
教育課程実施状況調査に見る児童･生徒の学力の状況と今後の課題

｢国
語
｣
に
お
け
る

対
応
課
題
は
何
か

上
越
教
育
大
学
教
授

有
沢
俊
太
郎

今
回
の
全
国
学

力
調
査
の
概
要

全
国
学
力
調
査
は
'
昭
和
三

一
年
度
か
ら
文

部
省
が
実
施
し
た
が
'
三
〇
年
代
は
学
力
テ
ス

ト

(学
テ
)
と
も
呼
ば
れ
'
勤
務
評
定

(勤
評
)

と
と
も
に
日
本
教
職
員
組
合
の
激
し
い
闘
争
の

歴
史
が
あ

っ
た
｡

昭
和
三
四
年
度
調
査
報
告
書
に
は
､
｢
北
海

道

･
神
奈
川

･
京
都

･
高
知
の
四
道
府
県
に
お

い
て
は
'
道
府
県
教
職
員
組
合
の
妨
害
に
よ

り
'

一
部
の
学
校
で
調
査
実
施
が
阻
害
さ
れ

た
｣
と
記
さ
れ
て
い
る

(
『全
国
学
力
調
査
報

告
書

国
語

･
数
学
』
文
部
省
､
昭
和
三
五
年

六
月
)
｡

学
力
調
査
の
目
的
は
'
｢学
習
指
導

･
教
育

課
程
の
改
善
お
よ
び
教
育
条
件
の
整
備
に
役
立

つ
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
｣
(同
報
告
書
)
な

の
で
あ
る
が
'

一
部
に
は
､
地
域
格
差
や
学
校

格
差
を
必
要
以
上
に
顕
在
化
さ
せ
'
ひ
い
て
は

教
員
の
差
別
な
ど
に
直
結
す
る
と
の
認
識
が
あ

っ
た
｡

こ
の
た
び
の

｢平
成

二
二
年
度
小
中
学
校
教

育
課
程
実
施
状
況
調
査
｣
(国
立
教
育
政
策
研

究
所
)
は
'
平
成

一
二
年
五
月
の
学
校
実
態
に

基
づ
き
'
平
成

一
四
年

一
月
､
二
月

(平
成

一

三
年
度
)
に
抽
出
法
に
よ
っ
て
調
査
実
施
､
同

年

二

一月

一
三
日

(平
成

一
四
年
度
)
に
調
査

結
果
が
公
表
さ
れ
た
｡

調
査
の
目
的
は
'
学
習
指
導
要
領
の
目
的

･

内
容
に
照
ら
し
た
学
習
の
実
施
状
況
を
'
①
前

回
調
査
と
の
比
較
と
'
②
設
定
通
過
率
と
通
過

率
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
｡前

回
の
調
査
は
､
小
学
校
が
平
成
五
～
六
年

度
に
､
中
学
校
が
六
～
七
年
度
に
か
け
て
行
わ

れ
て
い
る
｡

設
定
通
過
率
と
は
'
専
門
家
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た
正
解
率
で
､
実
際
の
正
解
率
と
の
比
較
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将 兵 ′子どもの ｢学力Jぱ庶下しているのか!?
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の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

文
部
科
学
省
は
､
全
体
の
結
果
に
つ
い
て
'

｢
お
お
む
ね
良
好
｣
と
し
な
が
ら
も
'
①
に
つ

い
て
'
｢義
務
教
育
を
終
え
る
中
学
校
第
三
学

年
で
低
下
の
傾
向
は
見
ら
れ
ず
全
体
と
し
て
'

前
回
と
同
様
の
部
分
も
相
当
あ

っ
た
も
の
の
'

低
下
し
た
部
分
が
上
昇
し
た
部
分
を
上
回
る
な

ど
の
状
況
も
見
ら
れ
た
｣
(大
臣
名
公
文
書
'

二
二
日
)
と
L
t
②
に
つ
い
て
は
'
設
定
通
過

率
の
設
定
の
あ
-
方
に
関
す
る
新
聞
記
者
の
質

問
に
､
｢設
定
そ
の
も
の
が
懇
意
的
で
不
透
明

で
あ
る
と
の
声
も
含
め
て
謙
虚
に
分
析
を
し
て

も
ら
い
た
い
｣
(大
臣
発
言
､

一
七
日
)
と
し

て
い
る
｡

中
学
校
国
語
の
結
果
は
'
①
に
つ
い
て
は
､

第

二

二
学
年
は
変
化
な
し
､
第
三
学
年
は
前

回
を
上
回
っ
て
い
た
｡
ま
た
'
②
の
設
定
通
過

率
と
の
比
較
で
も
'
数
学
や
社
会
科
と
違

っ
て

国
語
は

｢お
お
む
ね
良
好
｣
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
は
'

