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 国 語  

 

    国 語 Ａ   

番 号  

 

 設 問  

 

       設 問 の 概要 ・ 趣 旨  

 

 正 答 率 ％  

本 校  全 国  

 ①  

 

１  主 語 に 合 わ せ て 述語 の 部 分 を 正し く 書 き直 す  ６ ０  ４ ９  

８ 四  意 味 は 変 え ず に 主語 を 変 え て 書き 換 え る  ８ ６  ８ ０  

 ②  

 

２ 一  ス ピ ー チ の 工 夫 の効 果 と し て 適切 な も のを 選 択 す る  ８ ２  ７ ６  

２ 二  ス ピ ー チ の 特 徴 の説 明 と し て 適切 な 物 を選 択 す る  ９ ３  ８ ８  

 ③  

 

  

３ 一  本 文 の 展 開 に 即 して 内 容 を と らえ る  ９ ４  ９ ０  

３ 二  本 文 の 表 現 の 仕 方や 特 徴 に 注 意し て 内 容を 正 確 に 読 み 取 る  ９ ２  ８ ５  

３ 三                  〃  ９ ２  ８ ４  

 ④  

 

 

 

 

７ 一  短 歌 の 形 式 に 従 って 意 味 の ま とま り を つか む  ２ ９  ２ ９  

７ 二  短 歌 に つ い て 書 かれ た 文 章 の 空欄 に 適 切な 語 句 を い れ る  ９ ０  ８ ４  

７ 三  短 歌 の 内 容 に つ いて 適 切 な も のを 選 択 する  ８ ５  ７ ８  

８ 五 １  歴 史 的 仮 名 遣 い を現 代 仮 名 遣 いに 直 す  ８ ２  ７ ６  

８ 五 ２  徒 然 草 の 中 の 語 句の 訳 を 抜 き 出す 「 よ しな し ご と 」  ７ ３  ６ ５  

 ⑤  

 

 

 

 

 

８ － １   漢 字 を 書 く 「 世 界い さ ん 」  ７ ２  ７ ５  

８ － ２             「 じ しゃ く 」  ８ ８  ８ ４  

８ － ３             「 燃 料を お ぎ な う」  ５ ５  ５ ４  

８ 二 １   漢 字 を 読 む 「 抵 抗」  ９ ９  ９ ８  

８ 二 ２             「 伴 奏」  ９ ３  ８ ４  

８ 二 ３             「 迫 る」  ９ ５  ９ １  

 ⑥  

 

 

 

 

 

８ 三 ア  適 切 な 語 句 の 選 択  「 も ど か しい 」  ５ ５  ４ ９  

８ 三 イ                   「 な ら わ し」  ７ ４  ７ １  

８ 三 エ  適 切 な 同 音 異 義 語の 選 択 「 機 関」  ８ １  ７ ５  

８ 三 カ             「 祝 辞」  ７ ４  ７ ２  

８ 七  国 語 辞 典 で 調 べ たこ と を も と に語 句 の 意味 を 書 く  ７ ７  ６ ７  

８ 八  国 語 辞 典 の 説 明 から わ か る こ とを 選 択 する  ８ ６  ８ ０  

 

    国 語 Ｂ   

番 号  

 

 設 問  

 

     設 問 の 概 要 ・趣 旨  

 

 正 答 率 ％  

本 校  全 国  

 ⑦  

 

 

 

１－ ア イ  書 か れ て い る 内 容 を と ら え 資 料 に 基づ い て 自 分の 考 え を 説 明 す る  ７ ８  ８ ０  

１ 三 ア  資 料 に 表 れ て い る工 夫 を 自 分 の表 現 に 役立 て る  ６ ０  ５ ９  

１ 三 イ                〃  ８ ０  ７ ７  

２ 二  文 章 か ら 必 要 な 情報 を 読 み 取 り簡 潔 に まと め て 書 く  ７ ６  ６ ６  
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    分 析 と 改 善点  

 

