例をもとに、筆者が

伝えたいことを、分かりやすく説明した
もの。

           学ぶときに注目           学ぶときに注目
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『
世
界
遺い

産
　白し

ら

神か
み

山さ
ん

地ち

か
ら
の
提て

い

言
』

名前

第 5学年
ワークシート

中な
か

西に
し

さ
ん
の
学
級
で
は
、
自
然
を
守
る
た
め
に
、
複ふ

く

数
の
文
章
を
選
ん

で
読
み
、
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
次
は
、【
中
西
さ
ん
の
考
え
】
と
、
中
西
さ
ん
が
知
り
た
い
こ
と
を
調
べ

る
た
め
に
選
ん
だ
【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
よ
く
読
ん
で
、

あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

◇
自
然
へ
の
関
心
と
自
然
保
護

自
然
保ほ

護ご

の
た
め
に
は
、
人
々
に
自
然
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
た

と
え
ば
、
世
界
遺
産
地
域い
き

に
は
人
が
入
れ
る
部
分
が
設も
う

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界

遺
産
が
、
自
然
を
た
だ
守
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
自
然
の
大
切
さ
を
体
験
し
、
自
然
保
護

の
気
運
を
高
め
る
役
割わ
り

も 

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

◇
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
方
法
の
例

・
直
接
、
自
然
と
ふ
れ
合
う

・
自
然
保
護
に
つ
い
て
本
な
ど
で
調
べ
る

◇
観
光
ガ
イ
ド
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
自
然
の
な
か
で
観
光
客
の
ガ
イ
ド
を
す
る
と
き
は
、
お
客
さ
ん
の
目
の
前
で
小
さ
な
ご
み

を
拾
う
こ
と
も
し
ま
す
。
自
然
を
よ
ご
さ
な
い
よ
う
、
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
の
お
手
本
を
示

し
た
り
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
ガ
イ
ド
の
役
割
の
一
つ
で

す
。」

中
西
さ
ん
は
、【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
を
読
み
、
世
界
遺
産
と
観
光
ガ
イ

ド
の
方
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自

分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な

ら
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
す
か
。
そ
の
内
容
を
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書

き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇
　【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
の
両
方
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え

て
書
く
こ
と
。

〇
　
八
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。

【
中
西
さ
ん
の
考
え
】

【
資
料
１
】
世
界
遺
産
に
つ
い
て
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
部

【
資
料
２
】
観
光
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
部

（
教
科
書
五
下
6
ペ
ー
ジ
か
ら
19
ペ
ー
ジ
）

ぼ
く
は
、
人
と
の
関
わ
り
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
な
。
人
と
自
然
が
ふ
れ
合
い
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
自
然
を
守
れ
る
か
な
。
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『
世
界
遺い

産
　白し

ら

神か
み

山さ
ん

地ち

か
ら
の
提て

い

言
』

名前

第 5学年
ワークシート

中な
か

西に
し

さ
ん
の
学
級
で
は
、
自
然
を
守
る
た
め
に
、
複ふ

く

数
の
文
章
を
選
ん

で
読
み
、
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
次
は
、【
中
西
さ
ん
の
考
え
】
と
、
中
西
さ
ん
が
知
り
た
い
こ
と
を
調
べ

る
た
め
に
選
ん
だ
【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
よ
く
読
ん
で
、

あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

◇
自
然
へ
の
関
心
と
自
然
保
護

自
然
保ほ

護ご

の
た
め
に
は
、
人
々
に
自
然
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要
で
す
。
た

と
え
ば
、
世
界
遺
産
地
域い
き

に
は
人
が
入
れ
る
部
分
が
設も
う

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界

遺
産
が
、
自
然
を
た
だ
守
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
自
然
の
大
切
さ
を
体
験
し
、
自
然
保
護

の
気
運
を
高
め
る
役
割わ
り

も 

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

◇
自
然
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
方
法
の
例

・
直
接
、
自
然
と
ふ
れ
合
う

・
自
然
保
護
に
つ
い
て
本
な
ど
で
調
べ
る

◇
観
光
ガ
イ
ド
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
自
然
の
な
か
で
観
光
客
の
ガ
イ
ド
を
す
る
と
き
は
、
お
客
さ
ん
の
目
の
前
で
小
さ
な
ご
み

を
拾
う
こ
と
も
し
ま
す
。
自
然
を
よ
ご
さ
な
い
よ
う
、
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
の
お
手
本
を
示

し
た
り
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
ガ
イ
ド
の
役
割
の
一
つ
で

す
。」

中
西
さ
ん
は
、【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
を
読
み
、
世
界
遺
産
と
観
光
ガ
イ

ド
の
方
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自

分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な

ら
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
す
か
。
そ
の
内
容
を
次
の
条

じ
ょ
う
け
ん件

に
合
わ
せ
て
書

き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇
　【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
の
両
方
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え

て
書
く
こ
と
。

〇
　
八
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。

【
中
西
さ
ん
の
考
え
】

【
資
料
１
】
世
界
遺
産
に
つ
い
て
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
部

【
資
料
２
】
観
光
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
部

（
教
科
書
五
下
6
ペ
ー
ジ
か
ら
19
ペ
ー
ジ
）

ぼ
く
は
、
人
と
の
関
わ
り
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
な
。
人
と
自
然
が
ふ
れ
合
い
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
自
然
を
守
れ
る
か
な
。

『
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
知
ら
せ
よ
う
』

名前

第 6学年
ワークシート

木き

村む
ら

さ
ん
の
学
級
で
は
、
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
複
数
の
文
章

を
選
ん
で
読
み
、
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
次
は
、【
木
村
さ
ん
の
考
え
】
と
、
木
村
さ
ん
が
知
り
た
い
こ
と

を
調
べ
る
た
め
に
選
ん
だ
【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
よ
く

読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

（
教
科
書
六
上
72
ペ
ー
ジ
か
ら
75
ペ
ー
ジ
）

紀き

伊い
の

国く
に

有あ
り

田だ

郡ぐ
ん

広ひ
ろ

村む
ら

に
生
ま
れ
た
濱は
ま

口ぐ
ち

梧ご
り
ょ
う陵

が
35
歳
の
時
、
ふ
る
さ
と
の
広
村
を
大
地
震し
ん

と
津つ

波
が
お
そ
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
帰
郷き
ょ
うし
て
い
た
梧
陵
は
、
自
分
の
田
ん
ぼ
の
稲い
な

む
ら

を
燃
や
し
て
目
印
と
し
、
村
人
た
ち
を
安
全
な
場
所
へ
と
避ひ

難な
ん

さ
せ
た
の
で
す
。
こ
の
話
は
、

あ
ら
か
じ
め
危き

険
な
場
所
の
情
報
を
知
り
、
津
波
の
と
き
に
は
高
い
所
へ
避
難
す
る
こ
と
が

大
切
だ
と
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

ぼ
く
は
、
情
報
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
な
。
情
報
に
関
し
て
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
な
。

質
問
１
　
あ
な
た
は
こ
の
町
に
過
去
の
津
波
の
高
さ
を
示
す
標
識
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
知
っ
　

て
い
ま
す
か
？

　
　
は
い
　
７
人
　
い
い
え
　
２
８
人

� 【資
料
２
】
設
備
の
情
報
に
関
す
る
防
災
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

【
資
料
１
】
災
害
に
ま
つ
わ
る
過
去
の
体
験
談

【
木
村
さ
ん
の
考
え
】

質�

問
２
（
質
問
１
で
「
は
い
」
と
回
答
し
た
方
）
標
識
が
示
す
過
去
の
津
波
の
高
さ
が
何
メ
ー

ト
ル
か
を
答
え
ら
れ
ま
す
か
？

　
　
は
い
　
２
人
　
い
い
え
　
５
人

〈
課
題
〉
防
災
に
関
わ
る
設
備
の
情
報
を
広
く
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。

木
村
さ
ん
は
、【
資
料
１
】、【
資
料
２
】
を
読
み
、
体
験
談
と
設
備
の
情
報
に

つ
い
て
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を

考
え
て
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ま

す
か
。
そ
の
内
容
を
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〈
条
件
〉

〇�

　
資
料
を
読
ん
で
、
体
験
談
と
設
備
の
情
報
の
両
方
に
つ
い
て
分
か
っ
た
こ

と
を
書
く
こ
と
。

〇�

　
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
で
き
そ
う
な
こ
と
を
考
え

て
書
く
こ
と
。

〇
　
八
十
字
以
上
、
百
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。
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　　第２章

第5学年　解答について

第6学年　解答について

自然を守るために、複数の文章を読み、自分が
できそうなことを考えてまとめる場面で、文章を
読んで理解したことにもとづいて、自分の考えを
まとめることができるかどうかをみる問題であ
る。目的に応じて、複数の文章の内容を理解し、
情報と情報の関連を考えながら、自分の考えをま
とめることが求められる。これから自分ができそ
うなことを考えてまとめるという目的を意識して
文章を読み返し、目的と関係のある表現に印をつ
けたり、自分の考えをメモしたりしながら取り組
むと、自分の考えをまとめやすいだろう。
〈解答例〉
〇自然を守るためには、自然の大切さを体験した
り、自然とのつき合い方を学んだりすることが大
切だと分かりました。わたしは、これから自然と
ふれ合う機会を増やして、自然についてもっと知
ろうと思います。（95 字）
〈誤答例〉
▲自然保護のためには、世界遺産の考え方のよう

災害から身を守るために、複数の文章を読み、
自分ができそうなことを考えてまとめる場面で、
文章を読んで理解したことにもとづいて、自分の
考えをまとめることができるかどうかをみる問題
である。目的に応じて、複数の文章の内容を理解
し、情報と情報の関連を考えながら、自分の考え
をまとめることが求められる。これから自分がで
きそうなことを考えてまとめるという目的を意識
して文章を読み返し、目的と関係のある表現に印
をつけたり、自分の考えをメモしたりしながら取
り組むと、自分の考えをまとめやすいだろう。
〈解答例〉
〇災害から身を守るためには、危険な場所や防災
に関わる設備についての情報を知っておくことが
大切だと分かりました。わたしは、市役所などで、
自分の町の危険な場所や防災のための設備の情報
を集めようと思います。（99 字）

