
梶
田　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
も
、も

う
８
回
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。も
と
も
と
、単

な
る「
学
力
の
実
態
調
査
」で
は
な
く
、そ
の

結
果
を
、授
業
や
生
活
指
導
な
ど
の
改
善
に

つ
な
げ
、子
供
た
ち
に
学
力
を
し
っ
か
り
付

け
て
ほ
し
い
、人
間
的
に
し
っ
か
り
育
っ
て
ほ

し
い
、と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
、始
め
ら
れ
た

制
度
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
、現
場
に
授
業
改
善
の

た
め
の
資
料
を
提
供
し
、指
導
事
例
を
発
掘

し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
る
の
が
、国
立

教
育
政
策
研
究
所
の
学
力
調
査
課
の
チ
ー
ム

で
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、現
在
、国
立
教
育
政
策
研

究
所
で
は
、全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の

結
果
を
も
と
に
、現
場
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
発
信
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、と
い
う

こ
と
か
ら
伺
い
た
い
の
で
す
が
…
…
。

小
久
保　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
は
、

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、国
や
地
方
公
共
団
体
の

施
策
の
改
善
、そ
し
て
何
よ
り
、学
校
現
場

に
お
け
る
指
導
の
改
善
に
役
立
て
る
、し
か

も
そ
れ
を
一
度
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

改
善
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

　

調
査
問
題
の
作
成
は
国
立
教
育
政
策
研
究

所
が
行
っ
て
い
ま
す
が
、ま
ず
は
な
ん
と
言
い

ま
し
て
も
作
成
す
る
問
題
そ
の
も
の
に
指
導

改
善
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
い
ま
す
。

　

小
学
校
は
第
６
学
年
が
調
査
対
象
で
す

が
、調
査
問
題
は
学
習
指
導
要
領
の
１
年
生

か
ら
５
年
生
ま
で
の
理
念
や
目
標
、内
容
等

に
基
づ
い
て
作
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、で
き
る

だ
け
具
体
的
な
場
面
を
設
定
し
、学
習
指
導

上
特
に
重
視
さ
れ
る
点
や
身
に
付
け
る
べ
き

力
を
具
体
的
に
示
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
よ

う
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、問
題
作
成
時
に
は
、問
題
と
併

せ
て「
解
答
類
型
」と
い
う
も
の
を
設
け
て
い

ま
す
。こ
れ
は
、単
に
問
題
の
正
答
を
示
す
だ

け
で
は
な
く
、ど
こ
で
何
を
ど
う
間
違
え
る
と

ど
ん
な
誤
答
に
な
る
か
な
ど
、児
童
の
具
体

的
な
解
答
を
分
類
、整
理
す
る
た
め
に
ま
と

め
た
も
の
で
、単
に
問
題
の
正
誤
だ
け
で
は
な

く
、一
人
一
人
の
誤
答
の
状
況
に
注
目
し
て

指
導
改
善
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
実
施
後
速
や

か
に
、教
科
ご
と
に
出
題
の
趣
旨
や
解
答
類

型
、学
習
指
導
の
改
善
・
充
実
を
図
る
際
の

ポ
イ
ン
ト
等
を
ま
と
め
た「
解
説
資
料
」を
各

学
校
に
お
送
り
し
、分
析
結
果
が
出
る
の
を

待
た
ず
に
、調
査
実
施
の
直
後
か
ら
学
校
ご

と
に
分
析
を
始
め
、指
導
の
改
善
に
結
び
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

梶
田　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、問
題
そ
の
も
の

が
学
校
現
場
の
皆
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と

い
う
わ
け
で
す
ね
。ま
た
、調
査
結
果
に
つ
い

て
の
最
終
的
な
分
析
の
中
に
も
、メ
ッ
セ
ー
ジ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