一
二
月

一
四
日
付
け
各
新
聞

が

一
面
ト
ッ
プ
で
報
道
し
た
か
ら
､
ご
記
憶
の

読
者
も
多
い
と
思
う
｡

文
部
科
学
省
国
語
担
当
係
官
も
'
最
近
の
研

究
会

(
二

一月
二
七
日
)
で
こ
の
こ
と
に
触
れ
､

｢新
聞
は
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
で
基
礎
教

科
の
国
語
は
き
っ
と
下
が
る
と
信
じ
て
い
て
バ

ッ
シ
ン
グ
し
よ
う
と
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
ち
構

え
て
い
た
の
だ
｡
と
こ
ろ
が
そ
れ
ほ
ど
で
は
な

か
っ
た
の
で
'
肩
す
か
し
を
食
ら
っ
た
恰
好
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
も

(会
場
の
)
先
生

方
の
努
力
の
賜
で
あ
る
｣
と
発
言
し
て
'
会
場

を
沸
か
せ
た
｡

同
慶
の
至
り
で
あ
る
｡
し
か
し
'
中
学
校
国

語
科
に
も
'
大
臣
が
危
倶
す
る
部
分
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
｡

内
容

･
領
域
別
に
は
第
二
学
年
の

｢表
現

(文
字
言
語
)
｣
の
で
き
が
悪
か
っ
た
と
い
う
｡

そ
こ
で
'
次
項
で
は
､
こ
れ
に
相
当
す
る
問
題

群
の
う
ち
､
実
態
通
過
率
が
設
定
通
過
率
に
届

か
な
か
っ
た
か
'
届
い
て
も
ギ
リ
ギ
リ
だ
っ
た

作
文
問
題
を
四
例
あ
げ
る
｡

問
題
例

川

～
刷
が

｢表
現

(文
字
言
語
)
｣
に
属
す

る
問
題
､
㈲
だ
け
は
領
域
的
に
は

｢理
解
｣
で

あ
る
が
､
実
質
は
正
確
な
理
解
力
を

｢自
分
の

見
方
や
考
え
方
を
広
げ
る
こ
と
｣
(出
題
の
ね

ら
い
)
に
つ
な
ぐ
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
問
題

は
'
自
由
作
文
と
条
件
作
文
と
に
分
か
れ
る
｡

回

自
由
作
文

‥
第
二
学
年
B
･
問
題

2

(表
現
､
言
語
事
項
)

学
級
で
文
集
を
作
る
こ
と
に
な
-
ま
し
た
｡

学
校
や
家
庭
で
の
生
活
'
社
会
の
中
な
ど
か
ら

書
き
た
い
と
思
う
題
材
を
見
つ
け
て
､
全
員
が

そ
れ
ぞ
れ
感
想
文
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
｡

あ
な
た
な
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
き
ま
す
か

(通
過
率
は

二

二
で
七

一
･
二
%
'
設
定
通

過
率
は
七
〇
%
)
｡

一

(例
)
の
よ
う
に
'
ま
ず
'
あ
な
た

が
書
き
た
い
と
思
う
題
材
を

一
つ
以
上
あ
げ
な

さ
い
｡
ま
た
､
題
材
に
つ
い
て
の
事
実
や
感

想

･
意
見
を
書
き
な
さ
い
.

(例
)
書
き
た
い
題
材

‥
道
端
の
空
き
缶
､

題
材
に
つ
い
て
の
事
実
や
感
想

･
意
見

‥
空
き

缶
が
道
端
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
を
よ
-
見
か

け
る
が
'
き
た
な
い
し
危
険
だ
と
思
う
｡

二

右
の

｢
二

で
取
り
上
げ
た
題
材
の

一
つ
を
用
い
て
'
文
章
の
書
き
出
し
の
部
分
を

原
稿
用
紙
に
書
き
な
さ
い
-

(
一
四
〇
字
)
｡

佃

条
件
作
文

(
請
)

‖
第

一
学
年

B
･
問
題
2

(表
現
'
言
語
事
項
)

次
の
A
t
B
t
C
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
は
､/
請
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句
が
三
つ
ず
つ
示
さ
れ
て
い
ま
す
｡
A
t
B
､

C
の
三
つ
の
う
ち
か
ら
ど
れ
か

一
つ
を
選
び
'

