
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
築
と
展
開

-

新
潟
県
浦
川
原
村
立
下
保
倉
小
学
校
に
お
け
る
実
践
モ
デ
ル

有

沢

俊

太

郎

｢

は
じ
め
に

新
潟
県
浦
川
原
村
立
下
保
倉
小
学
校
は
､
直
江
津
か
ら
束
に
ほ
-
ほ
-

線
で
十
四
キ
ロ
入
っ
た
､
各
学
年

一
ク
ラ
ス
､
特
殊

一
ク
ラ
ス
か
ら
成
る

小
規
模
校
で
あ
る
｡
こ
の
小
学
校
が
平
成
七
年

･八
年
度
の
文
部
省

(現

･

文
部
科
学
省
)
読
書
指
導
研
究
指
定
校
と
な

っ
た
｡
指
定
校
は
全
国
で
十

五
校
､
小
学
校
十

一
校
､
中
学
校
三
校
､
高
等
学
校

一
校
で
､
校
種
だ
け

で
な
く
､
地
域
､
学
校
規
模
な
ど
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
｡

筆
者
が
初
め
て
下
保
倉
小
学
校
を
訪
れ
た
の
は
平
成
七
年
十
二
月
で
あ

る
｡
以
後
､
全
教
職
員
が
研
鎌
を
積
み
､
平
成
九
年
十

1
月
に
指
定
年
度

の
研
究
を
公
開
し
た
｡
し
か
し
そ
れ
で
研
究
は
終
わ
り
に
な
ら
ず
､
筆
者

も
平
成
十
二
年
の

1
月
ま
で
実
に
四
年
あ
ま
り
も
こ
の
学
校
に
か
か
わ
る

こ
と
に
な

っ
た
｡

長
年
､
大
学
の
附
属
校
の
国
語
科
を
中
心
に
仕
事
を
し
て
き
た
筆
者
に

と

っ
て
､
こ
れ
ほ
ど
長
期
間

一
つ
の
公
立
校
に
か
か
わ
る
の
は
初
め
て
の

経
験
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
下
保
倉
小
学
校
に
通
っ
た
四
年
あ
ま
-
の
間

に
､
①
学
校
は
政
治
や
行
政
を
離
れ
て
は
機
能
し
な
い
こ
と

②
公
立
校

に
は
校
区

(地
域
)
が
あ
る
こ
と

③
教
師
集
団
は
広
い
世
代
に
わ
た
っ

て
い
る
こ
と

④
教
職
貞

一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
取
り
組
み
'
個
人
に

還
元
で
き
る
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

⑤
実
践
の
場
に
お
け
る

教
師
の
研
修
の
在
り
方
等
々
､
実
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
｡

筆
者
の
初
仕
事
は
､
文
部
省
指
定
校
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ

っ
て
､

実
践
に
耐
え
う
る
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ
ル
の
構
築
で
あ

っ
た
が
､

後
日
､
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
子
ど
も
に
接
触
す
る
た
び
に
､

一
定
の
手
応
え

と
同
時
に
新
た
な
課
題
も
見
え
､
そ
の
交
錯
現
象
の
魅
力
が
こ
の
理
論

的

･
実
践
的
研
究
を
長
続
き
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
当
時
の
研

究
が

一
段
落
し
､
学
校
の
日
常
的
な
教
育
活
動
と
し
て
定
着
し
た
現
在
'

ま
ず
､
平
成
七
年
度
に
収
集
し
用
い
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
関
係
の
文
献
や
資

料
等
を
中
心
に
､
若
干
新
し
い
資
料
な
ど
も
加
え
て
､
表
題
に
つ
い
て
ま

'

と
め
る
こ
と
に
し
た
い
｡

二
､
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ
ル
構
築
の
基
盤
-
下
保
倉

小
学
校
の
研
究
の
概
観

(平
成
七
年
十

一
月
ま
で
)

こ
の
学
校

(指
定
番
号

7
)
が
文
部
省
に
提
出
し
て
認
め
ら
れ
た
研
究

主
題
は

｢読
書
の
楽
し
さ
を
体
得
す
る
と
と
も
に
､
自
ら
調
べ
よ
う
と
す



る
子
を
育
て
る
読
書
指
導
の
工
夫
｣
で
あ
る
｡
因
み
に
'
指
定
番
号
6
の

東
京
都
千
代
田
区
立
番
町
小
学
校
は

｢豊
か
な
言
語
生
活
を
め
ざ
し
て
､

意
欲
的
に
読
書
を
し
､
主
体
的
に
表
現
す
る
子
供
の
育
成
｣
で
あ
り
､
指

定
番
号
8
の
富
山
県
射
水
郡
小
杉
町
立
小
杉
小
学
校
は

｢心
身
共
に
健
康

な
子
供
を
育
て
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
⊥

日
ら
学
ぶ
力
を
そ

だ
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
｣
で
あ
る
｡

下
保
倉
小
学
校
の
場
合
､
｢主
遺
設
定
の
理
由
｣
は
､
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
た

(*
-
)0

全
国
的
に
活
字
離
れ

･
読
書
離
れ
の
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
｡
本
校
で
も
特
別
な
手
だ
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
､
な
か
な
か
本
を

読
ま
な
い
､
手
に
取
ら
な
い
と
い
う
子
供
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
い
た
｡

そ
こ
で
本
校
で
は
､
昨
年
度

(平
成
六
年
度
)
か
ら

｢学
力
向
上
の

推
進
｣
を
課
題
と
し
た

｢
い
き
い
き
ス
ク
ー
ル

･
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣

の
計
画
の
中
に
図
書
館
教
育
の
充
実
も
取
-
上
げ
実
践
し
て
き
た
｡

蔵
書
数
を
増
や
す
と
と
も
に
､
子
供
た
ち
が
利
用
し
や
す
い
図
書
配

列
や
掲
示
物
の
工
夫
を
し
て
魅
力
あ
る
図
書
館
づ
-
り
に
務
め
た
結

果
､
子
供
た
ち
の
図
書
館
利
用
が
増
え
て
き
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
新
し
い
学
力
観
に
立
つ
授
業
を
展
開
す
る
に
は
､
読

書
指
導
や
図
書
館
利
用
の
指
導
が
重
要
で
あ
る
｡
子
供
た
ち
に
豊
か

な
心
を
育
ん
だ
り
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
態
度
を
養

っ
た
り
､

自
分
な
り
の
考
え
方
を
も

っ
て
課
題
を
解
決
し
た
-
す
る
た
め
に
､

読
書
指
導
や
図
書
館
利
用
の
指
導
を
工
夫
し
た
い
と
考
え
､
こ
の
研

究
主
題
を
設
定
し
た
｡

な
お
､
好
ま
し
い
読
書
習
慣
は
､
学
校
教
育
の
場
の
み
で
形
成
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
休
日
や
余
暇
を
利
用
し
た
読
書
も
大
い
に
奨