に、人々に自然にふれて関心をもってもらうこ
とが重要だということが分かりました。自分が
できることから取り組むことも大切だと思いま
す。（86 字）
＊分かったことをもとに、これから自分ができ
そうなことを書いていない事例。
▲観光ガイドの方は、自然とのつき合い方のお
手本を示したり、自分ができることから取り組
んだりしていることが分かりました。わたしも、
自然とのつき合い方が上手な人から自然をよご
さない方法を学びたいです。（97 字）
＊【資料１】から分かったことを書いていない
事例。
▲世界遺産が、人々が自然の大切さを体験し、
自然保護の気運を高める役割もになっているこ
とを知りました。わたしも、自然保護について
本などで調べて、自然に関心をもちたいと思い
ます。（86 字）
＊【資料２】から分かったことを書いていない
事例。

〈誤答例〉
▲あらかじめ危険な場所の情報を知り、安全な
場所へ避難することが大切だということが分か
りました。また、防災に関わる設備の情報を広
く知らせる必要性についても知りました。（81字）
＊分かったことをもとに、これから自分ができ
そうなことを書いていない事例。
▲災害から身を守るために重要なことは、防災
に関わる設備の情報を広く知らせることだと分
かりました。わたしも、インターネットで市の
ホームページなどを見て、防災情報を調べよう
と思います。（89 字）
＊【資料１】から分かったことを書いていない
事例。
▲災害にまつわる過去の体験談から、あらかじ
め危険な場所の情報を知り、津波のときには高
い所へ避難することが大切だと学びました。わ
たしも、危険な場所や避難場所について、家族
に聞いておこうと思います。（96 字）
＊【資料２】から分かったことを書いていない
事例。
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第5学年　解答について

第6学年　解答について

自然を守るために、複数の文章を読み、自分が
できそうなことを考えてまとめる場面で、文章を
読んで理解したことにもとづいて、自分の考えを
まとめることができるかどうかをみる問題であ
る。目的に応じて、複数の文章の内容を理解し、
情報と情報の関連を考えながら、自分の考えをま
とめることが求められる。これから自分ができそ
うなことを考えてまとめるという目的を意識して
文章を読み返し、目的と関係のある表現に印をつ
けたり、自分の考えをメモしたりしながら取り組
むと、自分の考えをまとめやすいだろう。
〈解答例〉
〇自然を守るためには、自然の大切さを体験した
り、自然とのつき合い方を学んだりすることが大
切だと分かりました。わたしは、これから自然と
ふれ合う機会を増やして、自然についてもっと知
ろうと思います。（95 字）
〈誤答例〉
▲自然保護のためには、世界遺産の考え方のよう

災害から身を守るために、複数の文章を読み、
自分ができそうなことを考えてまとめる場面で、
文章を読んで理解したことにもとづいて、自分の
考えをまとめることができるかどうかをみる問題
である。目的に応じて、複数の文章の内容を理解
し、情報と情報の関連を考えながら、自分の考え
をまとめることが求められる。これから自分がで
きそうなことを考えてまとめるという目的を意識
して文章を読み返し、目的と関係のある表現に印
をつけたり、自分の考えをメモしたりしながら取
り組むと、自分の考えをまとめやすいだろう。
〈解答例〉
〇災害から身を守るためには、危険な場所や防災
に関わる設備についての情報を知っておくことが
大切だと分かりました。わたしは、市役所などで、
自分の町の危険な場所や防災のための設備の情報
を集めようと思います。（99 字）

に、人々に自然にふれて関心をもってもらうこ
とが重要だということが分かりました。自分が
できることから取り組むことも大切だと思いま
す。（86 字）
＊分かったことをもとに、これから自分ができ
そうなことを書いていない事例。
▲観光ガイドの方は、自然とのつき合い方のお
手本を示したり、自分ができることから取り組
んだりしていることが分かりました。わたしも、
自然とのつき合い方が上手な人から自然をよご
さない方法を学びたいです。（97 字）
＊【資料１】から分かったことを書いていない
事例。
▲世界遺産が、人々が自然の大切さを体験し、
自然保護の気運を高める役割もになっているこ
とを知りました。わたしも、自然保護について
本などで調べて、自然に関心をもちたいと思い
ます。（86 字）
＊【資料２】から分かったことを書いていない
事例。

〈誤答例〉
▲あらかじめ危険な場所の情報を知り、安全な
場所へ避難することが大切だということが分か
りました。また、防災に関わる設備の情報を広
く知らせる必要性についても知りました。（81字）
＊分かったことをもとに、これから自分ができ
そうなことを書いていない事例。
▲災害から身を守るために重要なことは、防災
に関わる設備の情報を広く知らせることだと分
かりました。わたしも、インターネットで市の
ホームページなどを見て、防災情報を調べよう
と思います。（89 字）
＊【資料１】から分かったことを書いていない
事例。
▲災害にまつわる過去の体験談から、あらかじ
め危険な場所の情報を知り、津波のときには高
い所へ避難することが大切だと学びました。わ
たしも、危険な場所や避難場所について、家族
に聞いておこうと思います。（96 字）
＊【資料２】から分かったことを書いていない
事例。

小学校

　　　知識及び技能
この問題をチェック　

出題の趣旨
■漢字
1  三（1）ア・ウ：学年別漢字配当表に示されて
いる漢字を文の中で正しく使うことができる
かどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第 5・6学年「知識及び技能」⑴エ…漢字
1  三（2）イ：送り仮名に注意して、漢字を文の
中で正しく使うことができるかどうかをみる
問題である。

〈指導事項〉
第 5・6学年「知識及び技能」⑴ウ…話し言葉と
書き言葉
■情報
1  一：原因と結果など情報と情報との関係につ
いて理解しているかどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第 5・6学年「知識及び技能」⑵ア…情報と情報
との関係
2  三：情報と情報との関係付けの仕方、図など
による語句と語句との関係の表し方を理解し
使うことができるかどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第 5・6学年「知識及び技能」⑵イ…情報の整理
■言葉遣い
日常よく使われる敬語を理解しているかどうか
をみる問題である。
〈指導事項〉
第 5・6年「知識及び技能」⑴キ…言葉遣い

　 結果状況と授業改善のポイント
■漢字
本市の正答率は、「以外」53.2％（全国

52.8％）、「期間」65.1％（全国 72.6％）、「漢字（送
り仮名）」は、「比べて」90.4％（全国 93.1％）

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

ワークシートの解答

ノートや資料への児童の書き込みの意図、目的
を問う設定にした。考えの形成過程を重視したい。

〈教科書の関連教材〉
■漢字
『漢字の広場①漢字学習ノート』（五上 p.40-41）
各学年『○年生で学んだ漢字①～⑥』
■情報
『図に表して考えよう』（六上 p.18-20）
■言葉遣い
『敬語』（五上 p.72-75）
『敬意を表す言い方』（六下 p.68-71）

1 2
2 4
3　ア「関心」／イ「複数」／ウ「快い」

➡漢字：1三（1）ア・ウ、（2）イ
➡情報：1一、2三　➡言葉遣い：3三

であり、漢字による正答率のばらつきがあっ
た。本問のように言語活動の一場面、ノー
トや連絡帳など、児童の日常生活において
用いられる漢字を正しく書けているか確認
したい。
■情報
本市の正答率は、「原因と結果など情報と
情報との関係」64％（全国 64.7％）、「情報
と情報との関係付けの仕方、図などによる
語句と語句との関係の表し方」62.1％（全
国 62％）であり、全国とほぼ同じであった。
2三のような書き込みメモは、児童の思考
過程を可視化し、言語活動の質を高めるこ
とにつながる。
■言葉遣い
本市の正答率は、54.5％（全国 57.6％）で、
全国の正答率を大きく下回る結果であった。
身近な先生をはじめ、栄養士の先生、通学
路の見守りサポーターなど、学校に関わる
さまざまな立場の方々とのやりとりにおけ
る児童の言葉を振り返る機会をつくり、適
切な敬語の使い方について考えさせたい。
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情
報
／
敬
語
／
漢
字

名前

ワークシート

１
　夏
川
さ
ん
は
、「
町
じ
ま
ん
」
で
「
大お

お

蔵く
ら

大だ
い

根こ
ん

」
を
す
い
せ
ん
し
た
い

と
考
え
、
と
く
ち
ょ
う
を
次
の
表
に
整
理
し
ま
し
た
。
そ
の
際さ

い

に
、「
課

題
（
生
産
者
が
減へ

っ
て
い
る
。）」
と
「
町
の
つ
な
が
り
（
町
の
人
が
売

り
出
し
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。）」
に
◎
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
し
た
。
関
係
の
説
明
と
し
て
最
も
適て

き

切
な
も
の
を
、
あ
と

の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

１
　
ア

　お
母
さ
ん

　
　
　
　イ
　お
帰
り
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

２
　
ア

　母

　
　
　
　
　
　
　イ
　お
帰
り
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

3

ア
　
お
母
さ
ん

　
　
　
　イ
　帰
っ
て
お
り
ま
せ
ん

4
　
ア
　母

　
　
　
　
　
　
　イ
　帰
っ
て
お
り
ま
せ
ん

１
　部
分
と
全
体

２
　結
果
と
原
因い
ん

３
　目
標
と
計
画

４
　考
え
と
事
例

◎

2 

木
村
さ
ん
は
学
習
を
ふ
り
か
え
り
、
敬
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
、

ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
次
の

　
　
　

と

　
　
　

に

入
る
内
容
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の

１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

ア

　
　イ

家
族
の
知
り
合
い
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
が
、
不
在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
き

　
　
　ア
　
　は
、
ま
だ
買
い
物
か
ら

　
　イ
　
。

３

次
の

　
　
　部
ア
か
ら
ウ
を
漢
字
で
て
い
ね
い
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

ウ
は
送
り
が
な
も
ふ
く
め
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　ア

姉
は
、
熱
帯
魚
に
か
ん
し
ん
が
あ
る
。（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

