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①
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」っ
て
何
？

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
が
実
施
す
る
「
生

徒
の
学
習
到
達
度
調
査
（P

ro
g
ram
m
e
fo
r
Interna-

tio
nal
S
tud
ent
A
ssessm

ent

）」
の
こ
と
で
す
。
頭

文
字
を
と
っ
て
「
ピ
サ
」
ま
た
は
「
ピ
ザ
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
義
務
教
育
修
了
段
階
の
15
歳
児
を
対
象
に
、
２
０
０

０
年
か
ら
３
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
０
６

年
の
調
査
に
は
57
の
国
や
地
域
か
ら
40
万
人
が
参
加
し
ま

し
た
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、「
読
解
力
」「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」

「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
主
要
３
分
野
と
し
て
調
査
し

ま
す
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
は
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
の
「
読
解
力
」
分
野
で
求
め
ら
れ
る
力
を
意
味
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
調
査
の
目
的
は
、
義
務
教
育
で
身
に
付
け

た
知
識
や
技
能
を
、
実
生
活
の
様
々
な
場
面
で
直
面
す
る

課
題
に
ど
の
程
度
「
活
用
」
で
き
る
か
を
評
価
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

9
②
な
ぜ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
？

日
本
は
２
０
０
３
年
の
調
査
で
、「
読
解
力
」
分
野
の

得
点
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
程
度
ま
で
低
下
し
、
順
位
も
２
０

０
０
年
の
８
位
か
ら
14
位
に
ま
で
下
が
る
な
ど
、
課
題
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
受
け
て
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
の
が
、

２
０
０
５
年
12
月
の
「
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で

す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」

を
高
め
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
施
策
や
指
導
の
あ
り
方

が
提
言
さ
れ
て
お
り
、
特
に
今
後
の
戦
略
と
し
て
「
学
習

指
導
要
領
の
見
直
し
」
や
「
全
国
学
力
調
査
の
活
用
・
改

善
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
今
後
の
学
校
教
育
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
「
読
解
力
」
の
考
え
方
が
深
く
影
響
し
て
く
る
こ
と
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

③
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
は
、

従
来
の
「
読
解
力
」
と
ど
う
違
う
の
？

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、「
読
解
力
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し

て
い
ま
す
。

自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を

発
達
さ
せ
、効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
、書
か

れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、利
用
し
、熟
考
す
る
能
力

こ
の
た
め
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の「
読
解
力
」の
問
題
で
は
、

「
情
報
の
取
り
出
し
」「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」の
３
つ
の
観

点
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

（
３
〜
４
ペ
ー
ジ
で
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。）

P I S A 型
「読解力」

●
基
本
を
お
さ
ら
い

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型「
読
解
力
」

3
つ
の
ポ
イ
ン
ト

イラスト｜タムラサリー



ま
た
、「
テ
キ
ス
ト
」
に
は
、
文
学
的
文
章
や
説
明
的

文
章
な
ど
だ
け
で
な
く
、
図
や
グ
ラ
フ
、
表
な
ど
も
含
ま

れ
ま
す
。

従
来
の
「
読
解
力
」
と
い
う
語
が
、
主
に
文
章
か
ら
情

報
を
取
り
出
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の

対
象
が
文
章
や
図
、
グ
ラ
フ
な
ど
多
様
で
あ
る
こ
と
、
読

み
取
っ
た
こ
と
か
ら
さ
ら
に
考
え
を
深
め
た
り
（
思
考

力
）、
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
（
判
断
力
）
ま
で
を
含
ん

で
い
る
の
が
、
大
き
な
特
徴
と
言
え
ま
す
。

★
「
表
現
力
」
も
欠
か
せ
な
い
ポ
イ
ン
ト

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
調
査
で
は
、
出
題
の
約
４
割
を
自
由
記
述

形
式
が
占
め
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
自
由
記
述
問
題
の
無

答
率
が
特
に
高
い
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

『
読
解
力
』
の
課
題
が
『
読
む
力
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
書

く
力
』
や
、
特
に
『
考
え
る
力
』
と
関
連
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
」、「『
考
え
る
力
』
を
中
核
と
し
て
、

