
埼
玉
県
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
中
学
校
）
書
く
こ
と 

  

 

    

【
資
料
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
書
く
問
題
】
レ
ベ
ル
11
・
12 

１ 

次
の
問
題
を
解
き
な
さ
い
。 

 
 

中
学
生
の
佐
藤
さ
ん
は
、
国
語
の
授
業
で
「
日
本
語
」
を
テ
ー
マ
に
、
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
普
段
耳
に
す
る
日
本
語
の
使
い
方
の
中
で
、
気
に
な
っ
た
こ
と
や
興
味
を
持
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。
佐
藤
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                       

文
化
庁 

        

復
習
シ
ー
ト 

第
三
学
年 

国
語 

 
 

組 

番

号 

名

前 

あ
な
た
は
「
食
べ
ら
れ
な
い
」
？
「
食
べ
れ
な
い
」
？ 

 
 
 
 

佐
藤 

花
子 

 

先
日
、
自
宅
で
「
も
う
食
べ
れ
な
い
よ
。」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
祖
母
に
「『
食
べ
れ
な
い
』
で
は

な
く
て
、『
食
べ
ら
れ
な
い
』
が
正
し
い
よ
。」
と
訂
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
国
語
の
授
業
で

書
い
た
作
文
で
も
担
当
の
先
生
に
「
『
ら
抜
き
言
葉
』
は
や
め
ま
し
ょ
う
」
と
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
が
普
段
気
が
つ
か
ず
に
つ
か
っ
て
い
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
つ
い
て

調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
「
い
わ
ゆ
る
『
ら
抜
き
言

葉
』
と
は
可
能
の
意
味
の
『
見
ら
れ
る
』『
来
ら
れ
る
』
等
を
『
見
れ
る
』『
来
れ
る
』
の
よ
う
に
言

う
言
い
方
の
こ
と
で
、
話
し
言
葉
の
世
界
で
は
昭
和
初
期
か
ら
現
れ
、
戦
後
更
に
増
加
し
た
も
の
で

あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
い
方
は
現
時
点
で
は
な
お
共
通
語
に
お
い
て
は
誤
り
と

さ
れ
、
少
な
く
と
も
新
聞
等
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。」
と
あ
り
ま
し
た
。 

 

次
に
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
の
人
が
「
ら
抜
き
言
葉
」
を

使
っ
て
い
る
の
か
調
べ
ま
し
た
。
文
化
庁
の
平
成
27
年
国
語

に
関
す
る
世
論
調
査
で
は
、
資
料
１
の
通
り
、
全
体
で
は
六

割
の
人
が
「
食
べ
ら
れ
な
い
」
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
年
代

別
に
見
て
み
る
と
、
16
歳
か
ら
19
歳
の
人
の
半
数
近
く
が

「
食
べ
れ
な
い
」
を
使
っ
て
い
る
が
、
50
代
以
上
で
は
三
割

未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
「
食
べ
れ
な
い
」
と
い
う
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う

か
ど
う
か
は
、
世
代
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。 

私
は
、
新
聞
等
で
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
や
は
り
正
し
い
日
本
語
を
使
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
使
わ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

み
な
さ
ん
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
人
が
増
え
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。
み
な
さ
ん
の
考
え
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

 資料１（文化庁『国語に関する世論調査』平成 27年） 

 



（
問
い
）
あ
な
た
は
、
佐
藤
さ
ん
の
発
表
を
聞
い
て
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な

た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
後
の
注
意
に
従
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。 

 

（
注
意
） 

１
．
第
一
段
落
に
は
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
こ
と
に
対
し
て
賛
成
か
反
対
か
、
ど
ち
ら
の
立
場
で
あ

る
か
を
書
く
こ
と
。 

２
．
第
二
段
落
以
降
に
、
賛
成
ま
た
は
反
対
の
理
由
を
、
自
分
の
体
験
（
見
た
こ
と
や
聞
い
た
こ
と
な
ど

も
含
む
）
を
ふ
ま
え
て
書
く
こ
と
。 

３
．
文
章
は
十
三
行
以
上
十
五
行
以
内
で
書
く
こ
と
。 

４
．
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
、
文
字
・
仮
名
遣
い
も
正
確
に
書
く
こ
と
。 