め
た
い
こ
と
か
ら
､
家
庭
と
の
連
携
を
深
め
た
読
書
指
導
を
展
開
し

て
い
き
た
い
｡

そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
研
究
主
題
の
も
と
で
､
｢読
書
指
導
研
究
の
構

造
｣
が
図
1
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
｡

(*
2
)

三
､
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ
ル
の
構
築

下
保
倉
小
学
校
が
既
に
開
発
し
て
い
た

｢読
書
指
導
研
究
の
構
造
｣
は
､

こ
れ
か
ら
の
教
育
の
方
向
を
正
確
に
見
据
え
て
い
て
､
そ
こ
に
は
読
書
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
の
潜
在
力
は
十
分
備
わ
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
｡
こ

れ
は
円
滑
な
学
校
運
営
の
賜
物
で
あ
る
が
､
さ
ら
に
､
こ
の

｢先
行
研
究
｣

か
ら
､
地
域
と
学
校
が
き
わ
め
て
良
好
な
関
係
に
あ
る
こ
と
､
家
庭
の
徽

育
力
が
信
頼
で
き
る
こ
と
'
新
村
立
図
書
館
の
開
館
に
象
徴
さ
れ
る
政

策

･
行
政
の
全
面
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
得
ら
れ
る
こ
と
等
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
｡

し
か
し
､
改
善
点
と
し
て
､
①
仝
教
育
活
動
を
読
書
を
核
に
し
て
と
ら

え
直
す
こ
と
､
②
発
達
段
階
に
よ
る
指
導
内
容
の
重
点
化
､
の
必
要
性
を

指
摘
し
て
､
図
2
の
よ
う
な
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ
ル
を
捷
示
す
る

に
至

っ
た
｡

(*
3
)

2



地域の実態
･地域の活性
化に努めて
いる

･村の図雷館
の計画立案
中

児童の実態
･手立てを講
ずれば読む

･調べ学習に
慣れていな
し＼

･漬画や雑誌
は好む

･TV視聴時
間は長い

教育目標
･友達を思いやり自分
の良さを出せる子供

重点目標
･考えをきちんと表す子
･励まし合う子
･粘り強く取り組む子

読雷指導研究主題
･読雷の楽しさを体得するとともに自ら調べようと
する子を育てる読雷指導の工夫

研究の視点
･読雷の日常化習慣化 ･情報活用処理能力の育成

指導の重点
1.読雷の楽しさを味わう
読雷指導

2.教科学習と関連付けた
図雷館利用指導

3,親子で進める読雷習慣
形成

指導の重点を支える方策
○読雷に親しむ時間や場の

確保
○読書活動を高める児童会

の活動の促進
○読雷環境の整備

家庭との連携
･PTA活動

○読雷習慣
形成

･読雷カー
ドの活用

･親子読書
･講演会
･座談会
･輪読会

教育課程での位置付け

教科における指導 特別活動 裁量の時間

1.国語科におけ
る読雷指導

○読雷に親 しみ読
霊力の向上を図
る

･読雷指導重点単
元の設定と実践

･指導計画の作成
2.理科社会科を

中心とした図雷
館利用指導

○情幸別文集活用処
理能力を養う

･図雷餅利用指導
重点単元の設定

･指導計画の作成

1.学級活動
○図雷館利用の知識態度形成
･読雷のマナーと本の選び方
･図雷館利用の仕方
2.児童会活動
○児童による図雷館利用や読
雷の働きかけ

･図雷館利用上の問題点の集
約と検討

･委員会活動の中での図雷館
利用

･図雷委員会による働きかけ
3.学校行事
○図雷館利用学習発表の機会

と場の設定

･図雷館利用学習の発表掲示

○読雷時間
の確保

○読雷の習
慣化を図
る指導

･読み聞か
せ

･本の紹介
○教科との

関連によ
る図雷館
利用指導

1.発表朝会
2.全校朝読
雷

3.校内読雷
週間

4.感想文コ
ンクール
への応募

図雷館運営
1.魅力ある図雷館づくり 2.調べやすい図雷館づくり 3.家庭との連携や図雷の紹介
･新聞や雑誌の購読 ･固雷や資料の充実と ･図雷館だよりの発行
･快適な場づくり 分かりやすい配置
･図雷の充実

図1 読書指導研究の構造 (下保倉小学校､平成 7年 11月)
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芯のようなもの
つらぬく形で読書がある

教科外
アラウンド

図2 読書カリキュラム ･モデル

教

M

コ
ア
と
し
て
の

｢読
書
｣

(Reading

as
a
C
ore)

こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は

一
種
の
コ
ア
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
｡
し
か
し

｢読
書
｣
が
コ
ア
に
入
っ
て
い
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
前
例
が
な
い
の
で
は

な
い
か
｡
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
昭
和
二
十
年
代
に
唱
道
さ
れ
た
が
､
コ

ア
部
分
に
は
､
例
外
な
-
､
社
会
科
的

･
理
科
的
内
容
が
入
っ
て
い
る
｡

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
法
は
､
民
主
主
義
の
理
念
を
哲
理
と
し
､
｢
一
方
生

徒
の
素
質
と
興
味
と
必
要
に
基
き
､
他
方
社
会
の
必
要
､
社
会
的
月
的
に

基
い
た
も
の
で
あ
る
｣

(*
4
)
と
い
う
原
理
に
よ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
､
読
書
な
ど
国
語
科
の
諸
活
動
は

周
辺
領
域
に
追
い
や
ら
れ
､
ド
リ
ル
コ
ー
ス

(け
い
こ
領
域
)
を
形
成
す

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
｡

し
か
し
､
同
時
代
の
専
門
書
は
､
既
に
コ
ア
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
す
べ
て
の
学
習
を
総
合
す
る
中
心
学
習
で
あ
る
｢総

合
コ
ア
｣

(integ
r
ated
core)
と
､
す
べ
て
の
児
童
生
徒
に
と

っ
て
基
本

的
な
学
習
経
験

の
ま
と
ま
-
で
あ
る

｢
共
通
必
須

コ
ア
｣

(coヨ
ロOn

r
e

quired
core)
で
あ
る

(*
5
)｡
読
書
ほ
ど
こ
の
二
つ
の
条
件
を
向
時

に
満
た
す
も
の
は
な
い
｡
｢読
み
書
き
算
｣
の

1
角
を
占
め
る
読
書
は

｢共

通
必
須
｣
の
学
習
で
あ
る
こ
と
は
古
-
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
L
t
｢す

べ
て
の
学
習
を
総
合
す
る
読
書
｣
は
､
現
代
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の

根
底
に
流
れ
る
重
要
な
考
え
方
で
あ
る
｡

次
の
引
用
は

一
九
八
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
①
学
会
紀
要
と
②
公
文
書

か
ら
で
あ
る

(*
6
)0

①
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
､
違
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
領
域
を
繋
ぐ
要
素
と
し
て
の