　
　イ
ふ
く
す
う
の
意
見
が
出
さ
れ
る
。

　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

　
　
ウ

こ
こ
ろ
よ
い
風
が
ふ
い
て
き
た
。

　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）
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敬
語
／
漢
字

名前

ワークシート

１
　夏
川
さ
ん
は
、「
町
じ
ま
ん
」
で
「
大お

お

蔵く
ら

大だ
い

根こ
ん

」
を
す
い
せ
ん
し
た
い

と
考
え
、
と
く
ち
ょ
う
を
次
の
表
に
整
理
し
ま
し
た
。
そ
の
際さ

い

に
、「
課

題
（
生
産
者
が
減へ

っ
て
い
る
。）」
と
「
町
の
つ
な
が
り
（
町
の
人
が
売

り
出
し
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。）」
に
◎
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
し
た
。
関
係
の
説
明
と
し
て
最
も
適て

き

切
な
も
の
を
、
あ
と

の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

１
　
ア

　お
母
さ
ん

　
　
　
　イ
　お
帰
り
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

２
　
ア

　母

　
　
　
　
　
　
　イ
　お
帰
り
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

3

ア
　
お
母
さ
ん

　
　
　
　イ
　帰
っ
て
お
り
ま
せ
ん

4
　
ア

　母

　
　
　
　
　
　
　イ
　帰
っ
て
お
り
ま
せ
ん

１
　部
分
と
全
体

２
　結
果
と
原
因い

ん

３
　目
標
と
計
画

４
　考
え
と
事
例

◎

2 

木
村
さ
ん
は
学
習
を
ふ
り
か
え
り
、
敬
語
の
使
い
方
に
つ
い
て
、

ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
次
の

　
　
　

と

　
　
　

に

入
る
内
容
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の

１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

ア

　
　イ

家
族
の
知
り
合
い
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
が
、
不
在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
き

　
　
　ア
　
　は
、
ま
だ
買
い
物
か
ら

　
　イ
　
。

３

次
の

　
　
　部
ア
か
ら
ウ
を
漢
字
で
て
い
ね
い
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

ウ
は
送
り
が
な
も
ふ
く
め
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　ア

姉
は
、
熱
帯
魚
に
か
ん
し
ん
が
あ
る
。（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

　
　イ
ふ
く
す
う
の
意
見
が
出
さ
れ
る
。

　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

　
　
ウ

こ
こ
ろ
よ
い
風
が
ふ
い
て
き
た
。

　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

中学校

　A　話すこと・聞くこと
この問題をチェック　➡1四

出題の趣旨
聞き取ったことをもとに、目的に沿って自分の

考えをまとめることができるかどうかをみる問題
である。
〈指導事項〉

「必要に応じて記録したり質問したりしながら
話の内容を捉え、共通点や相違点などを踏まえて、
自分の考えをまとめること。」（第 1 学年「A　話
すこと・聞くこと」⑴エ）

　 結果状況と授業改善のポイント
本設問の本市の正答率は、78.3％（全国

82.5％）であり、全国よりも低い結果となった。
ただし、正答率が 8 割弱であることから、あ
る程度定着していると捉えることもできる。
　誤答の多くは、〈条件1〉「【インタビューの
様子】から話の内容を具体的に取り上げて書
いている」ものの、〈条件 2〉「「社会で働く
上で大切なこと」について、インタビューを
通して自分がどのようなことを考えたのかが
分かるように」書くことができていない解答
類型 2（5.7％）、条件に即していない解答類型
99（2.3％）、無解答（13.2％）である。これら
の解答は、本問のリード文「南さんは、イン
タビューを通して自分が考えた 『社会で働く
上で大切なこと』 を星野さんに伝えてインタ
ビューを終えようとしています」という言語
活動の目的や意図を踏まえていなかったり、
星野さんの考えと自分の考えとを混同して自
分の考えのように解答してしまったりしてい
ることなどが考えられる。インタビューや話
し合い活動においては、その活動の目的や意
図を常に意識しながら、事実や他の人の考え、
自分の考えなどを整理して取り組み、考えを
形成する過程を重視したい【　個別最適な学
び・協働的な学び】。

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

　ただ自分の考えを話すのではなく、聞き取った
内容を整理しながら目的に応じて自分の考えをま
とめる場面を設定した。

〈教科書の関連教材〉
『質問する力をつける』（2 年 p.19）
『相違点を明確にして聞く』（2 年 p.207-209）
『一言でまとめ一言から広げる』（3 年 p.29）
『意見を共有しながら話し合う』（3 年 p.235-237）

           学ぶときに注目
『相違点を明確にして聞く－比較する－』（2
年 p.207）

相手の話を聞く際には、論理の展開に注意
することや、筋道の通った話の進め方がされ
ているかに注意しながら聞くことが大切で
す。同じ考えでも異なる根拠を用いていたり、
異なる考えでも同じ根拠を用いていたりする
場合があるので、自分の考えと比較しながら
聞きましょう。

           学ぶときに注目
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　　第２章

『よ
り
よ
い
結
論
を
導
く
討
論
を
す
る
』

名前

第 2学年
ワークシート

フ
ユ
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大

切
な
こ
と
を
考
え
る
」
と
い
う
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
フ
ユ
さ
ん

た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
書
店
へ
の
Ａ
Ｉ
の
導
入
」
に
つ
い
て
の
話
し
合
い

を
通
じ
て
、
考
え
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
次
の
【
話
し
合
い
の
様
子
】

を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

フ
ユ�

　�

　
今
日
は
、「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
を
考
え
る
た
め
に
、「
書
店
へ
の

A
I
の
導
入
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
意
見
が
あ
る
人
は

発
言
し
て
く
だ
さ
い
。

ハ
ル�

　�

　
は
い
。私
は
、書
店
に
Ａ
Ｉ
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。Ａ
Ｉ
の
導
入
に
よ
り
、

本
の
整
理
や
内
容
紹し
ょ
う

介か
い

、
取
り
扱
う
商
品
の
検
索さ
く

な
ど
、
業
務
効
率
が
大
幅は
ば

に
上
が

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
人
件
費
の
削さ
く

減
も
期
待
で
き
ま
す
。

フ
ユ
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
提
案
者
に
対
し
て
、
質
問
や
意
見
は
あ
り
ま
す
か
。

ア
キ�

　�

　
私
も
、
Ａ
Ｉ
を
導
入
す
る
こ
と
で
人
件
費
が
削
減
で
き
る
の
は
よ
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

ナ
ツ�

　�

　
確
か
に
、業
務
効
率
は
上
が
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、書
店
員
さ
ん
の
お
す
す
め
を
、

生
の
声
で
聞
く
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
て
の
業
務
を
Ａ
Ｉ
に
任
せ

る
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
臨
機
応
変
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
部
分
は

書
店
員
さ
ん
が
行
う
な
ど
、
仕
事
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
分
け
て
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）

���

【
話
し
合
い
の
様
子
】
の
　
　
　
　
　
で
フ
ユ
さ
ん
は
、
話
し
合
い
を
通
し

て
自
分
が
考
え
た
「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
を
話
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
次
の
条
件
１
と
条

件
２
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１�

　【
話
し
合
い
の
様
子
】
か
ら
、
話
の
内
容
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て

書
く
こ
と
。

条
件
２�

　
条
件
１
で
取
り
上
げ
た
内
容
を
踏ふ

ま
え
、「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上

で
大
切
な
こ
と
」
に
つ
い
て
あ
な
た
が
考
え
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

で
は
、
こ
れ
で
話
し
合
い
を
終
わ
り
ま
す
。

【
話
し
合
い
の
様
子
】

（
教
科
書
二
年
233
ペ
ー
ジ
か
ら
235
ペ
ー
ジ
）

フ
ユ��

　�

　
話
し
合
い
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
に
つ
い

て
、
考
え
が
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。



－ 37 －

教科別調査結果の概要及び指導上の改善ポイント

第
２
章

『よ
り
よ
い
結
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く
討
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す
る
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ユ
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
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Ａ
Ｉ
を
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る
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で
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な
こ
と
を
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え
る
」
と
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う
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
フ
ユ
さ
ん

た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
書
店
へ
の
Ａ
Ｉ
の
導
入
」
に
つ
い
て
の
話
し
合
い

を
通
じ
て
、
考
え
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
次
の
【
話
し
合
い
の
様
子
】

を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

フ
ユ�

　�

　
今
日
は
、「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
を
考
え
る
た
め
に
、「
書
店
へ
の

A
I
の
導
入
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
意
見
が
あ
る
人
は

発
言
し
て
く
だ
さ
い
。

ハ
ル�

　�

　
は
い
。私
は
、書
店
に
Ａ
Ｉ
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。Ａ
Ｉ
の
導
入
に
よ
り
、

本
の
整
理
や
内
容
紹し
ょ
う

介か
い

、
取
り
扱
う
商
品
の
検
索さ
く

な
ど
、
業
務
効
率
が
大
幅は
ば

に
上
が

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
人
件
費
の
削さ
く

減
も
期
待
で
き
ま
す
。

フ
ユ
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
提
案
者
に
対
し
て
、
質
問
や
意
見
は
あ
り
ま
す
か
。

ア
キ�

　�

　
私
も
、
Ａ
Ｉ
を
導
入
す
る
こ
と
で
人
件
費
が
削
減
で
き
る
の
は
よ
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

ナ
ツ�

　�

　
確
か
に
、業
務
効
率
は
上
が
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、書
店
員
さ
ん
の
お
す
す
め
を
、

生
の
声
で
聞
く
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
て
の
業
務
を
Ａ
Ｉ
に
任
せ

る
の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
臨
機
応
変
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
部
分
は

書
店
員
さ
ん
が
行
う
な
ど
、
仕
事
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
分
け
て
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）

���

【
話
し
合
い
の
様
子
】
の
　
　
　
　
　
で
フ
ユ
さ
ん
は
、
話
し
合
い
を
通
し

て
自
分
が
考
え
た
「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
を
話
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す
か
。
次
の
条
件
１
と
条