５
．
題
名
・
氏
名
は
書
か
ず
、
一
行
目
か
ら
本
文
を
書
く
こ
と
。 

 

 



埼
玉
県
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
中
学
校
）
書
く
こ
と 

  

 

    

【
資
料
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
書
く
問
題
】
レ
ベ
ル
11
・
12 

１ 

次
の
問
題
を
解
き
な
さ
い
。 

 
 

中
学
生
の
佐
藤
さ
ん
は
、
国
語
の
授
業
で
「
日
本
語
」
を
テ
ー
マ
に
、
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
普
段
耳
に
す
る
日
本
語
の
使
い
方
の
中
で
、
気
に
な
っ
た
こ
と
や
興
味
を
持
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。
佐
藤
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                       

文
化
庁 

        

復
習
シ
ー
ト 

第
三
学
年 

国
語 

 
 

組 

番

号 

名

前 

 

模
範
解
答 

あ
な
た
は
「
食
べ
ら
れ
な
い
」
？
「
食
べ
れ
な
い
」
？ 

 
 
 
 

佐
藤 

花
子 

 

先
日
、
自
宅
で
「
も
う
食
べ
れ
な
い
よ
。」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
祖
母
に
「『
食
べ
れ
な
い
』
で
は

な
く
て
、『
食
べ
ら
れ
な
い
』
が
正
し
い
よ
。」
と
訂
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
国
語
の
授
業
で

書
い
た
作
文
で
も
担
当
の
先
生
に
「
『
ら
抜
き
言
葉
』
は
や
め
ま
し
ょ
う
」
と
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
が
普
段
気
が
つ
か
ず
に
つ
か
っ
て
い
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
つ
い
て

調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
「
い
わ
ゆ
る
『
ら
抜
き
言

葉
』
と
は
可
能
の
意
味
の
『
見
ら
れ
る
』『
来
ら
れ
る
』
等
を
『
見
れ
る
』『
来
れ
る
』
の
よ
う
に
言

う
言
い
方
の
こ
と
で
、
話
し
言
葉
の
世
界
で
は
昭
和
初
期
か
ら
現
れ
、
戦
後
更
に
増
加
し
た
も
の
で

あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
い
方
は
現
時
点
で
は
な
お
共
通
語
に
お
い
て
は
誤
り
と

さ
れ
、
少
な
く
と
も
新
聞
等
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。」
と
あ
り
ま
し
た
。 

 

次
に
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
の
人
が
「
ら
抜
き
言
葉
」
を

使
っ
て
い
る
の
か
調
べ
ま
し
た
。
文
化
庁
の
平
成
27
年
国
語

に
関
す
る
世
論
調
査
で
は
、
資
料
１
の
通
り
、
全
体
で
は
六

割
の
人
が
「
食
べ
ら
れ
な
い
」
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
年
代

別
に
見
て
み
る
と
、
16
歳
か
ら
19
歳
の
人
の
半
数
近
く
が

「
食
べ
れ
な
い
」
を
使
っ
て
い
る
が
、
50
代
以
上
で
は
三
割

未
満
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
「
食
べ
れ
な
い
」
と
い
う
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う

か
ど
う
か
は
、
世
代
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。 

私
は
、
新
聞
等
で
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
や
は
り
正
し
い
日
本
語
を
使
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
使
わ
な
い
よ
う
に

気
を
付
け
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

み
な
さ
ん
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
人
が
増
え
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。
み
な
さ
ん
の
考
え
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

 資料１（文化庁『国語に関する世論調査』平成 27年） 

 



（
問
い
）
あ
な
た
は
、
佐
藤
さ
ん
の
発
表
を
聞
い
て
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な

た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
後
の
注
意
に
従
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。 

 

（
注
意
） 

１
．
第
一
段
落
に
は
、
ら
抜
き
言
葉
を
使
う
こ
と
に
対
し
て
賛
成
か
反
対
か
、
ど
ち
ら
の
立
場
で
あ
る
か

を
書
く
こ
と
。 

２
．
第
二
段
落
以
降
に
、
賛
成
ま
た
は
反
対
の
理
由
を
、
自
分
の
体
験
（
見
た
こ
と
や
聞
い
た
こ
と
な
ど

も
含
む
）
を
ふ
ま
え
て
書
く
こ
と
。 

３
．
文
章
は
十
三
行
以
上
十
五
行
以
内
で
書
く
こ
と
。 

４
．
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
、
文
字
・
仮
名
遣
い
も
正
確
に
書
く
こ
と
。 