｢言
語
モ
デ
ル
｣
を
必
要
と
し
て
い
る
｡
こ
の
モ
デ
ル
は
綴
じ
糸
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
土
壌
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
キ
ノ
コ
菌
の
房

の
よ
う
な
も
の
と
も
言
え
､
ど
ち
ら
も
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
に
及
ぶ
も

の
で
あ
る
｡

②
す
べ
て
の
教
師
が
様
々
な
教
科
に
お
け
る
子
ど
も
の
言
語
的
要
求
に
応

じ
る
責
任
が
あ
る
｡
｢国
語
科
｣
は

一
教
科
で
あ
る
が
､
他
の
教
科
の

4



媒
介
教
科
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
｡

｢言
語
モ
デ
ル
｣
｢国
語
科
｣
を

｢読
書
モ
デ
ル
｣
｢読
書
科
｣
′と
置
き

替
え
る
と
､
な
ぜ
読
書
が
中
央
の
コ
ア
部
に
来
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
理

解
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
読
書
は
活
動
で
あ
り
機
能
な
の
で
､
そ
れ
自
身
に

内
容
的
な
価
値
は
な
い
｡
読
書
と
い
う
コ
ア
部
分
は
様
々
な
価
値
を
流
入

し
統
合
さ
せ
る
相
場
で
あ
る
｡
し
か
も
､
読
書
は
そ
こ
に
収
ま
る
こ
と
な

-
､
む
し
ろ
各
領
域
に
溢
れ
出
て
､
そ
こ
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
｡
生
き
て
働
き
な
が
ら
'
多
様
な
内
容
的
価
値
を
有
す
る
複
数
の

物
事
を
媒
介
し
､
綴
じ
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
読
書
が
総
合

体
と
し
て
の
コ
ア
を
形
成
す
る
こ
と
の
実
質
で
あ
る
｡
読
書
は
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
作
用
体
と
し
て
コ
ア
に
生
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
読
者
は

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
を
新
た
に
し
､
思
考
し
､
想
像
し
､
深
い
感
銘

を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
意
味
で
読
書
は
人
間
の
成
長

の
中
枢
に
あ
る
｡

読
書
が
コ
ア
に
入
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
､
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
の

も
と
に
構
想
し
た
｡

㈱

カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を
横

断

す

る
読
雷

(
R
ead
ing

across
the

c
u
rriculum
)

｢横
断
す
る
｣
と
は
'
コ
ア
か
ら
溢
れ
出
て
､
各
教
科
に
交
わ
り
､
そ

の
な
か
で
生
き
て
働
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
考
え
方
は

一
九
七

〇

年
前
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
｡
揺
藍
期
を
代
表
す
る
研

究
者
の
t

H
･
ロ
ー
ゼ
ン

(H
.R
osen
)
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(*
7
)0

こ
れ
ま
で
我
々
は
学
校
の
言
語
と
い
う
も
の
を
､
教
え
た
り
テ
ス
-

を
し
た
り
す
る
教
科
と
し
て
で
は
な
-
て
'
学
習

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
､
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
か
説
明

･
解
説
し
よ
う

と
し
て
き
た
｡
我
々
は
､
も
ち
ろ
ん
､
専
門
の
国
語
教
師
と
し
て
､

と
-
わ
け
成
長
す
る
子
ど
も
の
教
育
に
お
け
る
言
語
の
問
題
､
言
語

と
思
考
､
言
語
と
社
会
化
､
言
語
と
経
験
と
い
っ
た
問
題
に
か
か
わ

り
を
持

っ
て
き
た
｡

こ
こ
で
も
汎
言
語
主
義
､
反
教
科

(国
語
科
)
主
義
と
い
っ
た
論
調
が

う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
｡
コ
ア
の
場
合
と
同
様
に
言
語
の
と
こ
ろ
に
読
書

を
入
れ
れ
ば
､
そ
の
読
書
は
国
語
科
を
越
え
て
各
教
科
を
横
断
す
る
と
い

う
広
が
り
を
持

っ
て
-
る
の
で
あ
る
.
し
か
し
､

1
方
で

一
九
八

〇
年
代

に
な

っ
て
.も
､
｢
(こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
動
が
)
未
来
に
向
け
て
深
ま
る

よ
-
も
､
何
か
六

〇
年
代
の
理
論
を
後
押
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
が
あ

っ

た
｡｣
と
い
う
よ
う
な
A
･
カ
シ
ユ
ダ
ン

(A
.C
ashdan)
の
指
摘
も
あ

っ

て

(*
8
)､
安
直
に
横
断
す
る
だ
け
が
最

良
の
方
策
で
は
な
い
こ
と
に

思
い
至
る
｡
読
書
が
あ
ま
り
に
も
安
易
に
教
科
を
越
え
て
し
ま
え
ば
､
逆

に
､
読
書
に
最
も
深
い
か
か
わ
-
を
も
つ
国
語
科
の
存
立
の
意
義
さ
え
も

危
う
-
な
る
｡

G
･
ク
レ
ス

(G
.K
r
ess)
は
､

一
九
九
五
年
､
東
京
で
開
催
さ
れ
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
質
疑
応
答
の
時
間
に
こ
の
点
に
触
れ
､
次
の
よ
う
に
発

言
し
て
い
る

(*
9
)0

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
言
語
は
あ
ら
ゆ
る
学
習
領
域
に
影
響
を
お

よ
は
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
'
六

〇
年
代
'
七

〇
年
代
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
改
革
運
動
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
｡
そ
の
わ
け
は
､
そ
の

運
動
が

｢カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
横
断
す
る
言
語
｣

(tanguage
acrossth
e

curricutum
)で
は
な
-
て

｢
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
横
断
す
る
国
語
｣

5



(E
n
g
tis
h
acro
ss
th
e
curri
cutum
)
と
な

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
す
O

あ
る
国
語
の
側
面
が
他
の
分
野
に
押
し
っ
け
ら
れ
る
と
､
例
え
ば
理

科
の
教
師
が
も

っ
と
物
語
を
す
る
よ
う
に
奨
励
さ
れ
'
生
徒
に
も
物

語
を
す
る
よ
う
に
と
言
う
と
な
る
と
'
結
局
､
理
科
で
は
部
分
的
に

だ
け
適
切
だ
と
な
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
｡
｢学
校
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を