『
読
む
力
』『
書
く
力
』
を
総
合
的
に
高
め
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、【
各
学
校
で
求
め
ら
れ
る
改
善

の
具
体
的
な
方
向
】
に
つ
い
て
、
３
つ
の
重
点
目
標
を
掲

げ
て
い
ま
す
。

◎
テ
キ
ス
ト
を
理
解
・
評
価
し
な
が
ら
読
む
力
を
高
め

る
取
組
の
充
実

◎
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
力
を
高

め
る
取
組
の
充
実

◎
様
々
な
文
章
や
資
料
を
読
む
機
会
や
、
自
分
の
意
見

を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
機
会
の
充
実

9
つ
ま
り
、
情
報
の
読
み
取
り
、
解
釈
、
熟
考
・
評
価
に

加
え
て
、
熟
考
し
た
こ
と
を
「
表
現
す
る
」
力
も
重
要
視

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

２
０
０
７
年
４
月
に
実
施
さ
れ
た
文
部
科
学
省
「
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
「
Ｂ
（
活
用
）
問
題
」
で

も
、
自
由
記
述
問
題
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

「
表
現
力
」
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
そ
う
で
す
。

現在、各地の小学校でＰＩＳＡ型「読解力」の研究が広まりつつあります。
しかし、ＰＩＳＡ型「読解力」とは、実際どのような力を意味するのでしょ
うか。次の学習指導要領のキーワードにもなっている「思考力」「判断
力」「表現力」などとは、関係があるのでしょうか？　まずは、ＰＩＳＡ型
「読解力」の基本に立ち返って、考えてみましょう。
次のページでは、各地の研究校で指導に当たられている広島大学大学
院教授・角屋重樹先生に、ＰＩＳＡ型「読解力」を育成する学習指導につ
いて解説をしていただきます。また後半では、日常の学習指導にすぐに
取り入れられる、実践校の取り組みや指導の工夫をご紹介します。

2

次
の
ペ
ー
ジ
は
、
角
屋
重
樹
先
生
の
解
説
で
す
。

2
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．

3

は
じ
め
に

『
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る
学

習
指
導
』
と
い
う
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
現
在
、

話
題
に
な
っ
て
い
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」

を
育
成
す
る
た
め
の
学
習
指
導
の
あ
り
方
を
探

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読

解
力
」
を
育
成
す
る
学
習
指
導
の
在
り
方
を
追

究
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解

力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
力
な
の
か
、
次
に
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
の

か
、
そ
し
て
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を
育

成
す
る
学
習
指
導
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に

し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る
学

習
指
導
の
構
成
視
点
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す

る
。

Ⅰ

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
は

ど
の
よ
う
な
力
か

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
は
、
次
の
３
つ

の
力
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

A
情
報
の
取
り
出
し
…
テ
キ
ス
ト
の
中
の
情

報
を
取
り
出
す
力

B
解
釈
…
書
か
れ
た
情
報
か
ら
推
論
し
て
意

味
を
理
解
す
る
力

C
熟
考
・
評
価
…
書
か
れ
た
情
報
を
自
ら
の

知
識
や
経
験
に
位
置
づ
け
る
力

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

こ
の「
読
解
力
」は
情
報
を
処
理
し
た
り
、
問

題
を
解
決
し
て
い
く
力
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

え
方
」
と
い
う
節
に
お
い
て
、「
f
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
」
と
い
う
項
目
が

あ
る
。
こ
の
項
目
の
第
１
段
落
に
お
い
て
、

「
３
　
で
示
し
た
子
ど
も
の
学
力
に
関
す
る
各

種
の
調
査
の
結
果
は
、
い
ず
れ
も
知
識
・
技
能

の
活
用
な
ど
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
に

課
題
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
第
２
段
落
に
お
い
て
、「
現
在
の
各

教
科
の
内
容
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
読
解
力
や
数

学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
評

価
の
枠
組
み
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
、
…
（
中

略
）
…
知
識
・
技
能
の
活
用
な
ど
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
学
習
活

動
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
試
み
た
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
類
は
次
の
も
の

