
�

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
〜
』（
東
洋
館

出
版
社
）
の
刊
行
を
見
て
も
、
今
後
の
初
・
中
等
教

育
に
お
い
て
文
部
科
学
省
が
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る

方
向
は
明
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
何
の
た
め
の
「
言
語
活
動
の
充
実
」
か

と
い
う
と
、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育

成
」
の
た
め
で
あ
り
、
国
際
的
に
通
用
す
る
「
キ
ー

コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
を
実
現
す
る
学
力
を
核
と
し
て

い
く
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
が

「
知
識
基
盤
社
会
」
で
あ
る
と
の
認
識
と
、
経
済
協

力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
よ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
、

お
よ
び
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
「
Ｂ
問
題
」

か
ら
派
生
し
て
き
た
課
題
ゆ
え
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
言
語
活
動
の
充
実
が
求
め
る
も
の
は
、

①
論
理
的
思
考
力
、
②
相
互
伝
達
力
、
③
感
性
・
情

緒
の
基
盤
と
し
て
の
内
的
表
出
力
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

　

教
科
横
断
的
な
言
語
活
動
の
充
実
を
推
進
し
て
い

く
中
心
と
な
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
国
語
科
で

あ
る
。
そ
の
国
語
科
に
お
け
る
、「
言
語
」
に
関
連

す
る
事
項
に
も
、
全
教
科
的
な
言
語
活
動
の
充
実
を

支
え
る
基
盤
と
し
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

現〔
言
語
事
項
〕か
ら
新〔
言
語
関
連
事
項
〕へ

　

新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

新
学
習
指
導
要
領
を
語
る
と
き
の
前
提

　

本
稿
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
小
学
校
及
び
中
学

校
国
語
の
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
言
語
」
関

連
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
い
ま
一

度
、
新
学
習
指
導
要
領
の
総
論
部
分
に
立
ち
返
っ
て

み
た
い
。

　

小
学
校
に
お
い
て
平
成
23
年
度
か
ら
、
中
学
校
に

お
い
て
平
成
24
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導

要
領
を
支
え
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
二
〇
〇
八
年

一
月
十
七
日
に
公
表
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申

で
あ
る
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に

つ
い
て
（
答
申
）」（
以
下
、「
改
善
に
つ
い
て
」）
に

示
さ
れ
て
い
る
。「
改
善
に
つ
い
て
」
に
は
、
実
際

に
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
ま
さ
に
て
ん
こ
盛
り

4

4

4

4

4

に
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
核
と
な
る
コ
ン
セ
プ
ト

は
、
次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
図
式
で
理
解
で
き
る
も
の

と
、
本
稿
の
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

世
間
的
、
マ
ス
コ
ミ
的
に
は
、
授
業
時
間
数
の
増

加
、
学
習
内
容
の
復
活
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の

後
退
、
道
徳
教
育
の
方
向
性
へ
の
懸
念
な
ど
が
取
り

ざ
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
周
辺
的
と
ま
で
は
い

わ
な
い
が
、
新
学
習
指
導
要
領
の
中
核
は
あ
く
ま
で

も
、「
キ
ー
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
―
「
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
」
―
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
う

ラ
イ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
言
語
活
動
の
充
実
」
は
、
教
育
内
容
に
関
す
る
主

な
改
善
事
項
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
「
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
は
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教
科
等
を

貫
く
重
要
な
改
善
の
視
点
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。さ
ら
に
こ
こ
だ
け
で
な
く
、「
改
善
に
つ
い
て
」

の
各
所
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

「
言
語
活
動
に
関
す
る
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
の
記

述
例
（
抜
粋
）」
と
い
う
別
文
書
ま
で
が
添
付
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
間
の
言
語
力
育
成
協
力
者
会

議
の
開
催
や
、
文
部
科
学
省
（
二
〇
〇
六
）『
読
解
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〕
項
事
る
す
関
に
質
特
の
語
国
と
化
文
語
言
な
的
統

 

 

ほ
に
」
字
漢

 

言
な
的
統
伝

⑴ 

）」
項
事
語
言
「
の
義
狭
る
れ
さ
用
使

字
漢

　⑵

写
書

　⑶⑴ 

ア 

項
事
る
す
関
に
化
文
語
言
な
的
統
伝

　

 

イ 

項
事
る
す
関
に
徴
特
や
り
ま
き
の
葉
言

　

 

ウ 

項
事
る
す
関
に
字
文

項
事
る
す
関
に
写
書

　
　⑵

「改善について」から「新学習指導要領」の中核はこのように理解できる

キーコンピテンシー

思考力・判断力・表現力等の育成

言語活動の充実

学

習

活

動

知的活動 コミュニケーション 感性・情緒

論理的思考力 相互伝達力

言語能力

内的表出力

知識基盤社会 PISA 調査
B 問題（活用）

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。
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語
文
化
に
関
す
る
事
項
」の
新
設
で
あ
る
。
た
だ
し
、