そ
こ
に
示
さ
れ
た
三
つ
の
語
句
を
す
べ
て
使

い
､
具
体
的
な
事
例
を
入
れ
て
'
自
分
の
考
え

を
原
稿
用
紙
に
ま
と
め
な
さ
い
｡
た
だ
し
､
同

じ
語
句
を
何
度
使
っ
て
も
よ
い
し
､
語
句
を
使

う
順
番
も
自
由
で
す
-

(
一
四
〇
字
'
通
過
率

は
六
四

･
五
%
'
設
定
通
過
率
は
六
五
%
)
｡

A
‥
ク
ラ
ブ
活
動
､
勉
強
の
時
間
'
計
画

B
∵
ア
レ
ビ
､
読
書
､
生
活

C

‥
ご
み
'
道
路
'
環
境

刷

条
件
作
文

(グ
ラ
フ
)

‖
第
二
学

年
C
･
問
題
2

(表
現
'
言
語
事
項
)

次
に
掲
げ
た
グ
ラ
フ

(グ
ラ
フ
は
省
略
'
平

成

一
〇
年
度

｢国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
｣
文

化
庁
の
一
部
)
は
､
｢漢
字
に
つ
い
て
の
意
識
｣

に
か
か
わ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
答
の
一
部

を
取
-
上
げ
た
も
の
で
す
｡

f

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
分
か
る
こ
と
を
'

例
に
な
ら
っ
て
､
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
て
い
る
数

億
を
使
い
な
が
ら
'
主
語
と
述
語
を
適
切
に
対

応
さ
せ
て
書
き
な
さ
い

(二
行
分
)
｡

(例
)
毎
日
家
庭
学
習
が
必
要
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
人
は
､
全
体
の
七
〇
･
五
%
で
す

(通
過
率
は
五
九

･
六
%
､
設
定
通
過
率
は
七

〇
%
)
｡

二

右
の
｢
二

で
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
､

あ
な
た
自
身
の
感
想
を
書
き
な
さ
い
(六
行
分
､

通
過
率
は
五
二

･
四
%
'
設
定
通
過
率
は
六

五
%
)
｡

㈲

条
件
作
文

(読
解
)

‖
第
二
学
年

B
･
問
題
3

(理
解
)

次
の
文
章

(池
上
彰

『日
本
語
の
｢大
疑
問
｣』

の
一
部
)
を
読
ん
で
'
あ
と
の
問
い
に
答
え
な

さ
い

(
一
㌧
二
㌧
三
㌧
五
省
略
)
｡

四

次
の
文
に
つ
い
て
､
あ
と
の
問
い
に

答
え
な
さ
い
｡

｢
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
へ
行
っ
て
お
弁

当
し
か
買
わ
な
か

っ
た
の
に
'
『
お
弁
当
の

ほ
う
あ
た
た
め
ま
す
か
』
と
聞
か
れ
た
｣
｡

《
問

い
》
右
の
文
中
の
傍
線
部

｢
ほ
う
｣

は
な
ぜ
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
そ
の

理
由
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
'
本
文
の
内
容
を

踏
ま
え
て
'
分
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い

(自
由
記
述
､
通
過
率
は
五
四

･
九
%
'
設
定

通
過
率
は
五
五
%
)
0

六

日
本
語
の
よ
さ
や
す
ぼ
ら
し
さ
に
つ

い
て
､
あ
な
た
が
､
感
じ
た
-
気
づ
い
た
-
し

た
こ
と
を
､
具
体
的
な
例
を

一
つ
あ
げ
て
書
き

な
さ
い

(通
過
率
は
二
六

･
八
%
'
設
定
通
過

率
は
五
〇
%
)
｡分

析
と
対
応

策
ひ
と
つ

回

分
析

通
過
率
が
設
定
通
過
率
を
ク
リ
ア
で
き
な
い

か
'
ク
リ
ア
し
て
も
ギ
リ
ギ
リ
だ
っ
た
問
題
は
'

｢自
分
の
考
え
を
大
切
に
し
､
文
を
整
え
て
適

切
に
書
く
｣
佃
'
｢も
の
の
見
方
や
考
え
方
を

広
く
し
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
適
切
に

表
現
す
る
｣

印刷
'
そ
し
て

｢自
分
の
見
方
や

考
え
方
を
広
げ
る
｣
㈲
と
'
四
例
す
べ
て
に
r

｢自
分
｣
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
｡

た
だ
し
'
自
分
の
考
え
を
つ
-
り
表
現
す
る

際
の
抵
抗
感
は

一
様
で
は
な
い
｡
空
き
缶
問
題

な
ど
､
身
近
な
問
題
を
題
材
に
し
た
問
題

川で

は
'
自
由
作
文
で
も
結
構
書
け
る
の
で
あ
る
｡

条
件
を
ふ
ま
え
て
書
く
問
題
で
は
'
語
佃
1
グ

ラ
フ
刷
1
文
章
刷
の
順
に
通
過
率
と
設
定
通
過

率
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
｡

と
く
に
､
文
章
を
読
解
し
て
自
分
の
考
え
を

つ
-
-
､
具
体
的
な
例
を
引
き
な
が
ら
ま
と
め
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将 兵 ′子ど宙の ｢学力ノぱ庶下しているのか!?