小
久
保　

そ
う
で
す
ね
。調
査
結
果
の
公
表

に
当
た
っ
て
は
、教
科
ご
と
に「
報
告
書
」を

作
成
し
、正
答
率
の
み
な
ら
ず
、解
答
類
型

ご
と
の
反
応
率
や
、課
題
、学
習
指
導
の
改

善
・
充
実
を
図
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

た
だ
、ど
う
し
て
も「
報
告
書
」は
分
量
が

大
変
多
く
な
っ
て
し
ま
い
、な
か
な
か
学
校

現
場
の
先
生
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ
く
の

文部科学省国立教育政策研究所
教育課程研究センター
研究開発部　学力調査課長

人間教育学会会長・
学校法人聖ウルスラ学院理事長・
奈良学園大学学長

「
誤
答
」か
ら
見
え
る
こ
と

は
難
し
い
と
い
う
声
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。

平
成
21
年
度
か
ら
は「
授
業
ア
イ
デ
ィ
ア
例
」

を
作
成
し
、調
査
で
課
題
が
見
ら
れ
た
事
項

に
つ
い
て
、授
業
の
改
善
・
充
実
を
図
る
際
の

参
考
と
な
る
よ
う
、授
業
の
ア
イ
デ
ィ
ア
の

一
例
を
示
し
て
い
ま
す
。当
初
は「
報
告
書
」

と
一
体
化
し
て
い
た
の
で
す
が
、24
年
度
か

ら
は
現
在
の
よ
う
に
報
告
書
か
ら
独
立
し
た

冊
子
と
し
て
配
布
し
、日
々
の
教
材
研
究
や

学
校
・
教
育
委
員
会
で
の
研
修
会
な
ど
に
活

用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、24
年
度
か
ら
は「
全
国
説
明
会
」

を
実
施
し
て
教
育
委
員
会
の
皆
さ
ん
に
調
査

結
果
を
踏
ま
え
た
学
習
指
導
の
改
善
・
充
実

等
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
ほ
か
、当
研
究
所
の

学
力
調
査
官
な
ど
が
教
育
委
員
会
の
研
修
会

な
ど
に
伺
い
、指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

梶
田　

昨
年（
平
成
27
年
）の
４
月
に
実
施

し
た
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
か

ら
は
、現
在
の
子
供
た
ち
の
学
力
や
学
習
状

況
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
き

ま
し
た
か
。

小
久
保　

全
体
的
に
見
る
と
、Ａ
問
題（
主

と
し
て「
知
識
」に
関
す
る
問
題
）に
関
し
て

は
、個
々
の
課
題
に
つ
い
て
改
善
が
見
ら
れ
た

も
の
が
あ
る
一
方
で
、Ｂ
問
題 

（
活
用
の
問

題
）で
は
全
体
的
に
課
題
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
傾
向
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
と
同
様
で
す
。

　

教
科
の
個
別
的
な
と
こ
ろ
で
は
、例
え
ば

算
数
の
割
合
に
関
す
る
理
解（
Ｂ
問
題
□2　

）

な
ど
に
課
題
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、各
教
科

を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
と
し
ま
し
て
、資
料

な
ど
か
ら
必
要
な
情
報
を
読
み
取
っ
て
、分

析
、考
察
し
、さ
ら
に
、自
分
の
考
え
を
書
く

作成する問題そのものに指導改善へのメッセージを込めています。（小久保）

毎
年
４
月
に
実
施
さ
れ
る
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
を
め
ぐ
っ
て
は
、

結
果
の「
順
位
」に
か
か
わ
る
扱
い
が
と
か
く
議
論
さ
れ
が
ち
で
す
。し

か
し
、そ
れ
が
調
査
の
本
来
の
目
的
で
は
な
い
は
ず
。ど
う
す
れ
ば
こ

の
調
査
を
教
育
の
現
場
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
、平
成
27
年
度
の

結
果
に
見
ら
れ
た
傾
向
と
共
に
、お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

「
正
答
率
」だ
け
が
大
切
な
の
で
は
な
い
！

教育ほっとにゅーす

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
│

ど
の
段
階
で
も
課
題
が
見
ら
れ
る

資
料
の
読
み
取
り
、考
察
、活
用
、表
現

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査 

│

作
成
す
る
問
題
そ
の
も
の
が

指
導
改
善への
メッセ
ー
ジ

「平成27年度　全国学力・学習状況調査」から見えてきた課題①

「割合」の理解に課題……

平成27年度全国学力・学習状況調査　小学校第6学年　算数　Ｂ問題2（2）場面の読み取りと処理・判断（おつかい）

　20％増量した洗剤の容量を示し、増量前の量を求めさせる問題。正答
率が13.4％にとどまった。
　また、中学校の、水溶液の濃度に関する問題でも正答率が低かった。
さらに、割合の理解に関係が深い、単位量当たりの大きさを求める問題
についても正答率が低かった。
　このように、学校種や教科を越えて、割合や単位量当たりの大きさに
ついての理解に課題があることが浮き彫りになった。