横
断
す
る
言
語
｣
に
つ
い
て
よ
-
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

語
り
を
扱
う
の
は
国
語
の
時
間
な
ら
よ
い
が
理
科
の
時
間
に
は
馴
染
ま

な
い
｡
記
録
や
報
告
を
扱
う
な
ら
ば
､
理
科
の
時
間
で
も
ど
こ
か
で
位
置

づ
-
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
､
語
り
と
い
う
活
動
は

｢国
語
｣
で
あ
り
､

記
録
や
報
告
は

｢言
語
｣
な
の
で
あ
る
｡
同
様
な
注
意
は
､
読
書
に
も
向

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
読
書
活
動
で
も
､
こ

の
二
つ
の
区
別
に
無
頓
着
で
あ

っ
た
な
ら
､
教
育
活
動
は
空
回
り
す
る
だ

け
で
あ
る
｡
読
書
は
'
ク
レ
ス
に
忠
実
に
分
け
れ
ば
､
国
語
的
読
書
と
言

語
的
読
書
に
二
分
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
実
践
化
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
､

も
う
少
し
細
か
い
分
類
が
必
要
だ
と
言
う
こ
と
で
､
下
保
倉
小
学
校
で
は
､

読
書
を

4
つ
の
類
型
に
分
け
て
と
ら
え
た

(
*
10
)
0

こ
の
類
型
表
を
'
国
語
科
､
他
教
科

(理
科
'
社
会
)
他
教
科

(図
工
､

音
楽
)
な
ど
の
教
科
学
習
の
実
際
に
対
応
さ
せ
､
重
点
化
を
考
え
る
よ
う

に
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
学
習
に
よ

っ
て
は
複
数
の
類
型
が
重
な
り
合

っ
て
参

加
す
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
の
表
は
､
読
書
の
横
断
化
に

一
定
の
ル
ー
ル
を

与
え

つ
つ
､
あ
る
タ
イ
プ
の
読
書
が
学
習
に
適
切
な
交
わ
り
を
す
る
よ
う

に
機
能
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

㈱

カ

リ

キ

ュ
ラ

ム
を

取

り
巻

く
読

書

(
R
e
ad
ing

W
ound
the

C
urr
ic

u
lu
m
)

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
教
科
外
領
域
に
お
け
る
読
書
で
あ
る
｡
下
保
倉
小
学

表 読書の類型

読書の類型 主 な 内 容

発達的読書 (1)音読する○

(2)言葉を分析的に読み解 くo

｢読解｣にあたるo読みの技能は読書の基礎的 .基本的な領域で

重要なことから､中心的な読書であるo

機能的読書 (1)必要な読書材を兄いだすo

(索引の利用､目次の利用､辞書の利用､百科事典の利用等)

(2)情報読書材を理解する○

(発達的読書における読書技能の適用､特定の教科学習に必要な

技能の発達)

(3)必要な読書材を選択するo

(4)読書内容を立体的に構成するo(要約力､概括力)

娯楽的読書 (1)自発的な余暇活動として読書を楽 しもうとする意欲をもつ○

(創造的読 (2)興味ある読み物を探 しだすo

書を含む) ､(3)読書によって娯楽的興味を満足 させるo

(4)多様な一読書の興味を伸ばすo

(5)他人を楽 しませるために朗読するo

(6)自分なりの読みを再創造するo

思索読書 (1)読んだことを倫理的に判断 して正 しい価値基準を得るo

(2)尊厳なものに触れて感動 し､豊かな情操を養うo

-6-



校
で
は
､
そ
の
よ
う
な
読
書
を
､

①
教
科
外
ア
ラ
ウ
ン
ド

二

道
徳
､
特
別
教
育
活
動
､
裁
量
の
時
間

(
い

ち
ょ
う
が
丘
タ
イ
ム
)
の
活
動
､
保
健
室
､

学
校
行
事
な
ど

②
地
域
ア
ラ
ウ
ン
ド

･
･
･
地
域
と
結
び
つ
い
た
総
合
単
元
活
動
､
家
庭

読
書
な
ど

に
分
け
て
と
ら
え
た
｡
こ
の
領
域
は
､
伝
統
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
で

は

｢
教
科
外
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
｣

(extra･curricutum)と
呼
ば
れ
､
教
科

か
ら
離
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
､
別
次
元
で
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印

象
が
あ
っ
た
｡
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
教
科
計
画
案
中
心
に
考
え
て
き
た

名
残
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
新
し
い
教
育
の
動
向
を
と
ら
え
､
ま
た
､
下

保
倉
校
区
の
地
域
性
を
考
え
る
と
､
｢教
科
外
｣
を
使
う
こ
と
に
は
抵
抗

感
が
あ
っ
た
｡
こ
の
学
校
で
は
教
科
担
当
教
諭
と
教
科
外
担
当
教
諭
の
意

識
の
溝
は
感
じ
ら
れ
ず
､
学
校
の
教
職
員
と
保
護
者
を
含
め
た
地
域
の

人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
頻
繁
で
あ
っ
た

(*
11
)｡
そ
こ
で
､

｢
ア
ラ
ウ
ン
ド
｣
に
よ
っ
て
､
教
科
に
沿
っ
て
､
あ
る
い
は
学
校
敷
地
境

界
に
沿

っ
て
活
発
な
読
書
活
動
が
展
開
す
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
｡
こ
の
領
域
か
ら
見
返
す
各
教
科
は
二
重
の
読
書
環
境
に
取
り

巻
か
れ
て
成
立
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
二
種
類
の
領
域
で
も
､
潮
で
示
し
た
読
書
の
類
型
表
は
用
い

ら
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
読
書
指
導
の
実
践
化
が
図
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､

そ
の
際
､
6
3x9
に
は
特
有
の
場
面
的
特
性
が
あ
る
の
で
､
指
導
は
そ
れ
を

十
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
類
型
表
は
そ
の
特
性
に
応
じ
て
､
①

で
は
連
携
化
さ
れ
､
②
で
は
焦
点
化
さ
れ
る
｡

次
に
､
｢わ
た
し
の
作

っ
た
続
き
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
-

杉
み
き
子

さ
ん
と
の
交
流
会
｣

(2
年
)
と
い
う
実
践
に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
る

(*
12
)0

①
杉
み
き
子
さ
ん
に
続
き
話
を
開
い
て
も
ら
う

こ
れ
は

｢
い
ち
ょ
う
が
丘
タ
イ
ム
｣
で
行
わ
れ
た
実
践
で
あ
る
｡
杉
さ

ん
の
お
話
の
続
き
を
親
子
で
創
作
し
､
杉
さ
ん
の
前
で
読
む
と
い
う
も
の

で
あ
る
｡

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
た
ち
が

｢自
作
を
読
む
｣
と
い
う
活
動
は
､
M
･

A
･
K
･
ハ
リ
デ
ー

(M
.A
.K
.H
al
liday)
の
フ
ィ
ー
ル
ド

(field
)
･
テ

ナ
ー

(tenor)
･
モ
ー
ド

(m
ode
)
と
い
う
3
要
因
の
関
数
で
あ
る

(
*

13
)
｡
｢
フ
ィ
ー
ル
ド
｣
と
は
､
こ
の
読
書
活
動
が
行
わ
れ
る
事
象
の
枠
組

み
そ
の
も
の
で
あ
-
､
こ
の
場
合
､
決
め
ら
れ
た
時
間

(平
成
八
年
七
月

十
六
日

(火
)
4
限
十

1
時
二
〇
分
～
十
二
時

〇
五
分
)
､
空
間

(学
校

図
書
館
､
机
椅
子
の
配
置
)
と
校
長
､
保
護
者
､
子
供
な
ど
の
人
的
環
境

の
な
か
で
音
声
言
語
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は

｢自
作
を

読
む
｣
と
い
う
読
書
活
動
事
象
の
総
体
に

〓
疋
の
物
理
的

･
概
念
的
な
枠

組
み
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡
｢
テ
ナ
ー
｣
と
は
､
具
体
的
な
活
動
に
直
接