実
際
的
に
は
新
設
と
い
う
よ
り
、
現
行
で
「
読
む
こ

と
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
古
典
学

習
が
、「
読
む
こ
と
」を
離
れ
て
こ
こ
に
移
動
さ
れ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
な
が
ら
、
領
域
を
離

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
古
典
教
材
の
扱
い
方
も
、
変

わ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
項
目
名
は
長
い
の
で
、
な
ん
ら

か
の
通
称
が
必
要
と
思
う
が
、
今
後
ど
う
呼
ぶ
か
に

つ
い
て
は
ま
だ
不
透
明
で
あ
る
。
現
行
の
学
習
指
導

要
領
の
用
語
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
、
全
体
を
一
事
項

と
し
て
の
「
言
語
事
項
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
、

「
古
典
」
と
「
言
語
事
項
」
と
い
う
く
く
り
方
と
し

て
ど
う
も
落
ち
着
か
な
い
。「
言
語
事
項
」
と
い
う

呼
称
は
、
や
は
り
「
⑴
イ�

言
葉
の
き
ま
り
や
特
徴

に
関
す
る
事
項
」
に
対
し
て
が
ふ
さ
わ
し
い
感
じ
が

す
る
。
そ
こ
で
、
事
項
全
体
に
対
し
て
は
、〔
言
語

関
連
事
項
〕
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
、
す
っ
き
り
と
整
理
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

伝
統
的
言
語
文
化
事
項
の
課
題

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
三
領
域
の
学
習
内

容
に
つ
い
て
、
言
語
活
動
例
が
明
示
さ
れ
た
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。
事
項
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
な
い
が
、
小
学
校
の
伝
統
的
言
語
文
化
事
項
に
関

し
て
は
、
実
質
的
に
そ
れ
が
含
ま
れ
た
表
示
に
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
低
学
年
で
は
、

　

昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み

聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ

と
。

と
あ
る
が
、「
昔
話
・
神
話
・
伝
承
」
と
い
う
素
材

に
対
し
て
、「
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
」「
発
表
し
合
う
」

と
い
う
言
語
活
動
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
素
材
と
言
語
活
動
を
表
に
ま
と
め
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

学　

年

素　

材

言
語
活
動

低
学
年

昔
話
・
神
話
・
伝
承

読
み
聞
か
せ

発
表

中
学
年

文
語
調
の
短
歌
・
俳
句

音
読
・
暗
唱

慣
用
句
・
故
事
成
語

高
学
年

親
し
み
や
す
い
古
文
・

漢
文
・
近
代
文
語
文

音
読

古
典
に
つ
い
て
の
解
説

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・
素
材
の
発
掘

「
昔
話
・
神
話
・
伝
承
」
に
し
ろ
、「
古
典
に
つ
い

て
の
解
説
」
に
し
ろ
、
具
体
的
な
教
材
は
こ
れ
か
ら

発
掘
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
高

学
年
で
扱
っ
て
い
た
「
短
歌
・
俳
句
」
を
中
学
年
に

移
行
し
た
場
合
に
実
際
に
何
が
い
い
の
か
、
ま
た
、

高
学
年
に
読
ま
せ
る「
古
文
・
漢
文
・
近
代
文
語
文
」

は
何
が
適
切
な
の
か
、
な
ど
が
課
題
で
あ
る
。

・
学
習
活
動
の
開
発

「
読
み
聞
か
せ
」
や
「
音
読
・
暗
唱
」
は
、
言
語
活

動
で
あ
っ
て
、
学
習
活
動
は
、
そ
れ
を
含
め
た
単
元

と
し
て
開
発
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
、「
昔
話
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
て
、
印
象
に

残
っ
た
場
面
を
絵
と
こ
と
ば
に
書
い
て
説
明
す
る
」、

「
慣
用
句
・
故
事
成
語
を
使
っ
て
自
分
の
体
験
を
語

る
」
な
ど
、
三
領
域
と
の
連
携
し
た
学
習
活
動
の
工

夫
が
必
要
で
あ
る
。

　

中
学
校
の
伝
統
的
言
語
文
化
事
項
で
は
、
従
前
の

古
典
学
習
か
ら
、
小
学
校
で
の
学
習
の
継
続
性
と
い

う
側
面
に
一
歩
踏
み
出
し
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

す
な
わ
ち
、

・�

第
一
学
年
に
お
け
る
「
古
文
・
漢
文
を
音
読
し
て

特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
こ
と
」。

・�

第
二
学
年
に
お
け
る
「
古
典
を
朗
読
し
て
楽
し
む

こ
と
」。

・�

第
三
学
年
に
お
け
る
「
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る

伝
統
的
言
語
文
化
事
項

言
語
事
項

文
字
（
漢
字
）

書
写

〔
言
語
関
連
事
項
〕
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な
ど
し
て
、
古
典
に
関
す
る
文
章
を
書
く
こ
と
」。

な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

課
題
と
し
て
は
、
小
学
校
と
同
様
で
あ
る
。

・
素
材
の
吟
味
と
発
掘

　