（2）

梶田 叡一
かじた えいいち＊松江市に生まれ、米子市で育つ。京都大学文学部哲学科（心理学
専攻）卒業。文学博士。国立教育研究所主任研究官、大阪大学教授、京都大学教
授、京都ノートルダム女子大学学長、兵庫教育大学学長などを歴任。この間、中央
教育審議会副会長、教育課程部会長なども務める。著書に、『基礎・基本の人間教
育を』『教師・学校・実践研究』（金子書房）、『和魂ルネッサンス』、『内面性の人間
教育を』（ERP)、『不干斎ハビアンの思想』（創元社）、『教育評価』（有斐閣）など
多数。

小久保 智史
こくぼ　さとし＊東京都出身。東京大学教育学部卒業。平成18年に文部科学省
に入省し、初等中等教育局初等中等教育企画課、高等教育局専門教育課、大臣
官房政策課、研究振興局学術研究助成課、文教施設企画部施設企画課専門官
（平成25年）等において主に連絡調整担当を務め、平成27年7月から現職。平成
20年度には、文部科学省の実務研修生として愛知県東海市立名和中学校へ派
遣され、３年生の副担任として、学習指導、生徒指導など、学校現場での勤務を一
年間経験。
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は
本
や
文
章
の
一
節
や
文
、語
句
な
ど
を
引

い
て
く
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
た

上
で
、「　

」（
か
ぎ
括
弧
）を
使
う
と
い
っ
た

「
引
用
の
仕
方
」と
、自
分
の
考
え
を
補
強
し

た
り
説
得
力
を
高
め
た
り
す
る
と
い
う「
引

用
の
目
的
」の
両
方
を
併
せ
て
指
導
す
る
こ
と

が
必
要
な
わ
け
で
す
。言
っ
て
み
れ
ば「
技
術
」

だ
け
で
は
な
く
、何
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
目
的
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
の
重

要
性
が
再
認
識
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

梶
田　
「
目
的
」と
い
う
の
は
非
常
に
大
切
な

こ
と
で
す
ね
。次
の
学
習
指
導
要
領
で
は
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
重
視
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、実
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
的
な
取
り
組
み
は
、日
本
の
小
学
校
で

は
以
前
か
ら
ず
っ
と
行
わ
れ
て
い
た
ん
で
す

ね
。し
か
し
、単
に
子
供
の
発
言
が
多
い
と

か
、話
し
合
い
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
い
っ

た
こ
と
や
、教
師
は
で
き
る
だ
け
発
言
し
な
い

方
が
い
い
な
ど
、見
か
け
ば
か
り
が
重
視
さ

と
い
う
こ
と
に
は
課
題
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

細
か
く
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
資
料
か
ら
必

要
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
に
課
題
が
あ

る
」「
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

 

一
つ
の
資
料
か
ら
情
報
を
複
数
取
り
出
し
た

り
、複
数
の
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
り
す
る

こ
と
に
は
課
題
が
あ
る
」「
読
み
取
っ
た
情
報

を
も
と
に
表
現
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
中
で
情
報
の
引
用
が
で
き
な
い
」な
ど
、

情
報
の
読
み
取
り
、分
析
、考
察
、表
現
と
い

っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
課
題
が
見
ら
れ
た

と
い
え
ま
す
。

梶
田　

必
要
な
情
報
を
用
い
、条
件
に
応
じ

て
表
現
を
し
て
い
く
と
い
う
点
に
、各
教
科

に
共
通
の
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

小
久
保　

は
い
。国
語
を
例
に
挙
げ
ま
す
と
、

Ａ
問
題
□5
二
で
、今
回
、新
聞
の
コ
ラ
ム
を
読

ん
で
表
現
の
工
夫
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
を
見
る
問
題
を
出
題
し
ま
し
た
。

筆
者
が
コ
ラ
ム
の
中
で
、自
分
の
思
い
や
考
え

を
根
拠
付
け
る
た
め
に
引
用
し
て
い
る
部
分

を
抜
き
出
し
な
さ
い
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、

正
答
率
は
20
・
０
％
と
い
う
結
果
で
し
た
。

　

ま
た
、Ｂ
問
題
□1
三
で
は
、学
校
新
聞
を

題
材
と
し
て
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
相
手
の

「
話
し
た
内
容
」と「
表
情
や
声
の
調
子
」に

関
す
る
情
報
を
も
と
に
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
様

子
を
記
事
に
ま
と
め
る
と
い
う
問
題
を
出
題

し
ま
し
た
が
、こ
の
正
答
率
は
34
・
９
％
で
し

た
。誤
答
の
様
子
を
見
て
み
ま
す
と
、設
問
で

は
、「
話
し
た
内
容
」と「
表
情
や
声
の
調
子
」

の
両
方
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た

の
で
す
が
、そ
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
50
・
１
％
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