関
与
す
る
人
々
で
あ
り
'
こ
の
場
合
'
読
み
手
と
し
て
の
子
ど
も
､
援
助

者
と
し
て
の
保
護
者
'
聞
き
手
と
し
て
の
杉
さ
ん
'
指
導
者
と
し
て
の
教

師
で
あ
る
｡
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
役
割
を
負

っ
て
読
書
活
動
に
関
与
し

て
お
り
､
子
ど
も
の
読
書
活
動

(子
ど
も
自
身
に
よ
る
意
味
付
け
)
は
3

方
向
か
ら
の
村
人
的
な
影
響
を
受
け
続
け
る
｡
｢
モ
ー
ド
｣
は
､
こ
の
活

動
に
お
け
る
伝
達
様
式
で
あ
る
｡
音
声
言
語
に
よ
る
読
み
上
げ
､
語
り
､

対
話
､
音
声
言
語
と
身
振
り
言
語
に
よ
る
漬
示
､
あ
る
い
は
視
線
な
ど
と

の
交
替
現
象
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
｡
フ
ィ
ー
ル
ド

二
ア
ナ
-
･
モ
ー
ド
は

相
互
に
個
人
の
読
書
活
動
を
支
え
合
い
､
独
特
の
場
面
の
脈
絡
を
発
生
さ

7



せ
な
が
ら
'
こ
の
教
育
的
な
場
面
の
特
性
を
形
成
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
読
書
活
動
場
面
は
学
校
と
い
う
大
フ
ィ
ー
ル
ド
の
な
か
に

あ
る
と
は
言
え
､
教
室
活
動
ほ
ど
束
縛
が
強
-
な
い
の
で
､
3
要
因
に
は

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
予
想
さ
れ
る
｡
そ
の
結
果
､
読
書
は
類
型
表

を
は
み
出
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
例
え
ば
､
読
書
は
表
現
と
関
連
し
､

表
現
か
ら
見
直
さ
れ
て
類
型
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
よ
う
な
様
相
を
見
せ

る
｡
ま
た
4
つ
の
類
型
内
に
収
ま
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
､
子
ど
も

一
人

一
人
の
活
動
に
即
し
て
4
タ
イ
プ
の
読
書
の
間
隙
や
重
複
を
十
分
意

識
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
教
室
で
の
教
科
指
導
以
上
に
実

際
場
面
の
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
選
択
し
､
適
切
に
関
連
づ

け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

②
家
庭
で
杉
さ
ん
の
本
を
読
む

(親
子
読
書
)

資
料

｢杉
み
き
子
さ
ん
に
か
か
わ
っ
て
の
読
書
活
動
｣
(*
14
)
に
は
'

･
家
庭
に
働
き
か
け
､
杉
み
き
子
さ
ん
の
作
品
を
紹
介
し
､
保
護
者
の

関
心
を
高
め
て
お
く
｡
祖
父
母
に
も
働
き
か
け
て
お
-
0

･
親
子
読
書
で
杉
み
き
子
さ
ん
の
作
品
を
読
め
る
よ
う
に
杉
さ
ん
の
作

品
を
印
刷
し
て
家
庭
に
配
布
す
る
｡

と
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
領
域
で
は
､
指
導
は
最
も
間
接
的
に
な
る
｡

読
書
指
導
は
ど
こ
で
展
開
さ
れ
て
も
本
質
的
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
ち
､

｢読
書

･
指
導
｣
と
い
う
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
自
体
が
不
適
切
な
の
か
も

し
れ
な
い
｡
そ
こ
で
は
､
明
示
的
な
知
識
や
技
能
を
系
統
的
に
教
示
す
る

と
い
う
よ
う
な
方
法
は
出
来
る
だ
け
避
け
ら
れ
る
｡
何
よ
-
も
読
書
の
フ

ィ
ー
ル
ド
そ
の
も
の
を
指
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
､

読
書
へ
の
関
心
を
高
め
る
機
会
と
場
を
確
保
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
教
科
ア
ク
ロ
ス
と
は
も
ち
ろ
ん
､
教
科
外
ア
ラ
ウ

ン
ド
で
の
方
法
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡

子
ど
も
や
保
護
者
は
､
地
域
や
家
庭
で

｢
生
活
の
た
め
の
言
語
｣

(language
for
tife)
を
行
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
学
校
の

｢学
習
の
た

め
の
言
語
｣
(lan
guage
for
lear
ning
)
と
連
続
性
を
持
ち
な
が
ら
も
異

な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る

.
P
･
ド
-
テ
ィ
ー

(P.D
oughty
)
に
よ
れ

ば
､
｢生
活
の
た
め
の
言
語
｣
に
は
､
学
習
の
成
果
で
あ
る

｢基
本
的
な

言
語
の
知
識
｣
(a
fu
n
d
a
m
entat
know
ted
ge
o
f
tanguage)
や

｢言
語
操

作
に
対
応
し
た
知
識
｣

(a
corresponding
k
now
tedge
o
f
th
e
use
of
th
e

tangu

age)の
ほ
か
に
､
｢国
語

(地
域
言
語
)
に
特
有
の
直
感
的
知
識
｣

(p
up

ilsffotk･linguisti
c
in
tuitions)
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
亭

っ
｡
そ

れ
は

｢言
語
主
体

の
意
識
的
な
事
実
へ
の
戻
り
､
あ
る
い
は
継
続
的
な
事

実
へ
の
戻
り
を
経
る
こ
と
な
-
､
彼
自
身
の
言
語
使
用
と
他
者

へ
の
反
応

を
形
成
す
る
｣
と
い
う
意
味
で
､
｢直
感
的
知
識
で
あ
る
｣
と
言
う

(
*

15
)
0そ

れ
は

｢知
識
｣
と
い
う
よ
-
も
､
｢生
き
る
智
慧

･
感
性
｣
と
言
い

換
え
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
｡

Ⅴ
･
ユ
ー
リ

(V
.Y
ule)
も
､
｢生

活
の
た
め
の
言
語
｣
の

一
環
と
し
て

｢学
び
の
た
め
の
読
書
｣
(r
β
d
to

team
)
を
と
ら
え
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(
*
l
)0

1
つ
は
読
む
こ
と
を
学
ぶ

(le
arn
to
read)､
読
む
こ
と
を
練
習

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
-
､
も
う

一
方
は

､カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容

を
学
ぶ
た
め
に
読
む

(read
to
lear
n
)
と
小
う
も
の
で
あ
る
.
後
者

の
場
合
､
書
物
の
内
容
は
､
子
ど
も
た
ち
に
生
活
や
人
生
に
つ
い
て

教
え
､
い
か
に
生
き
る
か
を
示
し
な
が
ら
も
､
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