件
２
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１�

　【
話
し
合
い
の
様
子
】
か
ら
、
話
の
内
容
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て

書
く
こ
と
。

条
件
２�

　
条
件
１
で
取
り
上
げ
た
内
容
を
踏ふ

ま
え
、「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上

で
大
切
な
こ
と
」
に
つ
い
て
あ
な
た
が
考
え
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

で
は
、
こ
れ
で
話
し
合
い
を
終
わ
り
ま
す
。

【
話
し
合
い
の
様
子
】

（
教
科
書
二
年
233
ペ
ー
ジ
か
ら
235
ペ
ー
ジ
）

フ
ユ��

　�

　
話
し
合
い
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
」
に
つ
い

て
、
考
え
が
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

『意
見
を
共
有
し
な
が
ら
話
し
合
う
』

名前

第 3学年
ワークシート

ア
キ
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、「
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

に
向
け
て
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
」
と
い
う
学
習
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ア
キ
さ
ん
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
を
通
じ
て
考

え
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
次
の
【
話
し
合
い
の
様
子
】
を
よ
く
読
ん
で
、

あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

ア
キ�

　�

　
今
日
は
、「
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
意
見
が
あ
る
人
は
発
言
し
て
く
だ
さ
い
。

ナ
ツ�

　�

　
私
が
考
え
た
の
は
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
で
す
。
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
は
、「
食
べ

物
の
重
さ
×
運
ば
れ
た
距き
ょ

離り

」
で
計
算
し
ま
す
。
そ
の
数
値
は
、
食
料
輸
送
に
か
か
る

二
酸
化
炭
素
の
量
に
比
例
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
二
酸
化
炭
素
を
あ
ま
り
出
さ
な
い
よ

う
に
、
地
元
や
国
内
で
と
れ
た
も
の
を
率
先
し
て
食
べ
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。
一
人

一
人
が
意
識
す
れ
ば
、
誰だ
れ

に
で
も
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ユ�

　�

　
私
は
、
ナ
ツ
さ
ん
の
意
見
の
「
誰
に
で
も
で
き
る
」
と
い
う
部
分
に
賛
成
で
す
。
他

に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
、
マ
イ
バ
ッ
グ
の
持
参
な
ど
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

ハ
ル�

　�

　
ナ
ツ
さ
ん
の
考
え
の
「
地
産
地
消
」
で
地
域
も
活
性
化
す
る
と
い
い
で
す
ね
。
と
こ

ろ
で
、
マ
イ
バ
ッ
グ
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

ナ
ツ��

　�

　
そ
う
そ
う
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
手
元
に
マ
イ
バ
ッ
グ
が
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ

ね
。
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
の
取
り
組
み
は
ど
れ
く
ら
い
広
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

ア
キ
　�

　
話
し
合
い
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
私
た
ち
が

で
き
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
考
え
が
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

���

　
　
　

【
話
し
合
い
の
様
子
】
の

　
　
　
　
　で
ア
キ
さ
ん
は
、
話
し
合
い
を
通
し

て
自
分
が
考
え
た
「
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
私
た
ち
が
で
き
る

こ
と
」
を
話
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
し
ま
す

か
。
次
の
条
件
１
と
条
件
２
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１�

　【
話
し
合
い
の
様
子
】
か
ら
、
話
の
内
容
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て

書
く
こ
と
。

条
件
２�

　
条
件
１
で
取
り
上
げ
た
内
容
を
踏ふ

ま
え
、「
持
続
可
能
な
社
会
の

実
現
に
向
け
て
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」
に
つ
い
て
あ
な
た
が
考
え

た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

で
は
、
こ
れ
で
話
し
合
い
を
終
わ
り
ま
す
。

【
話
し
合
い
の
様
子
】

（
教
科
書
三
年
235
ペ
ー
ジ
か
ら
237
ペ
ー
ジ
）
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　　第２章

総合的な学習の時間において、話し合いをす
る場面で、目的に応じて自分の考えをまとめる
ことができるかどうかをみる問題である。聞き
取ったことをもとに、「ＡＩを活用する上で大切
なことを考える」という目的に沿って自分の考
えをまとめることが求められる。目的に応じて、
情報を取捨選択しながら話の内容を整理し、自
分の考えをまとめることが大切である。
〈解答例〉
〇ＡＩを活用する上では、仕事をバランスよく
分けることが大切だと分かりました。私も全て
の業務をＡＩに任せるのではなく、コミュニケー
ションや臨機応変な対応が求められる部分は人
の力で対応したいと思いました。

総合的な学習の時間において、話し合いをする
場面で、目的に応じて自分の考えをまとめるこ
とができるかどうかをみる問題である。聞き取っ
たことをもとに、「持続可能な社会の実現に向け
て私たちができることを考える」という目的に
沿って自分の考えをまとめることが求められる。
目的に応じて、情報を取捨選択しながら話の内
容を整理し、自分の考えをまとめることが大切
である。
〈解答例〉
〇持続可能な社会を実現するためには、フード
マイレージやエコバッグなど、一人一人が意識
すれば、誰にでもできることから取り組むこと
が大切だと分かりました。私も、毎日少しずつ
できることは何かを考えたいと思いました。

〈誤答例〉
▲話し合いから、ＡＩの導入により、業務効率
が大幅に上がり、人件費の削減も期待できるこ
とが分かりました。
＊【話し合いの様子】から、話の内容を具体的
に取り上げて書くことはできているが、「ＡＩを
活用する上で大切なこと」について自分が考え
たことを書くことができていない事例。
▲私は、ＡＩを活用する上で大切なことは、Ａ
Ｉに頼りきりになってはいけないということだ
と思います。
＊「ＡＩを活用する上で大切なこと」について自
分が考えたことを書くことはできているが、【話
し合いの様子】から、話の内容を具体的に取り
上げて書くことができていない事例。

〈誤答例〉
▲話し合いから、フードマイレージやエコバッ
グなどの取り組みがあることが分かりました。
＊【話し合いの様子】から、話の内容を具体的
に取り上げて書くことはできているが、「持続可
能な社会の実現に向けて私たちができること」
について自分が考えたことを書くことができて
いない事例。
▲私は、ペットボトルを購入する回数を減らし、
できるだけ水筒を持ち歩くことが、持続可能な
社会の実現に役立つのではないかと思います。
＊「持続可能な社会の実現に向けて私たちがで
きること」について自分が考えたことを書くこ
とはできているが、【話し合いの様子】から、話
の内容を具体的に取り上げて書くことができて
いない事例。

第2学年　解答について

第3学年　解答について
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教科別調査結果の概要及び指導上の改善ポイント

第
２
章

総合的な学習の時間において、話し合いをす
る場面で、目的に応じて自分の考えをまとめる
ことができるかどうかをみる問題である。聞き
取ったことをもとに、「ＡＩを活用する上で大切
なことを考える」という目的に沿って自分の考
えをまとめることが求められる。目的に応じて、
情報を取捨選択しながら話の内容を整理し、自
分の考えをまとめることが大切である。
〈解答例〉
〇ＡＩを活用する上では、仕事をバランスよく
分けることが大切だと分かりました。私も全て
の業務をＡＩに任せるのではなく、コミュニケー
ションや臨機応変な対応が求められる部分は人
の力で対応したいと思いました。

総合的な学習の時間において、話し合いをする
場面で、目的に応じて自分の考えをまとめるこ
とができるかどうかをみる問題である。聞き取っ
たことをもとに、「持続可能な社会の実現に向け
て私たちができることを考える」という目的に
沿って自分の考えをまとめることが求められる。
目的に応じて、情報を取捨選択しながら話の内
容を整理し、自分の考えをまとめることが大切
である。
〈解答例〉
〇持続可能な社会を実現するためには、フード
マイレージやエコバッグなど、一人一人が意識
すれば、誰にでもできることから取り組むこと
が大切だと分かりました。私も、毎日少しずつ
できることは何かを考えたいと思いました。

〈誤答例〉
▲話し合いから、ＡＩの導入により、業務効率
が大幅に上がり、人件費の削減も期待できるこ
とが分かりました。
＊【話し合いの様子】から、話の内容を具体的
に取り上げて書くことはできているが、「ＡＩを
活用する上で大切なこと」について自分が考え
たことを書くことができていない事例。
▲私は、ＡＩを活用する上で大切なことは、Ａ
Ｉに頼りきりになってはいけないということだ
と思います。
＊「ＡＩを活用する上で大切なこと」について自
分が考えたことを書くことはできているが、【話
し合いの様子】から、話の内容を具体的に取り
上げて書くことができていない事例。

〈誤答例〉
▲話し合いから、フードマイレージやエコバッ
グなどの取り組みがあることが分かりました。
＊【話し合いの様子】から、話の内容を具体的
に取り上げて書くことはできているが、「持続可
能な社会の実現に向けて私たちができること」
について自分が考えたことを書くことができて
いない事例。
▲私は、ペットボトルを購入する回数を減らし、
できるだけ水筒を持ち歩くことが、持続可能な
社会の実現に役立つのではないかと思います。
＊「持続可能な社会の実現に向けて私たちがで
きること」について自分が考えたことを書くこ
とはできているが、【話し合いの様子】から、話
の内容を具体的に取り上げて書くことができて
いない事例。

第2学年　解答について

第3学年　解答について

中学校

　B　書くこと
この問題をチェック　➡3四

出題の趣旨

自分の考えが伝わる文章になるように、根拠を
明確にして書くことができるかどうかをみる問題
である。
〈指導事項〉
　「根拠を明確にしながら、自分の考えが伝わる
文章になるように工夫すること。」（第 1 学年「B　
書くこと」⑴ウ）