で
あ
る
。

①
体
験
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る

②
事
実
を
正
確
に
理
解
し
伝
達
す
る

③
概
念
・
法
則
・
意
図
な
ど
を
解
釈
し
、
説

明
し
た
り
活
用
し
た
り
す
る

④
情
報
を
分
析
・
評
価
し
、
論
述
す
る

⑤
課
題
に
つ
い
て
、
構
想
を
立
て
実
践
し
、

評
価
・
改
善
す
る

⑥
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
い
、
自
ら
の
考
え

や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
前
項
の
「
情
報
の

取
り
出
し
」「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う

力
と
対
応
さ
せ
る
と
、
表
①
の
よ
う
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
①
〜
⑥
は
、「
情
報
の
取
り
出
し
」

「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う
３
種
の
力
に

思考力・判断力・表現力を育むための学習活動 C
熟考・評価

B
解釈

A
情報の取り出し

⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる ● ●

⑤課題について、構想を立て実践し、評価・改善する ● ● ●

④情報を分析・評価し、論述する ●

③概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする ● ●

②事実を正確に理解し伝達する ● ●

①体験から感じ取ったことを表現する ● ●

PISA型「読解力」を
育成する学習指導
文●角屋重樹

Ⅱ
　
な
ぜ
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
か

な
ぜ
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
が
必
要

と
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、「
教
育

課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と

め
」
を
調
べ
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。

「
５
　
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
基
本
的
な
考

＜表①＞

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
重
み
を
か
け
た
も
の
と
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
情
報
の
取
り
出
し
」

「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
と
い
う
３
種
の
力
の

育
成
は
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育

成
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。



問
題
解
決
活
動
に
お
い
て
問
題
解
決
の
た

め
の
見
通
し
を
発
想
す
る
力
で
あ
る
、
現

象
と
既
有
の
知
識
を
関
係
づ
け
た
り
、
現

象
が
生
じ
る
要
因
あ
る
い
は
原
因
を
発
想

す
る
力
を
育
成
す
る
。

③
熟
考
・
評
価
す
る
力
を
育
成
す
る
。
具
体

的
に
は
、
問
題
解
決
活
動
に
お
い
て
実
行

し
た
結
果
を
、
見
通
し
や
解
決
方
法
と
の

関
係
で
検
討
す
る
力
を
育
成
す
る
。

●
参
考
文
献

（
１
）文
部
科
学
省
、
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
〜
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
調
査
（
読
解
力
）
の
結
果
分
析
と
改
善
の
方
向
〜

（
平
成
17
年
12
月
）

（
２
）中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会

「
教
育
課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」

（
平
成
19
年
11
月
７
日
）

Ⅲ
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を

育
成
す
る
学
習
指
導

A
情
報
の
取
り
出
し
、B
解
釈
、C
熟
考
・
評

価
と
い
う
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型「
読
解
力
」は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、情
報
を
処
理
し
た
り
、あ
る
い
は
問

題
を
解
決
し
て
い
く
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ

こ
で
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
問
題
解
決

過
程
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

（
１
）Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
と
問
題
解
決
過
程

前
述
の
A
〜
C
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
問
題
解
決

の
各
過
程
と
次
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
あ
る
と

考
え
る
。
問
題
解
決
活
動
は
、
子
ど
も
が
文
章

や
映
像
、
図
表
、
現
象
等
に
働
き
か
け
、
問
題

を
見
い
だ
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
文
章
や
映

像
、
図
表
、
現
象
等
か
ら
問
題
を
見
い
だ
す
こ

と
が
、
情
報
の
取
り
出
し
に
対
応
す
る
。
次

に
、
子
ど
も
は
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
原

因
や
要
因
で
あ
る
見
通
し
を
発
想
し
、
そ
の
見

通
し
の
真
偽
を
検
討
す
る
た
め
に
、
解
決
方
法

を
立
案
し
、
実
行
す
る
。
見
通
し
の
発
想
、
解

決
方
法
の
立
案
、
実
行
は
、
解
釈
に
対
応
す

る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
は
実
行
し
た
結
果
を
、

見
通
し
や
解
決
方
法
と
の
関
係
で
検
討
す
る
。

こ
の
こ
と
が
、
熟
考
・
評
価
に
対
応
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