1

部

(p
art
of
curri
c
utum
)
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

読
み
物
の
内
容
､
発
達
段
階
､
提
示
の
仕
方
は
､
読
書
趣
味
､
ス
タ

8



イ
ル
'
語
嚢
､
読
解
方
略
の
発
達
､
目
標
の
受
け
止
め
方
な
ど
に
影

響
を
与
え
る
｡
そ
れ
が
､
読
み
書
き
能
力
の
問
題
も
含
め
て
､
｢影

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
｣

(hidden
curriculum
)に
つ
い
て
大
き
な
関
心

が
払
わ
れ
る
理
由
で
あ
る

｡

親
子
読
書
に
よ
っ
て
何
が
学
校
内
の
交
流
の
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
は

前
も

っ
て
分
か
ら
な
い
｡
や
が
て
続
き
話
の
素
材
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
読
書
内
容
は
､
浦
川
原
の
生
活
の
場
で
掘
り
起
こ
さ
れ
た
問

題
意
識
か
も
し
れ
ず
､
あ
る
い
は
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
あ
る
程
度
時

間
を
か
け
て
育
て
ら
れ
た
要
求
か
も
し
れ
な
い
｡
直
感
的
か
も
し
れ
な
い

が
､
そ
れ
ら
は
､
下
保
倉
校
区
に
住
む
人
だ
け
の
智
慧
と
感
性
に
支
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
学
校
が
活
用
し
な

い
で
放

っ
て
お
-
こ
と
は
な
い
｡
生
々
し
い
素
材
を
適
切
に
焦
点
化
し
て

方
向
付
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
､
続
き
話
と
し
て
き
わ
め
て
高
い
教
育
的

意
義
を
有
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
場
合
､
家
庭
で
発
掘
さ
れ

た
素
材
は
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
形
成
に

一
役
買
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ

は
学
校
で
展
開
さ
れ
る
実
体
と
し
て
の
カ
リ
キ
ユ
ラ

ーム
を
浮
き
立
た
せ
る

影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

㈱

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
縦
断
す

る
読

書

(
R
ead
ing
th
rough

the

c
u
rricu
lu
m
)

1
九
八
二
年
の
英
国
読
書
学
会

(U
K
R
A
)
年
次
大
会
は
､
｢
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
縦
断
す
る
読
書
｣
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
た
｡
ア
ク
ロ
ス
､
ア

ラ
ウ
ン
ド
が
領
域
的
な
語
な
ら
､
ス
ル
ー
は
系
統
的
な
語
で
あ
る
｡
大
会

は
こ
の
語
に
よ
っ
て
､
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ー
プ
に
対
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を

現
代
的
に
表
現
し
た
と
見
ら
れ
る
｡
学
会
は
こ
の
語
に
つ
い
て

｢
(カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
)
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
に
対
応
す
る
読
書
で
あ
る
｣
と
定
義
し

て
い
る

(
*
17
)0

下
保
倉
小
学
校
で
は
､
こ
の
よ
う
な
意
味
を
踏
ま
え
つ
つ
､
｢縦
断
的
｣

を
図
2
の
よ
う
に
'
①
地
域

･
家
庭
の
レ
ベ
ル

②
教
科
外
レ
ベ
ル

③

教
科
レ
ベ
ル

の
3
層
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
｡
縦
断
的
読
書

は
3
層
に
わ
た
っ
て
芯
の
よ
う
な
か
た
ち
で
深
層
か
ら
表
層
に
突
き
上
げ

て
い
る
｡
深
層
の
地
域

･
家
庭
の
レ
ベ
ル
は
､
中
層
の
教
科
外
レ
ベ
ル
に

あ
る
い
は
表
層
の
各
教
科
に

｢
日
常
的
な
意
味
｣
を
持
ち
込
ん
で
い
る
｡

読
書
の
発
達
段
階
は
､
日
常
的
な
意
味
の
持
ち
込
み
の
強
弱
の
程
度
､
あ

る
い
は
持
ち
込
み
に
対
す
る
抵
抗
感
の
強
弱
の
程
度
に
符
合
す
る

(
*

18
)
0多

-
の
生
徒
に
と

っ
て
(読
書
の
)
大
き
な
障
害

(stum
bting
btock)

は
彼
ら
の
日
常
的
な
意
味
が
テ
ク
ス
-
の
意
味
と
せ
め
ぎ
あ
う
と
い

う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
結
果
と
し
て
､
彼
ら
は
テ
ク
ス
I
に
合

わ
な
い

｢可
能
な
世
界
｣
の
解
釈
に
至
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
｡
彼

ら
が
テ
ク
ス
I
に
持
ち
込
む
知
識
と
ペ
ー
ジ
上
の
テ
ク
ス
ー
情
報
と

の
間
を
ど
う
調
整
す
る
か
'
そ
れ
を
援
助
す
る
方
法
的
な
研
究
が
必

要
で
あ
る
｡

深
層
の
日
常
的
な
意
味
は
既
有
の
知
識
や
生
活
上
の
こ
だ
わ
-
に
支
え

ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
､
そ
の
力
は
断
片
的
な
が
ら
生
々
し
く

強
大
で
あ
る
｡
中
層
部
の
読
書
が
生
活
の
実
感
か
ら
遊
離
せ
ず
､
い
つ
も

瑞
々
し
い
鮮
度
と
裏
腹
の
不
安
定
さ
を
も

っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
｡
し
か
し
､
深
刻
な

｢障
害
｣
は
､
確
か
に
上
層
に
行
け
ば
行
-
ほ
ど

大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
｡
表
層
部
は
直
接
深
層
部
と
接
触
し
て
は
い
な
い
｡

そ
こ
で
は
日
常
生
活
で
は
滅
多
に
使
う
必
要
の
な
い
語
も
多
く
現
れ
る
か

ら
で
あ
る
｡
表
層
部
の
読
書
と
は
､
障
害
の
も
た
ら
す
抵
抗
感
を
忘
れ
ず
､

9



深
層
部
を
目
指
し
て
自
ら
深
-
下
り
､
他
者
を
介
し
て
､
対
象
の
実
感
に

再
び
突
き
当
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
ズ
レ
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の

調
整
作
用
に
よ
っ
て
障
害
は
逆
に
自
ら
の
意
味
生
成
作
用
の
原
点
と
な
る
｡

そ
こ
か
ら
､
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
教
科
あ
る
い
は
教
科
外
レ
ベ
ル
と

