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は
じ
め
に 

 

私
た

ち
は

、
小

学
校
や

中
学

校
時

代

に
、
朝

の
読

書
タ

イ
ム
、

読
書

感
想

文

と
い

っ
た
も

の
を

経
験

し
て
き

た
。

ま
た

、

国
語
の

教
科

書
に

は
お
す

す
め

の
本

が

載
っ

て
い
る

ペ
ー

ジ
が

あ
っ
た

り
、

「
小

学

〇
年
生

ま
で

に
読

ん
で
お

き
た

い
名

作

」
と

い
う
よ

う
な

本
が

売
ら
れ

た
り

も
し

て

い
る
。

こ
の

よ
う

に
、
幼

い
頃

か
ら

こ

れ
ま

で
読
書

は
す

べ
き
も

の
、

し
た

方
が

良

い
も
の

と
し

て
教

え
ら
れ

て
き

た
。

し

か
し
、

な
ぜ
学

校
で

は
こ
れ

ほ
ど

ま
で

に
読

書

を
す
る

こ
と

が
す

す
め
ら

れ
る

の
だ

ろ

う
か
。

こ
の
よ

う
な

疑
問

か
ら
、

学
校

教
育

に

お
け
る

読
書

の
位

置
付
け

や
意

義
を

明

ら
か

に
し
た

い
と

考
え

た
。
し

た
が

っ
て

、

本
研
究

の
目

的
は

、
学
校

教
育

に
お

け

る
読

書
の
意

義
を

問
い
直

し
、

明
ら

か
に

す

る
こ
と

で
あ

る
。 

そ

の

た

め

、

本

研

究

で

は

、

国

語

の

授

業

に

お

い

て

読

書

に

関

す

る

様

々

な

実

践
を
行

っ
て

き
た

人
物
で

あ
る

大
村

は

ま
を
取

り
上

げ
、

大
村
が

読
書

を
ど

の

よ
う

に
捉
え

て
い

た
の

か
、
読

書
を

通
し

て

ど
の
よ

う
な

人
物

を
育
成

す
る

こ
と

を

目
指

し
て
い

た
の

か
と

い
っ
た

読
書

観
を

探

り
、
そ

の
の

ち
に

大
村
の

実
践

を
当

時

の
学

校
図
書

館
側

の
読

書
の
捉

え
方

や
、

利

用
指
導

と
も

照
ら

し
合
わ

せ
て

検
討

す

る
こ

と
で
学

校
教

育
に
お

け
る

読
書

の
意

義

を
考
え

る
糸

口
と
し

た
。 

さ

ら

に

、

現

代

の

小

学

生

・

中

学

生

・

高

校

生

の

読

書

状

況

や

、

現

行

の

学

習

指
導
要

領
に

お
け

る
読
書

に
つ

い
て

も

あ
わ
せ

て
検

討
す

る
こ
と

で
、

現
代

に

お
け

る
読
書

の
教

育
的
意

義
へ

と
展

開
し

た

。 

 

大
村

が
行

っ
た
読

書
指

導
に

つ
い

て

は
、
実

践
内

容
ご

と
に
検

討
さ

れ
た

も

の
や
、

実
践
全

体
に

つ
い

て
述
べ

ら
れ

た
も

の

な
ど
、

す
で

に
多

く
の
先

行
研

究
が

あ

る
。

し
か
し

、
大

村
が

ど
の
よ

う
に

読
書

を

捉
え
て

い
た

の
か

、
読
書

を
通

し
て

ど

の
よ

う
な
人

物
の

育
成

を
目
指

し
て

い
た

か

、
と
い

う
こ

と
に

関
し
て

は
、

同
じ

よ

う
な

結
論
と

な
っ

て
い

る
も
の

が
多

い
。

ま

た
、
先

行
研

究
の

多
く
は

大
村

の
読

書

指
導

の
ね
ら

い
や

効
果

、
各
実

践
の

ね
ら

い

や
効
果

の
指

摘
で

あ
る
。

し
た

が
っ

て

、
大
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村
の
読

書
指

導
を

手
が
か

り
と

し
て

現

代
の
読

書
に

ま
で

視
野
を

広
げ

て
読

書

の
教

育
的
意

義
を

考
え
る

こ
と

に
本

研
究

の

意
義
が

あ
る

。 

 