ま
た
、同
じ
く
Ｂ
問
題
□2
三
で
、文
章
と

図
と
を
関
係
付
け
て
、自
分
の
考
え
を
書
く

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
見
る
問
題
を
出

題
し
ま
し
た
が
、正
答
率
は
41・８
％
で
し
た
。

誤
答
の
様
子
を
見
ま
す
と
、や
は
り
、文
章

か
ら
必
要
な
情
報
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
誤
答
が
多
く
見
ら
れ
、文
章
と

図
や
グ
ラ
フ
な
ど
と
を
関
係
付
け
て
読
み
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
に
課
題
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

梶
田　

こ
う
し
た
活
動
と
い
う
の
は
、ま
さ

に
国
語
だ
け
で
は
な
く
、ど
の
教
科
に
も
当

て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
に
課
題
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

問
題
解
決
力
を
伸
ば
す
授
業
を
進
め
て
い
く

上
で
、非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
ね
。

小
久
保　

先
ほ
ど
の「
引
用
」一
つ
を
と
っ
て

も
、指
導
に
当
た
っ
て
、ま
ず
引
用
と
い
う
の

問題解決力を伸ばす授業を進めていく上で、非常に重要なことですね。（梶田）目的意識を持たせることの重要性が再確認できたように思います。（小久保）

教育ほっとにゅーす

全
国
学
力・学
習
状
況
調
査 
│

技
術
だ
け
で
な
く
、

目
的
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
の
大
切
さ

「平成27年度　全国学力・学習状況調査」から見えてきた課題②

「引用」についての理解に課題……
「平成27年度　全国学力・学習状況調査」から見えてきた課題③

 資料の活用と表現に課題……
「平成27年度　全国学力・学習状況調査」から見えてきた課題④

 資料の活用と表現に課題……

　コラムの中から、筆者が引用している部分を抜き出す問
題。正答率が20.0％だったのに対し、「子ども読書」「世界本
の日」「セロ弾きの」と答えた児童が合計23.2％いた。これは、
「引用」した場合はかぎ（「　」）で括るということについては
捉えているが、引用の必要性や効果を考えた上で引用して
いる言葉を判断することができなかったものと考えられる。
　また、設問における「自分の思いや考えを根拠付ける」も
のを、５のまとまりに書かれている筆者の思いや考えを述べ
ているものと誤って捉えた児童も多かった。

　インタビューの様子をまとめた資料を用いて、学校新聞の記事をまとめる
問題。「話した内容」と「表情や声の様子」の両方を取り上げて書くという条件
が示されたが、一方しか入っていない誤答が多く、反応率は50.1％。国語に
限らず、資料の読み取りやその引用、考察、それをもとにした表現に関する部
分に課題があることがわかった。

　図の読み取りはできても、【文章】の  の中の文章の結論である
「折り合いをつけて決めていく」、または「ゆずり合って解決する」という内
容を取り上げて書くことという条件を満たしていなかった児童が30.2％
いた。また、「じゃんけんで決める」や「先生に決めてもらう」、「こうたいで
する」など自分の経験と結び付け、具体的な方法を書いた児童が見られた。

平成27年度全国学力・学習状況調査　小学校第6学年
国語　Ａ問題5 二 新聞のコラムを読む

平成27年度全国学力・学習状況調査　小学校第6学年　
国語　Ｂ問題1三　目的や意図に応じて新聞を書く〈学校新聞〉

平成27年度全国学力・学習状況調査　小学校第6学年　国語　Ｂ問題2三　目的に応じ、文章と図とを関係付けて読む（だれが選ぶ　どれを選ぶ）
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れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
で
は
学
力