５
．
題
名
・
氏
名
は
書
か
ず
、
一
行
目
か
ら
本
文
を
書
く
こ
と
。 

 

（
解
答
例
） 

                            

 

私
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
う
こ
と 

に
賛
成
で
す
。 

私
は
普
段
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
っ 

て
い
ま
す
。
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
年
代 

が
若
く
な
る
に
つ
れ
て
使
う
人
が
増
え 

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
言
葉
が
変
わ
っ 

て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の 

だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
、「
言
葉
は
生 

き
物
で
あ
る
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り 

ま
す
。
時
代
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
使
わ 

れ
る
言
葉
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ 

う
し
て
文
化
も
進
化
し
て
き
ま
し
た
。 

変
わ
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
。
変
化
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
る
こ 

と
も
必
要
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。 

 

私
は
反
対
で
す
。 

 

私
は
た
ま
に
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使 

っ
て
し
ま
い
、
親
や
先
生
に
指
摘
さ
れ 

ま
す
。
そ
れ
は
、
社
会
に
出
た
と
き
に 

正
し
い
言
葉
を
使
え
な
い
と
恥
ず
か
し 

い
こ
と
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
グ
ラ 

フ
で
は
、
年
齢
が
高
い
人
ほ
ど
「
ら
抜 

き
言
葉
」
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
よ
い 

伝
統
は
守
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。 

そ
れ
は
、
言
葉
遣
い
も
同
じ
で
す
。
若 

者
言
葉
に
流
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社 

会
に
出
た
と
き
に
も
す
べ
て
の
人
に
対 

し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
言
葉
が
使
え
る 

人
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

・
条
件
①
～
③
に
合
っ
て
い
る
か
、
一
つ
一
つ
確
認
し
ま
し
ょ

う
。 

・
特
に
、
自
分
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
書
い
て
い
る
か
、
確
認
し

ま
し
ょ
う
。 

・
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、
教
科

書
な
ど
で
も
う
一
度
点
検
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
で
す
」「
ま
す
」
や
「
だ
」「
で
あ
る
」
の
よ
う
に
、
文
末
表

現
を
そ
ろ
え
ま
し
ょ
う
。 

 



埼
玉
県
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
中
学
校
）
書
く
こ
と 

  

 

     

【
資
料
を
根
拠
と
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
書
く
問
題
】
レ
ベ
ル
11
・
12 

１ 

次
の
問
題
を
解
き
な
さ
い
。 

図
書
委
員
会
で
、
読
書
を
し
な
い
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
読
書
を
す
る
こ
と
を
呼

び
か
け
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
に
示
す
の
は
、
Ａ
中
学
校
に
お
け
る
「
読
書
量
が
減
っ

て
い
る
理
由
」「
読
書
を
す
る
こ
と
の
良
い
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
す
。 

 

                     

      

復
習
シ
ー
ト 

第
三
学
年 

国
語 

 
 

組 

番

号 

名

前 

 

3.6 

6.6 

8.5 

21.8 

26.3 

51.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

良い本の選び方がわからない

読書の必要性を感じない

魅力的な本が減っている

テレビの方が魅力である

情報機器に時間がとられる

忙しくて読む時間がない

資料１ 読書量が減っている理由（％）

4.1 

4.5 

11.2 

25.5 

26.4 

31.3 

38.3 

40.0 

61.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

国語の成績が良くなる

流行に遅れずにいられる

他の人と話題が共有できる

楽しく時間を過ごせる

感動を味わえる

想像力や空想力を養える

豊かな言葉や表現を学べる

感性が豊かになる

新しい知識や情報が得られる

資料２ 読書をすることの良いところ（％）

※複数回答

※複数回答 



 
（
問
い
） 

【
資
料
１
】【
資
料
２
】
を
見
て
、
あ
な
た
な
ら
図
書
委
員
と
し
て
、
今
後
読
書
を
す
る
人
が
増
え
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
「
読
書
の
良
さ
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
か
。
あ
な
た