も
重
な
り
な
が
ら
､
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
を
吸
い
上
げ
る
読
書
が
実
現

す
る
の
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
､
表
層
部
の
読
書
で
得
た
意
味
を
深
層
部
で

活
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
読
書
発
達
観
に
は
､
あ
る
い
は
､
具
体
=
低
学
年
か
ら
抽
象

-
高
学
年

へ
の
直
線
的
発
達
観
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

深
層
部
に
特
有
の
読
書
が
多
い
の
は
低
学
年
で
､
層
が
上
が
る
に
つ
れ
て

中
､
高
学
年
的
な
読
書
に
な
っ
て
い
-
､
と
モ
デ
ル
と
し
て
は
言
え
る
の

で
あ
り
､
そ
れ
が
ス
ル
ー
を
こ
の
よ
う
に
読
み
替
え
た
理
由
な
の
で
あ
る

が
､
確
か
に
高
学
年
で
も
教
科
に
よ
っ
て
は
深
層
レ
ベ
ル
の
読
書
が
必
要

な
場
合
が
あ
ろ
う
し
､
あ
る
教
科
で
は
､
低
学
年
で
も
学
習
課
題
に
よ
っ

て
中
層
レ
ベ
ル
､
表
層
レ
ベ
ル
の
読
書
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
例
外
現
象
は
､
モ
デ
ル
と
い
う
枠
組
み
の
硬
直
化
を
戒
め
る
貴

重
な
実
例
な
の
で
あ
-
､
総
合
的
視
点
か
ら
そ
の
現
象
自
体
を
慎
重
に
見

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
(
*
19
)

.
も
う

一
点
､
ス
ル
ー
の
語
義
に
ま
つ
わ
る
課
題
が
あ
る
｡
ス
ル
ー
は
｢
こ

ち
ら
の
面
か
ら
あ
ち
ら
の
面

へ
｣
と
い
う
語
釈
の

｢
へ
｣
の
部
分
で
あ
る
｡

そ
れ
は

｢間
に
で
き
る
空
間
を
通
っ
て
い
-
｣

(rpassing
w
ith
in
a
sp
acer

s
.O
.E
.D
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
､
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
論
と
し
て
は
､
｢芯

の
よ
う
に
貫
-
｣
と
し
た
｡
図
2
の
よ
う
に
､
中
央
で
芯
の
よ
う
に
縦
に

貫
い
て
い
る
読
書
は
､
中
層
､
深
層
レ
ベ
ル
の
教
育
的
場
面
や
環
境
に
絡

み
出
て

〓
疋
の
作
用
を
し
続
け
て
い
る
｡
教
科
に
破
れ
出
て
作
用
す
る
読

書
に
つ
い
て
は
､

G
･
ク
レ
ス
の
よ
う
な
警
告
が
あ
っ
た
が
､
こ
の
教
科

外
､
地
域
､
家
庭
に
沌
み
出
て
作
用
す
る
読
書
に
つ
い
て
は
､
先
の
引
用

文
の
注
意
に
再
び
戻
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
誰
し
も
沌
み
出
る
読
書
の
影
響

力
は
否
定
で
き
な
い
が
､
そ
れ
が
影
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
隠
然
と
行
わ
れ

る
だ
け
に
､
学
校
の
教
育
活
動
と
ど
の
よ
う
に
連
携
さ
せ
る
か
が
常
に
問

わ
れ
る
の
で
あ
る
.
下
保
倉
小
学
校
で
は
､
｢沌
み
出
る
良
質
の
水
分

(栄

養
分
)
を
す
-
い
上
げ
る
｣
と
説
明
し
た
が
､
ま
さ
に

｢方
法
的
な
研
究
｣

の
蓄
積
が
実
践
化

へ
の
課
題
と
な
ろ
う
..1

四
､
中
間
ま
と
め

以
上
､
下
保
倉
小
学
校
に
お
け
る
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ
ル
構
築

ま
で
の
経
緯
と
理
論
的
な
基
盤
を
述
べ
た
｡
い
わ
ば
､
研
究
の
第

一
ス
テ

ー
ジ
の
概
要
を
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
の
段
階
に
お
け
る
モ
デ
ル
の

性
格
に
つ
い
て
､
改
め
て
次
の
2
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

侶

こ
の
モ
デ
ル
は
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
-
､
同
時
に
ク
ロ
ス
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
｡

読
書
と
い
う
コ
ア
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
水
平
的

･
垂
直
的
な
交
わ
り
を

す
る
立
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
｡
水
平
的
と
は
'

ア
ク
ロ
ス
､
ア
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
り
､
立
体
的
と
は
､
ス
ル
ー
で
あ
る
｡
水

平
的
に
広
が
る
矢
印
と
垂
直
的
に
突
き
上
げ
る
矢
印
は
無
数
で
､
ク
ロ
ス

点

(交
わ
り
)
は
､
理
論
的
に
は
無
限
に
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
教
育

の
時
間
と
空
間
に
は
限
り
が
あ
-
､
ま
ず
､
こ
の
点
か
ら
､
交
点
が
選
択

さ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
読
書
に
は
類
型
が
あ
り
､
任
意
の
交
点
に
任
意
の
類

型
の
読
書
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
｡
教
育
的
に
最
も
適
切
な
読
書
が
適

10



切
な
交
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
こ
の
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

･
モ
デ

ル
は
機
能
す
る

(図
3
参
照
)0

図3 交点について

③

｢生
き
生
き
と
学
ぶ
子
供
の
様
相
､
そ
れ
が
も
た
ら
さ
れ
た
要
因
に
つ

い
て
レ
ポ
ー
ト
し
､
そ
の
事
例
に
洞
察
を
加
え
る
｣

(上
越
市
立
高
志
小
学
校
)

と
い
う
よ
う
な
姿
勢
が
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
｡
幼
児
や
子
供
を
見
る

様
々
な
広
が
り
の
言
葉
や
様
々
な
レ
ベ
ル
の
言
葉
を
整
理
す
る
過
程
に
お

い
て
モ
デ
ル
は
成
立
し
､
修
正
さ
れ
る

(
*
加
)
.