教
科
書
教
材
を
中
心
に
、中
学
校
の
古
典
教
材
は
、

ほ
ぼ
定
番
化
し
て
い
た
。「
古
典
の
一
節
を
引
用
し

て
文
章
を
書
く
」
学
習
に
適
し
た
素
材
は
何
か
、
だ

け
で
な
く
、「
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
・
考
え

方
、
登
場
人
物
や
作
者
の
思
い
」
を
扱
う
教
材
（
第

二
学
年
）、「
歴
史
的
背
景
に
注
意
し
て
読
む
」
教
材

（
第
三
学
年
）
に
は
何
が
よ
い
の
か
、
な
ど
に
つ
い

て
の
も
う
一
度
検
討
し
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
な
お
、
文
部
科
学
省
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領

解
説�

国
語
編
」（
平
成
20
年
７
月
）
で
は
、「
古
典
に

は
様
々
な
文
章
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
」（
第
一

学
年
）
に
対
し
て
、「
様
々
な
種
類
」
と
し
て
、「
和

歌
、
俳
諧
、
物
語
、
随
筆
、
漢
文
、
漢
詩
」
と
並
べ
、

「
能
、狂
言
、歌
舞
伎
、古
典
落
語
な
ど
の
古
典
芸
能
」

を
あ
げ
て
い
る
（
ｐ
51
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、

従
前
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
手
が
回
ら
な
か
っ
た
分
野
で

あ
る
。

・
学
習
活
動
の
開
発

　

観
点
は
小
学
校
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、

「
古
典
の
一
節
を
引
用
し
て
文
章
を
書
く
」
学
習
を
、

従
前
の
読
解
の
学
習
の
最
後
に
お
ま
け
的
に
す
る
の

で
な
く
、
そ
れ
自
体
を
目
的
化
し
た
本
格
的
な
単
元

に
作
り
上
げ
る
な
ど
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

言
語
事
項
の
課
題

　

現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
〔
言
語
事
項
〕

か
ら
の
大
き
な
変
更
は
、「
声
の
出
し
方
の
基
本
的

事
項
や
段
落
の
役
割
に
関
す
る
事
項
な
ど
領
域
の
内

容
に
関
連
の
深
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
領

域
の
内
容
に
位
置
付
け
た
」（「
中
学
校
学
習
指
導
要

領
解
説�

国
語
編
」
ｐ
15
）
点
で
あ
る
。
新
学
習
指

導
要
領
は
、
三
領
域
間
に
お
い
て
も
、
従
前
の
よ
う

な
形
式
的
扱
い
か
ら
柔
軟
な
発
想
に
転
換
し
て
お

り
、
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
の
細
か
い
変
更
に
つ
い
て
は
、「
中
学
校

学
習
指
導
要
領
解
説�

国
語
編
」
の
30
〜
31
ペ
ー
ジ

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
み
る
と
、「
言

葉
の
働
き
や
特
徴
、
言
葉
遣
い
に
関
す
る
事
項
」
の

充
実
に
目
が
と
ま
る
。
敬
語
は
第
二
学
年
（
敬
語
の

働
き
）、
第
三
学
年
（
社
会
生
活
の
中
で
の
適
切
な

使
用
）
と
、
二
学
年
に
わ
た
っ
て
は
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
時
間
の
経
過
に
よ
る
言
葉
の
変
化

や
世
代
間
に
よ
る
言
葉
の
違
い
」
な
ど
、
言
語
の
社

会
性
に
つ
い
て
の
観
点
重
視
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。

「
話
や
文
章
の
形
態
や
展
開
に
違
い
が
あ
る
こ
と
」

に
つ
い
て
も
、「
気
付
く
こ
と
」
か
ら
「
理
解
す
る

こ
と
」
に
変
わ
っ
た
点
は
、
社
会
生
活
上
で
、
相
手

や
目
的
に
応
じ
た
適
切
な
表
現
・
理
解
を
重
視
す
る

姿
勢
で
あ
る
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
言
語
事
項
の
課
題
は
、
日
常
の
言
語
生
活
か

ら
乖
離
し
た
知
識
中
心
の
学
習
の
改
善
に
あ
る
こ
と

は
、
だ
れ
の
目
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
こ
れ
か

ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
学
力
が
、
キ
ー
コ
ン
ピ
テ

ン
シ
ー
と
深
く
関
わ
る
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
現
在
、
そ
こ
か

ら
も
っ
と
も
遠
い
位
置
に
あ
る
と
も
い
え
る
言
語
事

項
の
学
習
を
、
そ
ろ
そ
ろ
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
段
階
に
来
た
と
言
え
る
。

い
さ
か　

じ
ゅ
ん
い
ち　

千
葉
大
学
教
授
。
言
語
事
項
の
既

成
概
念
、
伝
統
的
な
学
習
内
容
・
学
習
方
法
を
、
あ
え
て
国

語
学
プ
ロ
パ
ー
の
立
場
か
ら
変
革
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
著
書
に
『
こ
こ
か
ら
始
ま
る
日
本
語
学
』（
ひ
つ
じ
書
房
）

な
ど
。