　 結果状況と授業改善のポイント
　本設問の本市の正答率は、73.7％で、全国
の正答率（72.1％）を上回る結果となった。
　誤答については、選んだ判じ絵について、
【図 2】の説明の仕方を参考にして解読の仕
方を書いていない解答類型 2（10.9％）に注
目したい。国立教育政策研究所の報告書で示
されている誤答事例「……描かれているもの
を組み合わせて解読すると「○○」という意
味になる」のような、選んだ判じ絵の具体的
なところにふれずに説明の仕方の形式だけを
そのまま取り入れて書いてしまった事例や、
理由を説明せずに解答してしまった事例な
ど、根拠を明確にしながら自分の考えを書く
ことに課題がみられる。
　説明や解説する文章を書く際には、書いた
文章を友達と読み合い、「～ので」「～から」
といった理由や考えを支える根拠が適切かど
うか、互いに指摘し合う場を設定し、自分の
考えがしっかりと相手に伝わっているかどう
かを確認することが大切である【　協働的な
学び】。

指導改善の参考に！

　自分の考えを相手に伝えるために根拠を明確に
して伝える場面を設定した。根拠を明確にするこ
とでより考えが焦点化されたり、立場が明確に
なったりする効果を実感させたい。

〈教科書の関連教材〉
『資料から得た根拠をもとに意見文を書く』（1 年
p.41-43）

『根拠を明確にして意見文を書く』（1 年ｐ .99-101）
『根拠をもとに意見文を書く』（2 年 p.115-117）
『一言でまとめ一言で広げる』（3 年 p.29）
『具体例をもとに説明文を書く』（3 年 p.81-83）

           学ぶときに注目
『表現に役立つ言葉－自分の考えを書く活
動－』（付録）
□……と関連することは……（関係づける）
□例えば……（事例をあげる）
□ このことから……ということがいえます
（定義する）

□ なぜなら……（だ）からです（理由をあ
げる）

□ ……のように考えれば、……といえるは
ずです（推論する）

□ よって……が必要なのです（解決を見通
す）

□ ……と比べると、……がわかります（比
較する）

ワークシートの解説

           学ぶときに注目
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『根
拠
を
も
と
に
意
見
文
を
書
く
』

名前

第 2学年
ワークシート

田た

中な
か

さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
、「
森
林
の
保
護
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

意
見
文
と
そ
こ
で
の
表
現
の
工
夫
の
説
明
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

次
は
、文
書
作
成
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
田
中
さ
ん
が
書
い
た
【
意
見
文
の
下
書
き
】

と
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答

え
な
さ
い
。

田
中
さ
ん
は
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
の

　
　
　
　
　で
、
段
落
（
イ
）
の

見
出
し
の
付
け
方
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、

ど
の
よ
う
に
書
き
ま
す
か
。「
段
落
（
イ
）
で
は
、」
に
続
け
て
、
段
落
（
ア
）

の
説
明
の
仕
方
を
参
考
に
し
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
意
見
文
の
下
書
き
】

（
教
科
書
二
年
115
ペ
ー
ジ
か
ら
117
ペ
ー
ジ
）

■はじめに
現在、森林が減少している。「世界森林資源評価」によると、

世界の森林面積は 1990 年の 41.28 億へクタールから、2015 年に
は 39.99 億へクタールに減少した。このような森林の減少を食い
止めるために私たちには何ができるのか。その一つが割り箸

ばし

を使
うことをやめることだと思う。
■割り箸の節約による森林保護
（ア）割り箸を作るために多くの木が伐

ばっ

採されている。日本では
割り箸を使う習慣があり、「地球温暖化白書」によれば、現在、
日本国内では年間 250 億膳

ぜん

（木造住宅 2万軒分）もの割り箸が使
い捨てされているとのことだ。これを節約するだけでも、森林の
減少はかなり食い止められる。
■割り箸による森林整備
（イ）木の伐採には、間伐といって、森林を整備して健康な状態
に保ち、豊かな森を存続させる役割もある。そこで、国内産の間
伐材で割り箸を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林減少
を食い止めることができるはずだと考えた。
■おわりに
以上のことから、割り箸の使用を全てやめるのではなく、森林

伐採につながる割り箸を使うのをやめることが大切だといえる。

【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】

私
の
意
見
文
で
は
、
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
段
落
ご
と
に
見
出
し
を
付
け
た
。

段
落
（
ア
）
で
は
、
割
り
箸
を
節
約
す
る
と
、
森
林
の
減
少
が
食
い
止
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
書
い
た
。
そ
の
た
め
、見
出
し
は
、「
割
り
箸
の
節
約
」と「
森
林
保
護
」と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
ま
と
め
る
と
よ
い
と
考
え
た
。

段
落
（
イ
）
で
は
、
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『根
拠
を
も
と
に
意
見
文
を
書
く
』

名前

第 2学年
ワークシート

田た

中な
か

さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
、「
森
林
の
保
護
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

意
見
文
と
そ
こ
で
の
表
現
の
工
夫
の
説
明
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

次
は
、文
書
作
成
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
田
中
さ
ん
が
書
い
た
【
意
見
文
の
下
書
き
】

と
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答

え
な
さ
い
。

田
中
さ
ん
は
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
の

　
　
　
　
　で
、
段
落
（
イ
）
の

見
出
し
の
付
け
方
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、

ど
の
よ
う
に
書
き
ま
す
か
。「
段
落
（
イ
）
で
は
、」
に
続
け
て
、
段
落
（
ア
）

の
説
明
の
仕
方
を
参
考
に
し
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
意
見
文
の
下
書
き
】

（
教
科
書
二
年
115
ペ
ー
ジ
か
ら
117
ペ
ー
ジ
）

■はじめに
現在、森林が減少している。「世界森林資源評価」によると、

世界の森林面積は 1990 年の 41.28 億へクタールから、2015 年に
は 39.99 億へクタールに減少した。このような森林の減少を食い
止めるために私たちには何ができるのか。その一つが割り箸

ばし

を使
うことをやめることだと思う。
■割り箸の節約による森林保護
（ア）割り箸を作るために多くの木が伐

ばっ

採されている。日本では
割り箸を使う習慣があり、「地球温暖化白書」によれば、現在、
日本国内では年間 250 億膳

ぜん

（木造住宅 2万軒分）もの割り箸が使
い捨てされているとのことだ。これを節約するだけでも、森林の
減少はかなり食い止められる。
■割り箸による森林整備
（イ）木の伐採には、間伐といって、森林を整備して健康な状態
に保ち、豊かな森を存続させる役割もある。そこで、国内産の間
伐材で割り箸を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林減少
を食い止めることができるはずだと考えた。
■おわりに
以上のことから、割り箸の使用を全てやめるのではなく、森林

伐採につながる割り箸を使うのをやめることが大切だといえる。

【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】

私
の
意
見
文
で
は
、
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
段
落
ご
と
に
見
出
し
を
付
け
た
。

段
落
（
ア
）
で
は
、
割
り
箸
を
節
約
す
る
と
、
森
林
の
減
少
が
食
い
止
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
書
い
た
。
そ
の
た
め
、見
出
し
は
、「
割
り
箸
の
節
約
」と「
森
林
保
護
」と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
ま
と
め
る
と
よ
い
と
考
え
た
。

段
落
（
イ
）
で
は
、

『自
己
Ｐ
Ｒ
文
を
書
く
』

名前

第 3学年
ワークシート

浜は
ま

野の

さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
、
学
校
生
活
で
学
ん
だ
こ
と
を
自
己
Ｐ

Ｒ
文
に
ま
と
め
た
上
で
、
そ
こ
で
の
表
現
の
工
夫
の
説
明
を
書
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
次
は
、
浜
野
さ
ん
が
書
い
て
い
る
自
己
Ｐ
Ｒ
文
の
【
下
書
き

の
一
部
】
と
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
。

私
が
学
校
生
活
を
送
る
中
で
、
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
は
、「
意
見
を
聞
く
こ
と
」
と
、「
協

力
す
る
こ
と
」
だ
。
こ
れ
は
成
果
発
表
会
実
行
委
員
の
経
験
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

■
「
意
見
を
聞
く
こ
と
」
の
効
果

（
ア
）
ま
ず
、
な
ぜ
「
意
見
を
聞
く
こ
と
」
を
大
切
に
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
成
果
発
表
会

の
校
内
装
飾
を
計
画
し
た
経
験
か
ら
学
び
を
得
た
か
ら
だ
。
初
め
は
学
校
全
体
を
レ
イ
ア
ウ

ト
す
る
と
い
う
規
模
の
大
き
さ
に
不
安
に
な
っ
た
。
し
か
し
委
員
会
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を

出
し
合
い
、
皆み
な

の
意
見
を
聞
い
て
計
画
す
る
中
で
、
自
分
の
思
っ
て
い
た
も
の
よ
り
も
、
ず
っ

と
大
き
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

■
「
協
力
す
る
こ
と
」
の
必
要
性

（
イ
）
次
に
「
協
力
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
。
私
は
最
高
学
年
に
な
り
、
各
組
の
発
表
順
を
指

示
す
る
立
場
に
な
っ
た
。
私
は
全
体
を
ま
と
め
て
動
か
す
責
任
の
重
さ
に
と
ま
ど
っ
て
い
た

の
だ
が
、
そ
ん
な
私
を
見
て
委
員
の
皆
が
、
私
の
作
っ
た
表
を
見
な
が
ら
声
を
か
け
合
い
動

い
て
く
れ
た
。
物
事
を
進
め
る
た
め
に
は
周
り
の
人
の
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て

実
感
し
た
。

「
人
の
意
見
を
聞
く
こ
と
」
と
、「
協
力
す
る
こ
と
」
の
二
つ
が
あ
っ
て
、
一
つ
の
大
き
な

こ
と
が
成
し
遂と

げ
ら
れ
る
。
私
は
、高
校
に
進
学
し
て
委
員
会
や
部
活
動
に
参
加
す
る
と
き
も
、

こ
の
二
つ
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

浜
野
さ
ん
は
、【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】
の
　
　
　
　
　
　で
、
段
落
（
イ
）

の
見
出
し
の
付
け
方
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な

ら
、ど
の
よ
う
に
書
き
ま
す
か
。「
段
落
（
イ
）
で
は
、」
に
続
け
て
、段
落
（
ア
）

の
説
明
の
仕
方
を
参
考
に
し
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
下
書
き
の
一
部
】