る
と
い
う
の
は
､
今
の
中
学
生
が
最
も
苦
手
と

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

問
題
㈲
で
は
､
若
い
人
の

｢
ほ
う
｣
や

｢と

か
｣
表
現
に
つ
い
て
､
池
上
氏
自
身
は
否
定
的

に
書
き
出
し
て
い
な
が
ら
､
文
章

(問
題
文
)

末
尾
に
な

っ
て
､
俵
万
智
さ
ん
の

｢若
い
人
も

な
か
な
か
も
の
を
は
っ
き
り
言
わ
な
い
と
い
う

点
で
は
大
い
に
日
本
人
的
だ
｣
と
い
う
発
言
を

敬
-
あ
げ
､
暖
昧
表
現
を
新
し
い
文
脈
に
入
れ

直
し
て
い
る
｡

解
答
者
に
は
'

①
問
題
文
読
解
か
ら
自
分
の

一
方
的
な
先
入
主

(学
校
の
常
識
)
を
打
破
し

②
自
分
の
考
え
を
固
め
つ
つ

③
具
体
事
例
を
探
し
て
論
理
的
に
表
現
す
る

と
い
う
複
雑
な
手
続
き
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
ノ

①
今
国
の
調
査
の
ね
ら
い
を
確
認
す

長
い
歴
史
を
持
つ
学
力
調
査
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
っ
た
｡
今

の
調
査
の
ね
ら
い
は
教
育
課
程
の
実
施
状
況
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
､
教
師
に
と
っ
て
も
指
導

過
程
や
指
導
法
の
改
善
､
教
材
開
発
な
ど
の
身
近
な
仕
事
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
す

②
今
国
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
の
文
部
科
学
省
の
見
解
を
整
理
す
る
｡

I
般
的
な
見
解
､
国
語
に
牌
す
る
見
解
に
分
け
て
文
書
や
発
言
を
整
理
し
っ
つ
､
自
分
の
学

校
や
ク
ラ
ス
の
実
態
に
照
ら
し
て
､
｢お
お
む
ね
良
好
｣
と
い
う

分

か

り

に

く

い

表

現

を

解

釈

す
る
｡

③
問
題
例

(調
査
集
計
結
果
)

あ
ま
り
良
好
で
は
な
か
っ
た
問
題
を
取
り
だ
し
､
自
分
が
教
え
る
生
徒
が
解
答
者
だ
っ
た
場

合
を
想
定
し
て
､
通
過
率
の
妥
当
性
を
考
え
て
み
る
｡
ど

う
す
れ
ば
よ
い
結
果
が
得
ら
れ
る
か
､

密
語
部
な
ど
で
具
体
策
を
で
き
る
だ
け
多
く
出

し
合
う
｡

な

る

｡

佃

対
応
策

｢自
分
｣
系
の
作
文
問
題
を
克
服
す
る
に
は
'

日
本
の
社
会
と
文
化
の
根
幹
に
か
か
わ
る
抜
本

的
な
荒
療
治
が
必
要
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
が
､

㈲
の
よ
う
な
問
題
へ
の
国
語
科
と
し
て
の
対
策

と
し
て
､
読
み

･
書
き
関
連
学
習
法
の
見
直
し

が
推
奨
さ
れ
る
｡

′

過
日
'
大
学
院
の
方
法
演
習
で
佐
川
光
男
さ

ん
の
提
案
を
聞
い
た
が
'
そ
れ
は
'
読
み

･
書

き
の
関
連
目
的
を
限
定
し
っ
つ
､
部
分
的
関
連

法
の
可
能
性
を
提
案
し
た
も
の
だ

っ
た
｡

㈲
で
も
､
｢若
者
の
唆
昧
表
現
の
許
容
度
｣

と
い
う
'
文
中
に
は
現
れ
な
い
重
要
概
念
に
限

定
し
て
考
え
た
者
だ
け
が
､
｢
日
本
語
の
よ
さ

や
す
ぼ
ら
し
さ
｣
.に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
論

理
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ

る

｡
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