下
保
倉
小
学
校
で
は
､
平
成
八
年
度
か
ら
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
実

践
研
究
が
始
ま
り
､
｢方
法
的
研
究
｣
に
力
点
が
移

っ
て
い
っ
た
｡
こ
の

第
二
ス
テ
ー
ジ
以
降
に
お
け
る
実
践
の
検
討
､
そ
し
て
モ
デ
ル
の
更
な
る

改
良
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
｡

㈲

こ
の
モ
デ
ル
は
学
校
活
動
に
立
脚
し
て
い
る
｡

モ
デ
ル
は
先
行
す
る
実
践
が
十
分
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
｡
平
成
七

年
の
十

一
月
ま
で
試
行
的
実
践
を
蓄
積
す
る
過
程
で
､
下
保
倉
小
学
校
の

教
師

1
人
ひ
と
り
に
'
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
計
画
で

は
な
-
､
自
分
た
ち
の
教
育
活
動
を
集
約
し
っ
つ
､

〓
疋
の
形
を
与
え
る

も
の
だ
と
の
合
意
が
成
立
し
て
い
た
｡

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
は
､
｢初
め
に
理
論
的
モ
デ
ル
あ
り
き
｣
で
は
な

ヽ

il"柑

Ⅳ
①

｢幼
児
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
事
例
記
録
と
し
て
積
み
重
ね
､
保
育

を
語
る
会
で
情
報
交
換
を
行
う
｣

(上
越
教
育
大
学
学
校
教
育
学
部
附
属
幼
稚
園
)

②

｢実
践
者
の
間
遺
意
識
に
基
づ
-
単
元
開
発
｣
(同
附
属
小
学
校
)

( ( ( 注
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下
保
倉
小
学
校
校
内
資
料

(平
成
七
年
十

一
月
)

同
右

こ
の
モ
デ
ル
の
原
型
は
､
平
成
七
年
十
二
月
～
八
年
二
月
に
初
め

て
下
保
倉
小
学
校
に
お
い
て
示
し
た
｡
そ
の
後
､
第
九
二
回
全
国

大
学
国
語
教
育
学
会
東
京
大
会
パ
ネ
ル
･デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
｢国

語
科
教
育
に
お
け
る
教
科
内
容
編
成
の
検
討
｣
(平
成
九
年
八

月
)
の
席
で
公
表
し
た

(発
言
内
容
は
､
同
学
会

『国
語
科
教
育
』

第
四
五
集
､
平
成
十
年
三
月
に
収
録
｡
三
四
～
三
五
頁
)｡
な
お
'

こ
の
モ
デ
ル
に
よ
る
下
保
倉
小
学
校
修
正
版

｢読
書
指
導
研
究
の

構
造
｣
は
､
平
成
八
年
度
の
読
書
指
導
全
体
計
画
と
な
っ
た

(下

保
倉
小
学
校

『本
と
と
も
だ
ち
』
(平
成
九
年
十

1
月
､

l
四
九

頁
)
に
収
録
)
｡
修
正
版
で
は

｢指
導
の
重
点
｣
が
､
低
､
中
､



高
学
年
別
に
分
け
ら
れ
た
こ
と
､
｢そ
の
他
の
教
育
活
動
｣
や
｢家

庭
と
の
連
携

･
p
T
A
活
動
｣
が
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と

等
に
､
モ
デ
ル
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
｡
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)
石
三
次
郎

｢カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
原
理
｣
(同
氏
編
著

『新
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
ー
理
論
と
実
践
』
教
育
科
学
社
､
昭
和
二
四
年
､
七

九
頁
)

(5
)
全
国
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導
主
事
協
会
編

『カ
リ
キ
ュ
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と
ガ
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ダ
ン
ス
』
(昭
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社
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昭
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二
四
年
､
六
九
貢
)
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D
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を
め
ぐ
る
質

疑
応
答

(国
立
国
語
研
究
所

『世
界
の
言
語
教
育

･
日
本
の
言
語

教
育
』
平
成
9
年
12
月
に
所
収
｡
講
演
は
平
成
七
年
六
月
開
催
､

筆
者
訳
)

(10
)
有
沢
俊
太
郎

｢読
書
指
導
の
あ
り
方
｣
(読
書
教
育
研
究
会
編

『読

書
教
育
通
論
』
平
成
七
年
､
学
芸
図
書
､
九
～
十
頁
)

(11
)
下
保
倉
小
学
校
校
内
資
料

(平
成
八
年

1
月
)

(12
)
同
右

(平
成
八
年
六
月
～
七
月
)
『本
と
と
も
だ
ち
』
(九
三
～
九

七
頁
)
に
採
録

(13
)
M
･
A
･
K
･
ハ
リ
デ
ー
/
R
･
ハ
ッ
サ
ン
､
寛
春
雄
訳

『機
能

文
法
の
す
す
め
』
(大
修
館
書
店
､
平
成
三
年
)､
K
･
グ
ッ
ド
マ

ン
､
横
田
玲
子
訳

｢読
み
に
つ
い
て
佃
｣
(日
本
読
書
学
会

『読

書
科
学
』
1
6
7
号
'
平
成
十

一
年
四
月
)

(14
)
下
保
倉
小
学
校
校
内
資
料

(平
成
八
年
六
月
)

(ほ
)
D
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(1973)
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S
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(
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)
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u
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.
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'The
hidden
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content
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books
'
(U
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(
17

)
U
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IA
.
()98
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)ntroductio
n

(
fe

)
N
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83
)
.You
get
lostw
h
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you
g
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w
atch
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e
dam
m
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s
.
A
nother
took
at
reading
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th

e

juniorseco
nd
a
rysch
邑
(U
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.,p
.70
).

(
19

)

山
元
隆
春

｢お
わ
り
に
｣
(『国
語
科
教
育
改
善
の
た
め
の
国
語
能

力
の
発
達
に
か
ん
す
る
実
証
的

･
実
践
的
研
究
Ⅱ
』
､
研
究
代
表

者

･
吉
田
裕
久
､
平
成
九
年
度
～
平
成
十
｣
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
研
究
成
果
報
告
書
､
平
成
十
二
年
三
月
)

(孤
)
上
越
教
育
大
学
学
校
教
育
学
部
附
属
幼
稚
園

･
小
学
校

･
上
越
市

立
高
志
小
学
校

『平
成
十
二
年
度
研
究
開
発
実
施
報
告
書

(第

一

年
次
)
-
幼
少
期

･
児
童
期
の
発
達
の
連
続
性
を
踏
ま
え
た
幼
小
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連
携
に
お
け
る
教
育
課
程

･
指
導
法
等
の
研
究
開
発
』
(平
成
十

三
年
三
月
､
九
四
頁
)

ま
た
､
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
藤
井
知
弘
氏
は
下
保
倉
小
学
校

の
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
築
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
最
終
決
定
の
断
は
行
政
で
は
な
く
､
個
々
の
教
室

に
お
け
る
教
師
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
下
保
倉
小
学

校
の
教
師
の
読
書
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
の
取
-
組
み
も
'
個
々
の
教

師
の
自
学
級
の
児
童
を
見
極
め
な
が
ら
の
実
践
の
積
み
重
ね
で
あ

っ
た
｡｣
(｢参
与
観
察
か
ら
み
た
教
師
の
価
値
観
-
読
書
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
巡
る
具
体
的
事
例
を
中
心
に
｣
『教
育
実
践
学
論
集
』

第

一
号

兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
研
究
科
､
平
成

十
二
年
三
月
､
四

一
頁
)