【
表
現
の
工
夫
の
説
明
】

（
教
科
書
三
年
197
ペ
ー
ジ
か
ら
199
ペ
ー
ジ
）

私
の
自
己
Ｐ
Ｒ
文
で
は
、
読
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
段
落
ご
と
に
見
出
し
を
付
け
た
。

段
落
（
ア
）
で
は
、
皆
の
意
見
を
聞
い
て
計
画
し
た
こ
と
で
、
自
分
の
思
っ
て
い
た
も
の
よ

り
も
、
大
き
な
も
の
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
。
そ
の
た
め
、
見
出
し
は
、

「
意
見
を
聞
く
こ
と
」
と
「
効
果
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
ま
と
め
る
と
よ
い
と
考
え
た
。

段
落
（
イ
）
で
は



－ 42 －

　　第２章

意見文とその表現の工夫の説明を書く場面で、
自分の考えが伝わる文章になるように、根拠を
明確にして書くことができるかどうかをみる問
題である。段落（イ）の見出しの付け方の説明
を考え、「段落（イ）では、」に適切に続くよう
に書くことが求められる。段落（ア）の表現の
工夫の説明では、まず文章の内容を説明し、そ
れを根拠として、その内容を端的に表す語句を
文章中から探したり、自分で考えたりして、見
出しとして使ったことを述べている。段落（イ）
の説明でも、その説明の仕方を参考に、表現の
工夫と、そのような工夫をした根拠との関係を
明確にして書くことを意識させたい。
〈解答例〉
〇（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができるということを書
いた。そのため、見出しは、「割り箸」と「森林

自己ＰＲ文とその表現の工夫の説明を書く場
面で、自分の考えが伝わる文章になるように、
根拠を明確にして書くことができるかどうかを
みる問題である。段落（イ）の見出しの付け方
の説明を考え、「段落（イ）では、」に適切に続
くように書くことが求められる。段落（ア）の
表現の工夫の説明では、まず文章の内容を説明
し、それを根拠として、その内容を端的に表す
語句を文章中から探したり、自分で考えたりし
て、見出しとして使ったことを述べている。段
落（イ）の説明でも、その説明の仕方を参考に、
表現の工夫と、そのような工夫をした根拠との
関係を明確にして書くことを意識させたい。
〈解答例〉
〇（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠であることを実感したとい
うことを書いた。そのため、見出しは、「協力す

整備」という言葉を使ってまとめるとよいと考
えた。
〈誤答例〉
▲（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができるということを書
いた。
▲（段落（イ）では、）見出しは、「割り箸」と「森
林整備」という言葉を使ってまとめるとよいと
考えた。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことはできているが、見出しの付け方の説明を
書くことができていない事例。
▲（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができる。見出しは、「割
り箸」と「森林整備」という言葉を使ってまと
めるとよい。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことができていない事例。

ること」と「必要性」という言葉を使ってまと
めるとよいと考えた。
〈誤答例〉
▲（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠であることを実感したとい
うことを書いた。
▲（段落（イ）では、）見出しは、「協力すること」
と「必要性」という言葉を使ってまとめるとよ
いと考えた。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことはできているが、見出しの付け方の説明を
書くことができていない事例。
▲（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠である。見出しは、「協力す
ること」と「必要性」という言葉を使ってまと
めるとよい。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことができていない事例。

第2学年　解答について

第3学年　解答について
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意見文とその表現の工夫の説明を書く場面で、
自分の考えが伝わる文章になるように、根拠を
明確にして書くことができるかどうかをみる問
題である。段落（イ）の見出しの付け方の説明
を考え、「段落（イ）では、」に適切に続くよう
に書くことが求められる。段落（ア）の表現の
工夫の説明では、まず文章の内容を説明し、そ
れを根拠として、その内容を端的に表す語句を
文章中から探したり、自分で考えたりして、見
出しとして使ったことを述べている。段落（イ）
の説明でも、その説明の仕方を参考に、表現の
工夫と、そのような工夫をした根拠との関係を
明確にして書くことを意識させたい。
〈解答例〉
〇（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができるということを書
いた。そのため、見出しは、「割り箸」と「森林

自己ＰＲ文とその表現の工夫の説明を書く場
面で、自分の考えが伝わる文章になるように、
根拠を明確にして書くことができるかどうかを
みる問題である。段落（イ）の見出しの付け方
の説明を考え、「段落（イ）では、」に適切に続
くように書くことが求められる。段落（ア）の
表現の工夫の説明では、まず文章の内容を説明
し、それを根拠として、その内容を端的に表す
語句を文章中から探したり、自分で考えたりし
て、見出しとして使ったことを述べている。段
落（イ）の説明でも、その説明の仕方を参考に、
表現の工夫と、そのような工夫をした根拠との
関係を明確にして書くことを意識させたい。
〈解答例〉
〇（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠であることを実感したとい
うことを書いた。そのため、見出しは、「協力す

整備」という言葉を使ってまとめるとよいと考
えた。
〈誤答例〉
▲（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができるということを書
いた。
▲（段落（イ）では、）見出しは、「割り箸」と「森
林整備」という言葉を使ってまとめるとよいと
考えた。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことはできているが、見出しの付け方の説明を
書くことができていない事例。
▲（段落（イ）では、）国内産の間伐材で割り箸
を生産すれば、森林の整備を進めながら、森林
減少を食い止めることができる。見出しは、「割
り箸」と「森林整備」という言葉を使ってまと
めるとよい。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことができていない事例。

ること」と「必要性」という言葉を使ってまと
めるとよいと考えた。
〈誤答例〉
▲（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠であることを実感したとい
うことを書いた。
▲（段落（イ）では、）見出しは、「協力すること」
と「必要性」という言葉を使ってまとめるとよ
いと考えた。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことはできているが、見出しの付け方の説明を
書くことができていない事例。
▲（段落（イ）では、）物事を進めるためには周
りの人の力が不可欠である。見出しは、「協力す
ること」と「必要性」という言葉を使ってまと
めるとよい。
＊「段落（イ）では、」に適切に続くように書く
ことができていない事例。

第2学年　解答について

第3学年　解答について

中学校

　C　読むこと
この問題をチェック　➡4三

出題の趣旨
文章の構成や展開、表現の効果について、根拠

を明確にして考えることができるかどうかをみる
問題である。
〈指導事項〉

「文章の構成や展開、表現の効果について、根
拠を明確にして考えること。」（第 1学年「C　読
むこと」⑴エ）

　 結果状況と授業改善のポイント
本設問の本市の正答率は、51.2％（全国

50％）であり、全国を上回る結果となった。
　現代語訳について「どこがどのように工夫
されているか」という問いに対し、資料の表
現を取り上げずに、工夫されている点（自分
の考え）だけを書いた解答類型 3（16.2％）、
資料の表現だけを取り上げて、どのように工
夫されているか書いていない（自分の考えが
示されていない）解答類型２（6.4％）に注
目したい。このような解答状況の生徒は、普
段の授業においても自分の考えや思いを十分
に相手に伝えられていないことが考えられ
る。本問のように複数の資料を関連付けて自
分の考えを伝え合う活動を設定し、自分の考
えを分かりやすく相手に伝えるためには、考
えを支える事例、根拠や理由を明確にして自
分の考えを示すことが求められることを実感
させたい【　協働的な学び】。

本問の無解答率は、21.2％で、全国の無解
答率（20.7％）と比べてやや高い。資料や友
達の表現の工夫を見いだし、その良さや効果
を実感することは言語活動の質を高める重要
な要素である。苦手な生徒には、良さや工夫
を見つける観点を整理して提示し、取り組め
るよう促したい。

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

　教科書掲載の古典作品の現代語訳と友達の現代
語訳について具体的な表現を取り上げ、根拠を明
確にして考えをまとめる場面を設定した。

〈教科書の関連教材〉
『昔話と古典――箱に入った桃太郎――』（１年
p.110-113）

           学ぶときに注目
『表現に役立つ言葉－意見を述べる活動－』
（付録）
□ ……という観点から考えると……（課題を

設定する）
□ ……だとすれば、……と考えられます（推

論する）
□ ……ということから……といえます（定義

する）
□ まとめると、……ということになります（総

括する）
□……という順序で考えると（順序づける）
□ しかし……ということが考えられます（予

想する）

           学ぶときに注目           学ぶときに注目
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　　第２章

『随
筆
の
味
わ
い
―
枕
草
子
・
徒
然
草
―
』

名前

第 2学年
ワークシート

松ま
つ

田だ

さ
ん
は
、国
語
の
時
間
に
、「
枕

ま
く
ら
の
そ
う
し

草
子
」
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、

友
達
の
新あ

ら

井い

さ
ん
が
考
え
た
「
枕
草
子
」
の
現
代
語
訳
を
見
せ
て
も
ら
い
、

読
み
比
べ
て
み
ま
し
た
。
次
は
、【
授
業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
の
〈
原

文
〉
と
そ
の
〈
現
代
語
訳
〉、【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〈
原
文
〉

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜う
り

に
描か

き
た
る
ち

ご
の
顔
。
雀す
ず
め
の
子
の
、
ね
ず
鳴
き
す
る
に

踊お
ど

り
来
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご

の
、
急
ぎ
て
這は

ひ
来
る
道
に
、
い
と
小
さ

き
塵ち
り

の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見
つ
け

て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
指お
よ
び

に
と
ら
へ
て
、

大お
と
な人
ご
と
に
見
せ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。

〈
現
代
語
訳
〉

か
わ
い
ら
し
い
も
の
。
瓜
に
描
い
て
あ

る
幼
児
の
顔
。
雀
の
子
が
、（
人
が
）
ね
ず

み
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、
踊
る
よ
う
に

し
て
や
っ
て
く
る
様
子
。
二
、三
歳さ
い

く
ら
い

の
幼
児
が
、
急
い
で
這
っ
て
く
る
途
中
に
、

と
て
も
小
さ
な
ご
み
が
あ
っ
た
の
を
、
目

ざ
と
く
見
つ
け
て
、
大
変
愛
ら
し
げ
な
指

に
つ
ま
ん
で
、
大
人
た
ち
に
見
せ
て
い
る

の
は
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
。

【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
は
、
古
典
の
作
品
で

あ
る
「
枕
草
子
」
に
、
新
井
さ
ん
が
工
夫
を
加
え
て
現
代
語
訳
で
書
い
た
も

の
で
す
。
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。【
授

業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
や
【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」

