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読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
と
読
書
指
導　
●
第 

1 

回
●

主
題
・
要
旨
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
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幸
子

１　

は
じ
め
に

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
力
国
際
専
門
委
員
会（reading 

expert group

）の
一
員
と
し
て
、読
解
リ
テ
ラ
シ
ー

の
枠
組
み
を
検
討
す
る
と
い
う
仕
事
を
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
時
に
思
っ
た
こ
と
は
、
我
が
国
の
国
語

科
教
育
に
お
け
る
「
読
解
力
」
の
と
ら
え
方
は
、
ず

い
ぶ
ん
特
殊
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
具
体
的
に
、
そ
の

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　

図
１
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
三

年
・
二
〇
〇
六
年
調
査
で
用
い
ら
れ
た
読
解
リ
テ
ラ

シ
ー
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
。
一
連
の
読
書
過
程
の

中
で
、
読
ん
で
い
る
人
の
頭
に
は
様
々
な
こ
と
が
生

起
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は

別
々
に
測
定
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
、
特
に
ど
れ
が
難
し
く
ど

れ
が
易
し
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。難
易
度
は
、個
々

の
テ
キ
ス
ト
や
問
い
方
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
も

の
で
あ
る
し
、
実
際
に
は
生
徒
の
通
過
率
に
よ
っ
て

測
ら
れ
る
。
こ
れ
と
、
我
が
国
の
国
語
科
教
育
に
お

け
る
「
読
解
力
」
と
の
と
ら
え
方
の
違
い
を
、
ひ
と

つ
例
を
出
し
て
比
べ
て
み
よ
う
。

２　

 「
幅
広
い
一
般
的
な
理
解
の
形
成
」か
ら
、

主
題
・
要
旨
を
と
ら
え
る
指
導
を
見
直
す

　

注
目
し
た
い
の
は
、
図
１
の
「
幅
広
い
一
般
的
な

理
解
の
形
成
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
筆
者
が
こ
の

文
章
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
」「
こ

の
文
章
の
最
大
の
目
的
は
何
で
す
か
」
と
い
う
よ
う

な
、
テ
キ
ス
ト
の
主
題
や
要
旨
を
つ
か
む
こ
と
が
で

き
る
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
情
報
の

取
り
出
し
」
や
「
解
釈
の
展
開
」
や
「
テ
キ
ス
ト
の

内
容
の
熟
考
・
評
価
」
あ
る
い
は
「
テ
キ
ス
ト
の
形

式
の
熟
考
・
評
価
」
と
は
関
連
さ
せ
ず
に
、
測
定
で

き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
国
語
科
授
業
お
け
る
主
題
・

要
旨
の
指
導
は
、
個
々
の
情
報
を
取
り
出
し
、
解
釈

を
さ
せ
、
丁
寧
に
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
初
め

図１　読解リテラシーのアスペクト
（国立教育政策研究所監訳『PISA2006年調査 評価の枠組み OECD生徒の学習到達度調査』ぎょうせい 2007年 p.44より）

読解力

基本的にテキスト
内部の情報を利用

外部の知識を
引き出す

テキストの独立した
部分に焦点を当てる

テキスト内の特定の
部分に焦点を当てる

構造に焦点を
当てる

内容に焦点を
当てる

情報の独立した部分 関係の理解

テキストの形式の
熟考・評価

テキストの内容の
熟考・評価

解釈の展開幅広い一般的な
理解の形成

情報の
取り出し
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あ
だ
ち
　
さ
ち
こ　

新
潟
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
２
０
０
９
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
国
際
専
門
委
員
会
委
員
。
読

書
の
指
導
法
、
評
価
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

れ
か
ら
時
間
を
か
け
て
読
む
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か

を
判
断
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
卒
業
研
究

の
指
導
で
用
い
て
い
る
が
、
中
学
生
で
も
十
分
に
使

用
で
き
る
。
何
か
読
み
た
い
こ
と
や
知
り
た
い
こ
と

を
先
に
決
め
さ
せ
、
そ
の
こ
と
が
中
に
書
か
れ
て
い

て
読
ん
だ
り
引
用
し
た
り
す
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う

か
を
点
検
さ
せ
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

短
い
時
間
で
、
長
め
の
テ
キ
ス
ト
を
大
観
す
る
と
い

う
経
験
を
積
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。

４　

お
わ
り
に

　