q

文
章
や
映
像
、
図
表
、
現
象
等
か
ら
問

題
を
見
い
だ
す
…
A
情
報
の
取
り
出
し

w

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
見
通
し
の
発

想
、
解
決
方
法
の
立
案
、
実
行
…
B
解
釈

e

解
決
方
法
の
結
果
を
、
見
通
し
や
解
決

方
法
と
の
関
係
で
検
討
…
C
熟
考
・
評
価

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

そ
こ
で
、
q
〜
e
あ
る
い
は
、
A
〜
C
の
そ

れ
ぞ
れ
の
力
を
育
成
す
る
工
夫
を
、
以
下
に
考

え
よ
う
。

（
２
）Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る
工
夫

q

問
題
を
見
い
だ
す
力
の
育
成

問
題
を
見
い
だ
す
た
め
に
は
、
ま
ず
、
子
ど

も
が
直
面
し
て
い
る
文
章
や
映
像
、
図
表
、
現

象
等
に
つ
い
て
、
現
象
ど
う
し
、
あ
る
い
は
現

象
と
既
有
の
知
識
と
の
間
に
違
い
を
見
い
だ
す

こ
と
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
自
然
現
象
を

例
に
す
る
と
、
枯
れ
た
植
物
と
枯
れ
て
い
な
い

植
物
を
観
察
し
、
両
者
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と

か
ら
、
子
ど
も
は
現
象
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な

原
因
（
要
因
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
を
考
え

る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
象
の
違
い
に
気
づ
く
た
め
に

は
、
比
較
の
基
準
が
必
要
で
、
そ
の
基
準
と
な

る
も
の
と
現
象
と
を
比
べ
る
力
が
大
切
に
な

る
。
ま
た
、
比
較
す
る
と
い
う
場
合
、「
何
と

何
を
」
比
べ
て
い
る
の
か
が
不
明
確
な
こ
と
が

多
い
。
こ
の
た
め
、
比
較
の
視
点
と
対
象
が
明

確
に
な
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
も
大
切
な
こ

と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
情
報
の
取
り
出
し
と
し

て
の
問
題
を
見
い
だ
す
力
を
育
成
す
る
た
め
に

は
、
直
面
し
て
い
る
現
象
や
現
象
ど
う
し
、
あ
る

い
は
、
現
象
と
既
有
の
知
識
と
の
間
の
違
い
に

気
づ
く
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
と
い
え
る
。

w

見
通
し
を
発
想
し
、
解
決
方
法
を
立
案
、

実
行
す
る
力
の
育
成

見
通
し
を
発
想
す
る
た
め
、
子
ど
も
が
、
生

起
し
て
い
る
現
象
と
既
有
の
知
識
と
を
関
係
づ

け
、
そ
の
現
象
が
生
じ
る
原
因（
要
因
）を
考
え

出
す
こ
と
に
な
る
。し
た
が
っ
て
、解
釈
す
る
力

と
し
て
、問
題
解
決
の
た
め
の
見
通
し
を
発
想

す
る
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
現
象
と
既
有

の
知
識
を
関
係
づ
け
、現
象
が
生
じ
る
原
因（
要

因
）を
発
想
で
き
る
こ
と
が
大
切
と
い
え
る
。

ま
た
、
熟
考
・
評
価
す
る
た
め
に
、
実
行
結

果
を
見
通
し
や
解
決
方
法
で
検
討
す
る
の
で
、

見
通
し
を
図
や
表
を
用
い
て
表
示
す
る
力
を
育

成
す
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
。

e

実
行
結
果
を
、
見
通
し
や
解
決
方
法
と
の

関
係
で
検
討
す
る
力
の
育
成

実
行
し
た
結
果
を
、
見
通
し
や
解
決
方
法
と

の
関
係
で
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
言
語

や
図
、
表
で
表
示
し
た
見
通
し
と
解
決
方
法
の

実
行
結
果
を
比
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
に
よ

り
、
子
ど
も
は
見
通
し
や
解
決
方
法
を
評
価
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