の
一
部
】
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
授
業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

（
教
科
書
二
年
132
ペ
ー
ジ
か
ら
141
ペ
ー
ジ
）

か
わ
い
ら
し
い
も
の
。
瓜
に
描
い
て
あ
る
幼
児
の
顔
。
雀
の
子
が
（
人
が
）
チ
ュ
ッ
チ
ュ
ッ

と
ね
ず
み
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、
踊
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て
く
る
様
子
。
二
、三
歳
く
ら
い

の
幼
児
が
、
急
い
で
這は

っ
て
く
る
途
中
に
、
と
て
も
小
さ
な
ご
み
が
あ
っ
た
の
を
、
目
ざ
と
く

見
つ
け
て
、
大
変
愛
ら
し
げ
な
指
に
つ
ま
ん
で
、「
ね
え
、
見
て
見
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
大

人
た
ち
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
。
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『随
筆
の
味
わ
い
―
枕
草
子
・
徒
然
草
―
』

名前

第 2学年
ワークシート

松ま
つ

田だ

さ
ん
は
、国
語
の
時
間
に
、「
枕

ま
く
ら
の
そ
う
し

草
子
」
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、

友
達
の
新あ

ら

井い

さ
ん
が
考
え
た
「
枕
草
子
」
の
現
代
語
訳
を
見
せ
て
も
ら
い
、

読
み
比
べ
て
み
ま
し
た
。
次
は
、【
授
業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
の
〈
原

文
〉
と
そ
の
〈
現
代
語
訳
〉、【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〈
原
文
〉

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜う
り

に
描か

き
た
る
ち

ご
の
顔
。
雀す
ず
め
の
子
の
、
ね
ず
鳴
き
す
る
に

踊お
ど

り
来
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご

の
、
急
ぎ
て
這は

ひ
来
る
道
に
、
い
と
小
さ

き
塵ち
り

の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見
つ
け

て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
指お
よ
び

に
と
ら
へ
て
、

大お
と
な人
ご
と
に
見
せ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。

〈
現
代
語
訳
〉

か
わ
い
ら
し
い
も
の
。
瓜
に
描
い
て
あ

る
幼
児
の
顔
。
雀
の
子
が
、（
人
が
）
ね
ず

み
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、
踊
る
よ
う
に

し
て
や
っ
て
く
る
様
子
。
二
、三
歳さ
い

く
ら
い

の
幼
児
が
、
急
い
で
這
っ
て
く
る
途
中
に
、

と
て
も
小
さ
な
ご
み
が
あ
っ
た
の
を
、
目

ざ
と
く
見
つ
け
て
、
大
変
愛
ら
し
げ
な
指

に
つ
ま
ん
で
、
大
人
た
ち
に
見
せ
て
い
る

の
は
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
。

【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
は
、
古
典
の
作
品
で

あ
る
「
枕
草
子
」
に
、
新
井
さ
ん
が
工
夫
を
加
え
て
現
代
語
訳
で
書
い
た
も

の
で
す
。
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。【
授

業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】
や
【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」

の
一
部
】
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
授
業
で
読
ん
だ
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

【
新
井
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
枕
草
子
」
の
一
部
】

（
教
科
書
二
年
132
ペ
ー
ジ
か
ら
141
ペ
ー
ジ
）

か
わ
い
ら
し
い
も
の
。
瓜
に
描
い
て
あ
る
幼
児
の
顔
。
雀
の
子
が
（
人
が
）
チ
ュ
ッ
チ
ュ
ッ

と
ね
ず
み
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、
踊
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て
く
る
様
子
。
二
、三
歳
く
ら
い

の
幼
児
が
、
急
い
で
這は

っ
て
く
る
途
中
に
、
と
て
も
小
さ
な
ご
み
が
あ
っ
た
の
を
、
目
ざ
と
く

見
つ
け
て
、
大
変
愛
ら
し
げ
な
指
に
つ
ま
ん
で
、「
ね
え
、
見
て
見
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
大

人
た
ち
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
。

『随
筆
の
味
わ
い
―
枕
草
子
・
徒
然
草
―
』

名前

第 3学年
ワークシート

川か
わ

村む
ら

さ
ん
は
、国
語
の
時
間
に
、「
徒つ

れ
づ
れ
ぐ
さ

然
草
」
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、

友
達
の
上う

え

田だ

さ
ん
が
考
え
た
「
徒
然
草
」
の
現
代
語
訳
を
見
せ
て
も
ら
い
、

読
み
比
べ
て
み
ま
し
た
。
次
は
、【
授
業
で
読
ん
だ
「
徒
然
草
」
の
一
部
】
の
〈
原

文
〉
と
そ
の
〈
現
代
語
訳
〉、【
上
田
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
徒
然
草
」
の
一
部
】

で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〈
原
文
〉

（
省
略
）
あ
る
所
に
て
夜よ

更ふ

く
る
ま
で

連
歌
し
て
、
た
だ
一
人
帰
り
け
る
に
、
小こ

川が
は（
ワ
）の
端は
た

に
て
、
音
に
聞
き
し
猫ね
こ

ま
た
、
あ

や
ま
た
ず
足
も
と
へ
ふ
と
寄
り
来
て
、
や

が
て
か
き
つ
く
ま
ま
に
、
首
の
ほ
ど
を
食

は
ん
と
す
。
肝き
も

心こ
こ
ろも

失う

せ
て
、
防
が
ん
と

す
る
に
、
力
も
な
く
、
足
も
立
た
ず
、
小

川
へ
転
び
入
り
て
、

「
助
け
よ
や
。
猫
ま
た
。
よ
や
よ
や
。」

〈
現
代
語
訳
〉

（
法
師
が
）
あ
る
所
で
夜
が
更
け
る
ま
で

連
歌
を
し
て
、
た
だ
一
人
で
帰
っ
た
と
こ

ろ
、
小
川
の
ほ
と
り
で
、
う
わ
さ
に
聞
い

た
猫
ま
た
が
、
狙
い
ど
お
り
足
も
と
へ
す
っ

と
寄
っ
て
来
て
、
い
き
な
り
飛
び
つ
く
や

い
な
や
、
首
の
あ
た
り
を
食
お
う
と
す
る
。

（
そ
の
法
師
は
）
正
気
も
失
っ
た
た
め
に
、

防
ご
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
力
も
入
ら
ず
、

足
も
立
た
な
い
で
、
小
川
へ
転
げ
込
ん
で
、

「
助
け
て
く
れ
。
猫
ま
た
だ
。
お
う
い
お

う
い
。」

【
上
田
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
徒
然
草
」
の
一
部
】
は
、
古
典
の
作
品
で

あ
る
「
徒
然
草
」
に
、
上
田
さ
ん
が
工
夫
を
加
え
て
現
代
語
訳
で
書
い
た
も

の
で
す
。
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。【
授

業
で
読
ん
だ
「
徒
然
草
」
の
一
部
】
や
【
上
田
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
徒
然
草
」

の
一
部
】
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

【
授
業
で
読
ん
だ
「
徒
然
草
」
の
一
部
】

【
上
田
さ
ん
が
ノ
ー
ト
に
訳
し
た
「
徒
然
草
」
の
一
部
】

（
教
科
書
二
年
132
ペ
ー
ジ
か
ら
141
ペ
ー
ジ
）

（
法
師
が
）
あ
る
所
で
夜
が
更
け
る
ま
で
連
歌
を
し
て
、
人ひ
と

気け

が
な
く
真
っ
暗
な
道
を
、
た

だ
一
人
で
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
小
川
の
ほ
と
り
で
、
う
わ
さ
に
聞
い
た
猫
ま
た
が
、
狙
い
ど
お
り

足
も
と
へ
す
っ
と
寄
っ
て
来
て
、
い
き
な
り
と
ぴ
ょ
ん
と
飛
び
つ
く
や
い
な
や
、
首
の
あ
た
り

を
食
お
う
と
す
る
。（
そ
の
法
師
は
）
正
気
も
失
っ
た
た
め
に
、
防
ご
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、

力
も
入
ら
ず
、
足
も
立
た
な
い
で
、
小
川
へ
転
げ
込
ん
で
、

「
助
け
て
く
れ
。
猫
ま
た
だ
。
お
う
い
お
う
い
。」
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　　第２章

「枕草子」の現代語訳について、文章の構成や
展開、表現の効果について、根拠を明確にして
考えることができるかどうかをみる問題である。
【新井さんがノートに訳した「枕草子」の一部】
のどこがどのように工夫されているのかという
視点から文章を読み比べ、表現の違いを見つけ
たり、読み手を意識してその効果を考えたりす
ることが大切である。擬音語や台詞、比喩など、
情景を描写する際に用いる表現技法の効果につ
いてあらかじめ学習しておくと、自分の言葉で
説明しやすくなるだろう。
〈解答例〉
〇「チュッチュッと」という音を具体的に書いて、
どんな鳴き声かが分かるようにしている。

「徒然草」の現代語訳について、文章の構成や
展開、表現の効果について、根拠を明確にして
考えることができるかどうかをみる問題である。
【上田さんがノートに訳した「徒然草」の一部】
のどこがどのように工夫されているのかという
視点から文章を読み比べ、表現の違いを見つけ
たり、読み手を意識してその効果を考えたりす
ることが大切である。擬音語や台詞、比喩など、
情景を描写する際に用いる表現技法の効果につ
いてあらかじめ学習しておくと、自分の言葉で
説明しやすくなるだろう。
〈解答例〉
〇「人気がなく真っ暗な道を、」と付け加えるこ
とで、法師が一人で歩く道の様子を読者が想像