の
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
次
の
条
件
１
か
ら
３
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。 

 

条
件
１ 

二
段
落
構
成
で
、
七
行
以
上
、
九
行
以
内
で
書
く
こ
と
。 

条
件
２ 

一
段
落
目
に
は
、
ど
の
よ
う
な
「
読
書
の
良
さ
」
を
紹
介
し
て
い
く
か
、
考
え
を
明
確
に
し

て
書
く
こ
と
。 

条
件
３ 

二
段
落
目
に
は
、
そ
の
理
由
を
【
資
料
１
】【
資
料
２
】
の
内
容
に
触
れ
て
、
具
体
的
に
書
く

こ
と
。 

  

                 

           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

７行 ９行 



埼
玉
県
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
中
学
校
）
書
く
こ
と 

  

 

     

【
資
料
を
根
拠
と
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
書
く
問
題
】
レ
ベ
ル
11
・
12 

１ 

次
の
問
題
を
解
き
な
さ
い
。 

図
書
委
員
会
で
、
読
書
を
し
な
い
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
読
書
を
す
る
こ
と
を
呼

び
か
け
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
に
示
す
の
は
、
Ａ
中
学
校
に
お
け
る
「
読
書
量
が
減
っ

て
い
る
理
由
」「
読
書
を
す
る
こ
と
の
良
い
と
こ
ろ
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
す
。 

 

                     

      

 

復
習
シ
ー
ト 

第
三
学
年 

国
語 

 
 

組 

番

号 

名

前 

3.6 

6.6 

8.5 

21.8 

26.3 

51.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

良い本の選び方がわからない

読書の必要性を感じない

魅力的な本が減っている

テレビの方が魅力である

情報機器に時間がとられる

忙しくて読む時間がない

資料１ 読書量が減っている理由（％）

4.1 

4.5 

11.2 

25.5 

26.4 

31.3 

38.3 

40.0 

61.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

国語の成績が良くなる

流行に遅れずにいられる

他の人と話題が共有できる

楽しく時間を過ごせる

感動を味わえる

想像力や空想力を養える

豊かな言葉や表現を学べる

感性が豊かになる

新しい知識や情報が得られる

資料２ 読書をすることの良いところ（％）

※複数回答

 

模
範
解
答 

※複数回答 



 
（
問
い
） 

【
資
料
１
】【
資
料
２
】
を
見
て
、
あ
な
た
な
ら
図
書
委
員
と
し
て
、
今
後
読
書
を
す
る
人
が
増
え
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
「
読
書
の
良
さ
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
か
。
あ
な
た

の
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
次
の
条
件
１
か
ら
３
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。 

 

条
件
１ 

二
段
落
構
成
で
、
七
行
以
上
、
九
行
以
内
で
書
く
こ
と
。 

条
件
２ 

一
段
落
目
に
は
、
ど
の
よ
う
な
「
読
書
の
良
さ
」
を
紹
介
し
て
い
く
か
、
考
え
を
明
確
に
し

て
書
く
こ
と
。 

条
件
３ 

二
段
落
目
に
は
、
そ
の
理
由
を
【
資
料
１
】【
資
料
２
】
の
内
容
に
触
れ
て
、
具
体
的
に
書
く

こ
と
。 

 

                 

正
答
例 

 

読
書
は
「
想
像
力
や
空
想
力
を
養
え 

る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
く
。 

 

読
書
を
し
な
い
理
由
と
し
て
、「
テ 

レ
ビ
の
方
が
魅
力
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、 

読
書
は
、
そ
の
作
品
の
世
界
を
自
由
に 

想
像
で
き
る
の
で
、
テ
レ
ビ
で
は
で
き 

な
い
想
像
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
が
で 

き
る
。
想
像
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
知 

れ
ば
、
読
書
を
し
た
く
な
る
と
思
う
。 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

資
料
２
の
内
容
を
も
と
に
、「
読
書
の
良
さ
」

を
考
え
ま
し
ょ
う
。
紹
介
し
た
い
理
由
は
、

資
料
１
と
関
連
づ
け
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。 

 

う
ま
く
書
け
な
か
っ
た
と
き
は
、
右
の
用

紙
を
使
っ
て
正
答
例
な
ど
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
も
う
一
度
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

７行 ９行 