Ⅳ
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る

学
習
指
導
の
構
成
視
点

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
「
読
解
力
」
を
育
成
す
る
学
習
指
導
の
構
成

視
点
と
し
て
、
以
下
の
３
点
を
列
挙
で
き
る
。

①
情
報
を
取
り
出
す
力
を
育
成
す
る
。
具
体

的
に
は
、
問
題
解
決
活
動
に
お
い
て
問
題

を
見
い
だ
す
力
を
育
成
す
る
た
め
、
直
面

す
る
現
象
に
つ
い
て
現
象
ど
う
し
、
あ
る

い
は
、
現
象
と
既
有
の
知
識
と
の
間
の
違

い
に
気
づ
く
力
を
育
成
す
る
。

②
解
釈
す
る
力
を
育
成
す
る
。
具
体
的
に
は
、

かどや・しげき●1949年三重県生まれ。広
島大学大学院教育学研究科教科教育学（理
科教育）専攻博士課程単位取得退学。博士
（教育学）。広島大学大学院教育学研究科教
授。宮崎大学教育学部助教授、文部省初等
中等教育局教科調査官等を経て2001年よ
り現職。主な著書：『子供を理科好きにす
る授業入門』（小学館）、『これからの教育
のデザインと評価』（教育出版）他多数。

角
屋
重
樹
先
生

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

PISA型「読解力」

次
の
ペ
ー
ジ
で
は
、

授
業
へ
の

取
り
入
れ
方
を

ご
紹
介
し
ま
す
！

4



5

授 業の 工 夫

広
島
県
東
広
島
市
立
西
条
小
学
校

北
村
由
美
子
先
生

国
語

本
校
で
は
、「
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い

て
自
分
の
考
え
を
書
く
力
を
高
め
る
取

り
組
み
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
実
践

を
し
て
い
ま
す
。

●
多
様
な
テ
キ
ス
ト
か
ら

知
識
や
情
報
を
整
理
す
る

例
え
ば
、
立
松
和
平
著
『
海
の
い
の

ち
』
を
題
材
に
し
た
授
業
で
は
、
立
松

氏
の
６
つ
の
作
品
を
読
み
比
べ
て
、
作

品
に
書
か
れ
て
い
る
「
い
の
ち
」
に
つ

い
て
、
関
連
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
関
連
図
に
整
理
し
た
自
分

の
考
え
を
も
と
に
、
作
者
の
「
い
の
ち
」

に
対
す
る
思
い
を
全
体
交
流
し
、
考
え

を
深
め
ま
し
た
。
交
流
の
際
に
は
、
叙

述
を
も
と
に
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え

た
の
か
」「
自
分
の
考
え
は
こ
れ
で
よ

い
の
か
」
を
検
討
さ
せ
ま
す
。
交
流
を

通
し
て
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
の
キ
ー

ワ
ー
ド
が
導
き
出
さ
れ
、
自
分
の
考
え

が
深
ま
り
ま
し
た
。

●
知
識
や
情
報
を
活
用
し
て

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

交
流
し
た
こ
と
を
も
と
に
、「
い
の

ち
」に
対
す
る
自
分
の
思
い
を
詩
で
ま

と
め
る
活
動
に
つ
な
げ
ま
し
た
。
ま
た
、

学
習
の
前
と
後
の
「
い
の
ち
」
に
対
す

る
思
い
の
変
容
を
知
る
た
め
に
、
最
後

に「
自
分
の
思
い
」を
書
き
添
え
ま
し
た
。

児
童
の
詩
に
は
「
命
と
は
永
遠
の
も

の
」「
悲
し
い
も
の
」「
苦
し
み
で
も
あ

る
」「
支
え
ら
れ
て
」「
見
守
ら
れ
て
」

と
い
う
言
葉
が
綴
ら
れ
、
自
分
で
読
み

取
っ
た
こ
と
や
全
体
交
流
に
よ
っ
て
感

じ
た
こ
と
を
詩
の
中
に
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
し
た
。

広
島
県
世
羅
町
立
伊
尾
小
学
校

上
田
早
地
子
先
生

算
数

本
校
で
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」

の
各
段
階
（
情
報
の
取
り
出
し→

解
釈

→

熟
考→

評
価
・
活
用
）
を
、
従
来
の

問
題
解
決
過
程
（
課
題
把
握→

自
力
解

決→

集
団
解
決→

ま
と
め
）
の
流
れ
に

対
応
さ
せ
、
次
の
２
点
を
重
視
し
た
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
自
力
解
決（
解
釈
）時
…
書
く
活
動
の