〇「「ねえ、見て見て」というように」と付け加
えることで、幼児がごみを見せる様子のかわい
らしさを読者が想像できるようにしている。
〈誤答例〉
▲「チュッチュッと」と書いている。
▲「「ねえ、見て見て」というように」と、〈原文〉
にはないことを書いている。
＊具体的に表現を取り上げて書くことはできて
いるが、表現の効果など、どのような工夫なの
かを書くことができていない。
▲具体的な言葉を加えて、読み手が想像しやす
くしている。
＊どのように工夫されているのかを書くことは
できているが、具体的な表現を取り上げて、ど
こが工夫されているのかを書くことができてい
ない。

できるようにしている。
〇「ぴょんと」という擬音語を用いて、猫また
が身軽に飛びつく様子が伝わるようにしている。
〈誤答例〉
▲「人気がなく真っ暗な道を、」と、〈原文〉に
はないことを書いている。
▲「ぴょんと」と書いている。
＊具体的に表現を取り上げて書くことはできて
いるが、表現の効果など、どのような工夫なの
かを書くことができていない。
▲具体的な言葉を加えて、読み手が想像しやす
くしている。
＊どのように工夫されているのかを書くことは
できているが、具体的な表現を取り上げて、ど
こが工夫されているのかを書くことができてい
ない。

第2学年　解答について

第3学年　解答について
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「枕草子」の現代語訳について、文章の構成や
展開、表現の効果について、根拠を明確にして
考えることができるかどうかをみる問題である。
【新井さんがノートに訳した「枕草子」の一部】
のどこがどのように工夫されているのかという
視点から文章を読み比べ、表現の違いを見つけ
たり、読み手を意識してその効果を考えたりす
ることが大切である。擬音語や台詞、比喩など、
情景を描写する際に用いる表現技法の効果につ
いてあらかじめ学習しておくと、自分の言葉で
説明しやすくなるだろう。
〈解答例〉
〇「チュッチュッと」という音を具体的に書いて、
どんな鳴き声かが分かるようにしている。

「徒然草」の現代語訳について、文章の構成や
展開、表現の効果について、根拠を明確にして
考えることができるかどうかをみる問題である。
【上田さんがノートに訳した「徒然草」の一部】
のどこがどのように工夫されているのかという
視点から文章を読み比べ、表現の違いを見つけ
たり、読み手を意識してその効果を考えたりす
ることが大切である。擬音語や台詞、比喩など、
情景を描写する際に用いる表現技法の効果につ
いてあらかじめ学習しておくと、自分の言葉で
説明しやすくなるだろう。
〈解答例〉
〇「人気がなく真っ暗な道を、」と付け加えるこ
とで、法師が一人で歩く道の様子を読者が想像

〇「「ねえ、見て見て」というように」と付け加
えることで、幼児がごみを見せる様子のかわい
らしさを読者が想像できるようにしている。
〈誤答例〉
▲「チュッチュッと」と書いている。
▲「「ねえ、見て見て」というように」と、〈原文〉
にはないことを書いている。
＊具体的に表現を取り上げて書くことはできて
いるが、表現の効果など、どのような工夫なの
かを書くことができていない。
▲具体的な言葉を加えて、読み手が想像しやす
くしている。
＊どのように工夫されているのかを書くことは
できているが、具体的な表現を取り上げて、ど
こが工夫されているのかを書くことができてい
ない。

できるようにしている。
〇「ぴょんと」という擬音語を用いて、猫また
が身軽に飛びつく様子が伝わるようにしている。
〈誤答例〉
▲「人気がなく真っ暗な道を、」と、〈原文〉に
はないことを書いている。
▲「ぴょんと」と書いている。
＊具体的に表現を取り上げて書くことはできて
いるが、表現の効果など、どのような工夫なの
かを書くことができていない。
▲具体的な言葉を加えて、読み手が想像しやす
くしている。
＊どのように工夫されているのかを書くことは
できているが、具体的な表現を取り上げて、ど
こが工夫されているのかを書くことができてい
ない。

第2学年　解答について

第3学年　解答について

中学校

　　　知識及び技能
この問題をチェック　

出題の趣旨
■漢字
3二：文脈に即して漢字を正しく書くことがで
きるかどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第２学年「知識及び技能」⑴ウ…漢字
■情報
3三：具体と抽象など情報と情報との関係につ
いて理解しているかどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第 2 学年「知識及び技能」⑵…情報と情報との
関係
■伝統的な言語文化
4一：歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して
読むことができるかどうかをみる問題である。

〈指導事項〉
第 1 学年「知識及び技能」⑶ア…伝統的な言語
文化

　 結果状況と授業改善のポイント
■漢字・情報
「漢字」の本市の正答率は、「推（し量って）」
45.8％（全国 43.9％）、「情報」の本市の正答
率は、63.4％（全国 61.8％）であり、ともに
全国を上回っている。
「情報の取扱いに関する事項」は、「話すこ
と・聞くこと」「書くこと」「読むこと」領域
の言語活動のなかで自分の考えを整理する過
程において重点的に取り上げたい。
■伝統的な言語文化
「伝統的な言語文化」の本市の正答率は、
78.7％（全国 82.5％）であり、全国を下回る
結果であった。

ワークシートの解説

指導改善の参考に！

ワークシートの解答

生徒が興味をもったことをまとめている場面に
おいて、文章を内容のまとまりで分け、見出しを
つける状況を設定した。論理の構成、展開などに
着目させたい。

〈教科書の関連教材〉
■漢字
各学年『漢字の練習』
『まちがえやすい漢字』（2年 p.40-41）
『漢字の多義性』（2年 p.190-191）
『同音の漢字』（2年 p.272-273）
『類義語・対義語・多義語・同音語』（2年 p.282-285）
『異字同訓』（3年 p.160-161）
■情報
『社会で求められる表現̶̶具体的に伝える・分
かりやすく伝える̶̶』（2 年 p.69）（「見出し」
をつける）
『新聞が伝える情報を考える』（3年 p.64-67）（見
出し・リード文・本文）
■伝統的な言語文化
『歴史的仮名遣い』（2年 p.131）
『歴史的仮名遣い』（3年 p.132）

1　 一　愚（かさ）／二　エ、　狂言に登場する太
郎冠者

2　おおえる

➡漢字：3二　➡情報：3三　
➡伝統的な言語文化：4一
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　　第２章

伝
統
文
化
／
漢
字
／
情
報

名前

ワークシート

１�

　ア
キ
さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
、
伝
統
芸
能
で
あ
る
狂

き
ょ
う

言
に
関
し
て

興
味
を
も
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
次
は
、
ア
キ
さ

ん
が
書
い
て
い
る
ノ
ー
ト
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。

二�

　ア
キ
さ
ん
は
、「『
狂
言
』
と
は
何
か
」
と
見
出
し
を
付
け
た
文
章
を
内

容
の
ま
と
ま
り
で
二
つ
に
分
け
、
後
半
の
ま
と
ま
り
に
は
分
け
た
内
容
と

合
う
見
出
し
を
付
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
分
け
る
箇か

所
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
、（
ア
）
か
ら
（
オ
）
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
ま

た
、
後
半
の
ま
と
ま
り
に
付
け
る
見
出
し
を
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

　
　
　
　分
け
る
箇
所
（

　
　
　
　
　
　
　
　）
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　見
出
し

　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

問�

　
　
　
　線
部
「
お
ほ
へ
る
」
を
現
代
仮
名
遣づ

か

い
に
直
し
、
全
て
ひ
ら
が

な
で
書
き
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

「
狂
言
」
と
は
何
か

　狂
言
は
、
滑こ
っ

稽け
い

な
せ
り
ふ
や
し
ぐ
さ
を
中
心
と
す
る
伝
統
芸
能
の
一
つ
で
、
室む
ろ

町ま
ち

時
代
に
発

達
し
ま
し
た
。（
ア
）今
あ
る
狂
言
の
形
は
、江え

戸ど

時
代
に
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、

江
戸
で
鷺さ
ぎ

流
と
大お
お

蔵く
ら

流
、
名な

古ご

屋や

や
金か
な

沢ざ
わ

・
京き
ょ
う
と都

な
ど
で
和い
ず
み泉

流
が
盛
ん
で
し
た
。
現
在
で
は

鷺
流
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
イ
）
登
場
人
物
に
は
、
仕
事
を
怠な
ま

け
た
り
人
を
だ
ま
そ
う
と
し
た
り

す
る
人
も
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
悪
事
を
は
た
ら
く
人
は
い
ま
せ
ん
。（
ウ
）
人
間
の
お
ろ
か

さ
や
弱
さ
を
お
お
ら
か
な
笑
い
で
包
み
こ
む
狂
言
は
、
現
代
で
も
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
ま

す
。（
エ
）
狂
言
に
は
、
太た

郎ろ
う

冠か

者じ
ゃ

が
登
場
す
る
作
品
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
太
郎
冠
者
と
い

う
の
は
固
有
名
詞
で
は
な
く
、「
筆
頭
の
（
＝
太
郎
）
若
い
従
者
（
＝
冠
者
）」
と
い
う
意
味
の

役
名
で
す
。（
オ
）
調
子
が
よ
く
て
小
ず
る
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
主
人
に
反
抗こ
う

し
た
り
う
そ
を

つ
い
た
り
も
し
ま
す
が
、
徹て
っ

底
的
に
対
立
す
る
こ
と
は
な
く
、
二
人
の
間
に
心
の
通
い
合
い
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
庶し
ょ

民
の
代
表
と
い
う
役
割
で
す
。
…
…

一�

　
　
　
　線
部
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
、
楷か

い

書し
ょ

で
て
い
ね
い
に
書

き
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

２�

　ナ
ツ
さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
、「
枕
草
子
」
を
読
み
ま
し
た
。
次
は
、

そ
の
原
文
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

…
…
頭か
し
らは

尼あ
ま

そ
ぎ
な
る
ち
ご
の
、
目
に
髪か
み

の
お
ほ
へ
る
を
か
き
は
や
ら
で
、
う
ち
傾か
た
ぶき

て
物
な

ど
見
た
る
も
、
う
つ
く
し
。（
第
一
四
五
段
）