以
上
、Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
を
も
と
に
、

主
題
・
要
旨
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

我
が
国
の
読
解
力
観
を
検
討
し
て
み
た
。「
短
時
間

読
書
」
も
「
点
検
読
書
」
も
、
多
読
を
ベ
ー
ス
に
し

た
教
育
が
実
施
さ
れ
、
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
で
高
得
点

を
あ
げ
て
い
る
国
々
で
は
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る

指
導
で
あ
る
と
想
像
す
る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
連
載

で
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
鏡
と
し
て
我
々
の
読
解
力
観
や
読

書
指
導
を
問
い
直
し
、
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
を
つ
け
る

読
書
指
導
の
方
法
を
、
紹
介
し
て
み
た
い
。

い
う
我
が
国
の
国
語
科
授
業
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
、

長
い
テ
キ
ス
ト
を
短
い
時
間
で
読
む
と
い
う
場
面
を

授
業
の
中
に
作
り
出
せ
ば
、
大
観
し
て
「
幅
広
い
一

般
的
な
理
解
の
形
成
」
を
行
う
力
は
自
然
に
身
に
つ

け
ら
れ
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
こ
で
、
私
が
「
短
時
間

読
書
」「
点
検
読
書
」
と
呼
ん
で
い
る
読
書
指
導
の

方
法
を
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
み
た
い
。

「
短
時
間
読
書
」
は
、
た
と
え
ば
七
分
間
な
ど
と
時

間
を
決
め
て
、
そ
の
時
間
内
に
筆
者
が
言
お
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
何
か
、
そ
の
本
が
書
か
れ
た
目
的
は

何
か
を
読
み
と
ら
せ
る
と
い
う
読
書
指
導
の
方
法
で

あ
る
。
二
人
組
み
で
、
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
別
々
の

本
を
読
ま
せ
る
。
七
分
経
っ
た
の
ち
、
読
み
と
っ
た

主
題
・
要
旨
を
相
手
に
話
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
白
い

紙
を
一
枚
渡
し
て
お
き
、
メ
モ
は
と
っ
て
も
よ
い
こ

と
と
す
る
が
、
決
し
て
主
題
や
要
旨
を
紙
に
書
い
て

は
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
短
い
時
間
を
最
大
限
に
生
か
し
て

本
を
大
観
す
る
と
い
う
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
、

こ
の
指
導
法
で
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。

「
点
検
読
書
」
は
、
ア
ド
ラ
ー
の
『
本
を
読
む
本
』

に
書
か
れ
て
い
る
「
点
検
読
書
」
か
ら
発
想
を
得
て
、

私
が
主
に
大
学
の
ゼ
ミ
の
中
で
行
っ
て
い
る
読
書
指

導
法
で
あ
る
。
ま
ず
学
生
に
読
む
目
的
（
読
み
た
い

こ
と
）
を
決
め
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
を
点
検

さ
せ
て
、
自
分
の
目
的
か
ら
考
え
れ
ば
そ
の
本
を
こ

て
主
題
が
分
か
っ
て
く
る
と
い
う
前
提
で
行
わ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
実
際
の
授
業
で
は
、
場
面
・
段

落
ご
と
に
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
押
さ
え
た
り
、
大

意
を
ま
と
め
た
り
、
見
出
し
を
付
け
た
り
し
て
、
数

時
間
を
過
ご
し
た
後
、
や
っ
と
主
題
・
要
旨
を
と
ら

え
る
授
業
に
入
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
我
が
国
の
国
語

教
師
の
①
主
題
・
要
旨
の
前
提
に
は
細
か
い
情
報
が

読
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
主
題
・
要
旨
は

難
し
く
、
情
報
の
取
り
出
し
・
解
釈
は
易
し
い
と
い

う
読
解
力
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ス

ペ
ク
ト
は
個
々
に
測
定
可
能
で
、
難
易
度
は
ア
ス
ペ

ク
ト
に
よ
ら
な
い
と
す
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
リ
テ
ラ

シ
ー
と
は
、
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の

と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
長
時
間
を
か
け
て
の
主
題
指

導
に
た
ど
り
つ
い
た
頃
に
は
、
教
材
文
に
対
し
て
飽

き
を
感
じ
た
り
、
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
子
ど

も
も
い
る
。
主
題
・
要
旨
を
と
ら
え
る
の
に
重
要
な

こ
と
は
、
そ
う
い
う
個
々
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
大
観
す
る
こ
と
で
あ
り
、
大
観
す
る
こ

と
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
私
た
ち
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
か
ら

学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。

３　

 

読
書
指
導
で
、「
幅
広
い
一
般
的
な
理
解
の

形
成
」の
力
を
高
め
る

　

こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
教
師
が
持
っ
て
い
る
読
解

力
観
は
、
短
い
テ
キ
ス
ト
を
長
時
間
か
け
て
読
む
と
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