工
夫
で
自
分
の
考
え
を
持
た
せ
る

問
題
を
解
く
際
、
式
と
答
え
だ
け
を

書
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
考
え
を
絵

や
表
、
図
な
ど
を
使
っ
て
言
葉
で
書
き

表
す
場
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
立
式
を
し
た
の
か
、
そ
の
式

で
何
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
言

葉
で
書
き
表
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
問
題
文
か
ら
関
係
を
読
み
取
り
、

式
は
そ
の
関
係
を
表
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
答
え
が
合
っ
て
い
れ
ば
良
い
の
で

は
な
く
、
答
え
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の

思
考
の
過
程
を
重
視
す
る
の
で
す
。

●
集
団
解
決（
熟
考
）時
…
話
型
を
使
っ

て
互
い
の
考
え
を
練
り
合
い
深
め
る

自
分
の
考
え
が
持
て
た
ら
、
互
い
に

ど
う
い
う
考
え
で
解
決
し
た
の
か
意
見

交
流
し
、
よ
り
良
い
解
決
方
法
を
見
つ

け
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
言
え

ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
児
童

に
は
、
話
型
を
提
示
し
そ
れ
に
沿
っ
て

発
言
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
基
本
的

な
話
型
は
「
私
は
○
○
だ
と
思
い
ま
す
。

理
由
は
…
で
す
」
と
い
う
判
断
と
根
拠

の
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
場
面
に
よ
っ
て

児
童
に
使
わ
せ
た
い
表
現
方
法
を
提
示

し
ま
す
。
発
言
を
苦
手
と
す
る
児
童
に

と
っ
て
は
、
話
型
に
合
わ
せ
て
自
分
の

考
え
を
発
表
で
き
る
の
で
、
発
言
に
対

す
る
抵
抗
感
は
少
な
く
な
る
よ
う
で

す
。

●学習前の「いのち」のとらえ

8詩に込めた「自分の思い」を書き添えさせます。

●学習後の「いのち」のとらえ



PISA型「読解力」

明日からできる

京
都
府
京
都
市
立
翔
鸞
小
学
校

高
宮
佳
彦
先
生

社
会

社
会
科
の
学
習
で
は
、
文
章
や
グ
ラ

フ
・
写
真
・
地
図
な
ど
多
様
な
資
料
を

活
用
し
な
が
ら
学
習
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
連
続

型
・
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
の
両
方
が
資

料
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
教
科
で
す
。

こ
の
教
科
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る

問
題
解
決
的
な
学
習
は
、「
思
考
の
連

続
」
で
す
。
思
考
と
は
、
通
常
は
論
理

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

際
、
何
に
つ
い
て
考
え
る
の
か
（
目
標
）、

ど
の
よ
う
な
事
実
か
ら
考
え
る
の
か

（
学
習
材
）、
ど
の
よ
う
に
し
て
考
え
る

の
か
（
考
え
方
）、
ど
の
よ
う
に
し
て

伝
え
る
の
か
（
表
し
方
）
を
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
論
理
的
に
考
え
る