に
結
び
付
か
な
い
の
で
す
ね
。結
局
は
、ど
れ

だ
け
自
分
の
中
に
必
然
性
を
持
っ
た
課
題
意

識
が
育
つ
か
、ど
れ
だ
け
自
分
の
実
感
で
自

分
の
本
音
で
考
え
、話
し
合
っ
て
、自
分
な
り

の
納
得
に
も
っ
て
い
け
る
か
、と
い
っ
た
こ
と

が
大
切
な
の
で
す
。

小
久
保　

そ
の
通
り
で
す
ね
。目
的
意
識
が

な
い
ま
ま
で
は
、子
供
た
ち
は「
何
を
、な
ぜ

学
ん
で
い
る
の
か
」と
疑
問
に
思
っ
て
し
ま
い

ま
す
。子
供
た
ち
の
発
言
も
、ま
ず
は
自
身

の
中
に
ベ
ー
ス
と
な
る
考
え
が
あ
り
、そ
れ
を

誰
か
に
伝
え
た
い
と
か
、周
り
に

意
見
を
聞
い
て
ほ
し
い
と
い
っ
た

場
面
に
な
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る

も
の
で
す
か
ら
、先
生
の
側
が
そ

の
よ
う
に
指
導
で
き
る
か
ど
う
か

が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

で
は
、
質
問
紙
調
査
に
お
い
て
、

今
回
新
た
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
を
意
識
し
た
質
問
項
目
を

設
け
ま
し
た
。
学
校
質
問
紙
の
、

「
授
業
に
お
い
て
、児
童
生
徒
が
自

ら
学
級
や
グ
ル
ー
プ
で
課
題
を
設

定
し
、そ
の
解
決
に
向
け
て
話
し

合
い
、ま
と
め
、表
現
す
る
な
ど
の

学
習
活
動
を
取
り
入
れ
た
か
」「
学

級
や
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
な

ど
の
活
動
で
、自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
広

げ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
思
う
か
」

と
い
っ
た
質
問
に
対
し
て
、肯
定
的
な
回
答

を
し
た
学
校
の
方
が
平
均
正
答
率
も
高
い
と

い
う
結
果
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
も
の
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

こ
れ
か
ら
引
き
続
き
、さ
ら
に
議
論
を
深
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、学
力
観
や
指

導
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
と
い
う
も
の
が

調
査
結
果
へ
も
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

梶
田　

厳
密
な
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
検
討
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、そ
う
い
っ
た
活
動
と
学
力
と
の
関
係
が

見
え
て
き
た
こ
と
は
、と
て
も
興
味
深
い
こ

と
で
す
ね
。

小
久
保　

そ
う
で
す
ね
。た
だ
一
方
で
、先

ほ
ど
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
的
な
学

習
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て「
よ
く
行
っ
た
」

と
い
う
肯
定
的
な
回
答
は
比
較
的
多
か
っ
た

も
の
の
、そ
の
結
果
と
し
て
十
分
に
成
果
を

上
げ
て
い
る
学
校
も
あ
れ
ば
、必
ず
し
も
目

指
す
結
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
学
校

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
を
意
識
し
た
授
業
を
目
指
し
て
い
く

際
、具
体
的
な
指
導
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、

先
生
方
と
子
供
た
ち
と
の
関
係
、向
き
合
い

方
と
い
っ
た
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
再
確
認
す
る
大

切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

梶
田　

な
る
ほ
ど
。私
自
身
も
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
の
結
果
が
上
位
の
と
こ
ろ
と
、

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
と
を
比

べ
て
み
て
、単
に
学
習
内
容
の
違
い
だ
け
で
な

く
、学
習
規
律
│
例
え
ば
授
業
の
始
め
と

終
わ
り
を
き
ち
ん
と
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
っ
た
違
い
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。そ
う
い

っ
た
面
で
子
供
た
ち
に
対
し
て
よ
り
よ
い
指

導
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
、全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
の
結
果
、分
析
、そ
し
て
問

題
そ
の
も
の
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、

全
国
の
先
生
方
に
生
か
し
て
も
ら
え
る
と
い

い
で
す
ね
。

現場感覚を
生かした
「メッセージ」に
期待

　全国学力・学習状況調査というと、順
位ばかりが注目されがちですが、調査を
通して学習指導、生活指導をよりよいもの
にしようということが、本来の目的です。
そういった意味で、「出題する問題そのも
のに、現場の先生方へのメッセージが込
められているのです」という小久保さんの
話はとても重要な指摘だと思います。
　小久保さんは１年間、公立中学校に勤
務し、実際に生徒たちの学習指導、生活指
導に当たるという研修をしておられます。
その経験が、子供たちの学力向上には子
供と先生との関係、向き合い方も重要、と
いった現場感覚を生んでいるのだと思い
ました。

カジタは
カンジタ！

全
国
学
力・学
習
状
況
調
査 

│

学
習
規
律
も

学
力
向
上
に
関
わ
る
こ
と
を
実
感

教育ほっとにゅーす

調査の結果、分析、そして問題そのものに込められたメッセージを生かしてほしいですね。（梶田）

12＊「誤答」から見えること
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