   全 体 的 に 見 る と、 ど の 項 目も ほ と んど 東 京 都 平 均 ・ 全国 平 均 を 上 回っ て お り  

  良 い 結 果 と 思 われ る が 、 今 後さ ら に 向上 さ せ る た め に 、い く つ か の 設問 に つ いて  

 分 析 と 改 善 点 を考 察 し て み る。  

番 号        分     析       改   善   点   

 ①  

 

 

 主 語 と 述 語 が ねじ れ る と い うの は 、

感 想 ・ 創 作 ・ 要 旨な ど 文 章 の 種類 に  

か か わ ら ず 、 よ く見 る 傾 向 で ある 。  

 作 文 指 導 の 時 に 、内 容 の 善 し悪 し だ けで

な く 、文 の書 き 方 に つ いて も 基 本 を 抑える

よ う 指 導 し て い く。  

 ②  

 

 

  ス ピ ー チ に つ いて １ 年 次 か ら学 期 ご

と に 取 り 組 ん で いる 成 果 が 多 尐表 れ て

い る 。  

 テ ー マ を 工 夫 し つつ こ れ か らも 取 り 組ん

で い く  

 

 ③  

 

 

 こ の ３ 項 目 だ けで な く 、 内 容の 読 み

取 り に 関 す る 項 目に つ い て は 全体 的 に

よ く で き て い る 。  

 さ ら に 読 解 力 が 高ま る よ う 、授 業 で も意

識 し て 読 み 取 り に取 り 組 む ほ か、読 書を勧

め た り 、 新 聞 を 活用 し た り す る。  

 ④  

 

 

 

 

  ７ 一 の 短 歌 の 形式 に 関 す る 設問 の 正

答 率 が か な り 低 いが 、 ま だ 短 歌に つ い

て 学 習 し て い な いの で や む を えな い 。  

そ の 他 の 短 歌 や 古典 に 関 す る 設問 に 関

し て は そ れ な り にで き て い る 。  

古 典 教 材 は 多 く ない が 、音読・朗 読 や想

像 力 を 駆 使 し て 内容 を 読 み 取 るこ と を 重

視 し 、歴 史や 文 化 へ の 関心 を 高 め る きっか

け に も し た い 。  

 

 ⑤  

 

 

 

 

 

 

  読 み は よ く で きて い る が 、 書き 取 り

が 不 十 分 で あ る 。  

 

 

 

 

 

  読 解 な ど が よ くで き る 割 に 漢字 が 弱 い

と い う の は 、長年 続 い た 傾向 で あ る 。その

た め 、授 業 で 毎時 間 漢 字 に取 り 組 む 他、小

テ ス ト を 頻 繁 に やっ た り、朝 学 習 で も取り

組 ん で い る の も 関わ ら ず、な か な か 成果が

上 が ら な い 。これ か ら も、漢 字 力 の 向上を

め ざ し て 、 地 道 に取 り 組 ん で いく 。  

 ⑥  

 

 

 

 

 

 語 彙 が 豊 富 で は ない 。  

 

 

 

 

 

  国 語 辞 典 は 積 極的 に 使 う よ うに し て い

る が 、全 体 的 に語 彙 や 、語 句 に つ い ての知

識 が 貧 弱 で あ る。教 材 を扱 う と き に 内容の

読 み 取 り に 力 を 入れ る だ け で なく 、語句の

意 味 や 使 い 方 も 意識 的 に 指 導 する と と も

に 、 読 書 ・ 新 聞 の活 用 を す す める 。  

 ⑦  

 

 

 

 資 料 や 文 章 の 内 容を 読 み 取 った 後 、そ

れ を 応 用 し て 表 現す る 力 が 弱 い。  

 

 

資 料 を 基 に 説 明 文を 書 い た り、口 頭 で説

明 す る 機 会 を 設 けた り 、資 料 を 基 に 自分の

考 え を ま と め て スピ ー チ す る など を 取 り

入 れ て い き た い 。   

 