ひ
と
つ
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に

は
複
数
の
根
拠
が
必
要
で
す
。
複
数
の

根
拠
を
関
連
付
け
な
が
ら
、
い
く
つ
か

の
結
論
を
想
定
し
、
更
に
そ
の
中
か
ら

最
も
論
理
に
か
な
っ
た
ひ
と
つ
を
選
択

す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

そ
の
中
で
意
外
に
指
導
し
き
れ
て
い
な

い
の
は
、「
考
え
方
」
の
指
導
で
す
。

比
較
す
る
・
関
連
づ
け
る
な
ど
と
い
う

方
法
や
、
分
類
す
る
な
ど
の
方
法
を
、

日
常
的
に
指
導

し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

ま
た
、

「
つ
ま
り
」
と
言

う
言
葉
を
使
っ

て
、
複
数
の
事

例
を
挙
げ
た

り
、
複
数
の
事

実
か
ら
わ
か
り
得
た
こ
と
を
ま
と
め
た

り
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
論
理
的
に
表
現
す
る

表
現
活
動
に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
内
だ

け
で
通
用
す
る
よ
う
な
言
い
回
し
や
曖

昧
な
表
現
を
、
聞
き
手
が
勝
手
に
補
足

し
て
理
解
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う

か
。
論
理
的
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
話
の
骨
子
を
組
み
立
て
る
と
と
も

に
、
曖
昧
な
表
現
を
避
け
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
「
こ
の
工
場
は
、
と

て
も
広
い
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、

何
と
比
べ
て
広
い
の
か
、
具
体
的
な
数

値
で
は
い
く
ら
な
の
か
を
明
ら
か
に
さ

せ
ま
す
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
の
指
導
は
、

新
し
い
学
力
観
で
は
な
く
、
指
導
改
善

と
と
ら
え
た
い
も
の
で
す
。

東
京
都
千
代
田
区
立
九
段
小
学
校

福
田
章
人
先
生

理
科

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
の
３
つ
の

側
面
（
①
情
報
の
取
り
出
し
、
②
解
釈
、

③
熟
考
・
評
価
）
は
、
理
科
の
授
業
で

考
え
て
み
る
と
、
問
題
解
決
の
過
程
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
本

校
で
は
、「
①
事
象
か
ら
問
題
を
見
い

だ
す
、
②
解
決
の
見
通
し
を
も
っ
た
仮

説
を
立
て
て
、
そ
の
仮
説
を
検
証
す
る

方
法
を
計
画
し
、
実
験
等
で
検
証
す
る
、

③
予
想
し
た
結
果
と
実
際
に
実
験
等
を

し
た
結
果
を
対
比
し
な
が
ら
問
題
の
結

論
を
導
出
す
る
」
と
い
う
一
連
の
問
題

解
決
的
な
学
習
活
動
を
し
て
い
く
こ
と

が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解
力
」
の
育
成

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
論
理
的
な
思
考
力

が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
ど
の
先
生
で

も
問
題
解
決
的
な
授
業
を
行
い
、
子
ど

も
の
論
理
的
な
思
考
力
を
育
て
て
い
け

る
よ
う
に
、
次
の
２
つ
の
こ
と
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

●
教
師
の
発
問
等
の
定
型
化
を
図
る

発
問
を
定
型
化
し
、
何
度
も
繰
り
返

し
て
い
く
こ
と
で
、
教
師
は
問
題
解
決

の
活
動
を
構
築
し
や
す
く
な
り
、
子
ど

も
は
問
題
解
決
を
し
て
い
く
た
め
の
論

理
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
２
つ
の
事
象

を
提
示
し
な
が
ら
、「
ど
こ
が
違
い
ま

す
か
」「
違
い
が
起
き
た
原
因
は
何
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
、

子
ど
も
自
ら
の
問
題
づ
く
り
へ
と
進
め

る
よ
う
な
発
問
等
を
使
っ
て
い
ま
す
。

●
子
ど
も
に
言
語
技
術
を

身
に
つ
け
さ
せ
る

「
考
え
を
先
に
述
べ
、
必
ず
理
由
も

述
べ
る
」「
主
述
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

呼
応
さ
せ
る
」
等
の
言
語
技
術
も
重
視

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
論
理
的
な
表

現
で
あ
り
、
論
理
的
に
思
考
し
た
り
説

明
し
た
り
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
繰
り
返
し
言
語
技
術
の

指
導
を
積
み
上
げ
て
い
ま
す
。

8「予想どおり、葉が青むらさき色になった。
このことから、…」という型にそってカード
を記入させます。

「
例
え
ば
」

安全なくらしを守るためのしくみについて、
防火と消火に分類して考えさせます。
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