第
一
章 

読
書
指
導
の
展
開
と
大
村
は
ま
の
位
置
付
け 

第
一
節 

戦

後
読
書

指
導

の
展

開 

 

ま
ず

、
大

村
に

つ
い
て

述
べ

て
い

く

前
に
、

戦
後

の
読

書
指
導

の
流

れ
を

整

理
す

る
。 戦

後

の

読

書

指

導

に

関

し

て

は

、

足

立

幸

子

氏

が

詳

し

く

述

べ

て

お

り

、

国

語

科
学
習

指
導

要
領

で
読
書

指
導

が
ど

の

よ
う
な

位
置

付
け

と
な
っ

て
い

る
か

を

明
ら

か
に
し

て
い

る
。

昭
和
の

読
書

指
導

に

関
し
て

足
立

氏
が

述
べ
た

内
容

を
以

下

に
ま

と
め
る

。 

 

 

ま
ず

、
昭

和
二

〇
年
代

は
経

験
主

義

教
育
で

あ
り

、
「

教
育
の

社
会

的
な

機

能
が

重
視
さ

れ
、

経
験

を
通
し

て
、

実
生

活

に
役
立

つ
能

力
を

身
に
付

け
さ

せ
る

こ

と
が

重
視
」

さ
れ

、
「

国
語
科

に
お

い
て

も

、
言
語

の
社

会
的

機
能
が

重
視

さ
れ

、

実
生

活
に
役

立
つ

読
書

力
を
育

成
す

る
こ

と

が
、
重

要
」

と
な

っ
て
い

た
よ

う
で

あ

る
。

そ
の
上

で
足

立
氏

は
国
語

科
学

習
指

導

の
目
標

か
ら

、
「

実
生
活

に
お

け
る

目

的
に

応
じ
た

読
書

の
仕

方
を
指

導
す

る
こ

と

と
し
て

い
る

」
と

い
う
こ

と
を

読
み

取

っ
て

い
る
。 

昭

和

四

〇

年

代

に

は

、

「

読

書

と

他

教

科

や

人

間

形

成

と

の

関

係

が

示

さ

れ

た

」

記
述
が

見
ら

れ
る

こ
と
を

指
摘

し
て

い

る
。
そ

の
よ

う
に

読
書
指

導
が

位
置

付

け
ら

れ
た
こ

と
で

、
こ

の
時
期

は
「

読
書

指

導
ブ
ー

ム
」

が
起

こ
り
、

「
教

育
現

場

で
は

国
語
の

授
業

に
「

読
書
指

導
」

が
積

極

的
に
取

り
入

れ
ら

れ
た
」

と
述

べ
、

そ

の
例

と
し
て

大
村

は
ま

を
挙
げ

て
い

る
。

そ

し
て
、

そ
の

背
景

と
し
て

は
、

「
「

少

年
少

女
世
界

名
作

文
学

全
集
」

（
小

学
館

）

、
「
少

年
少

女
世

界

の
名

作
」

（
偕

成

社
）
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な
ど
、

い
わ

ゆ
る

子
ど
も

向
き

の
文

学

全
集
が

多
数

刊
行

さ
れ
た

こ
と

」
を

挙

げ
て

い
る
。

し
か

し
、

「
「
読

書
指

導
」

が

能
力
と

い
う

よ
り

は
態
度

の
問

題
と

し

て
取

り
上
げ

ら
れ

た
」

た
め
、

「
読

書
の

生

活
的
側

面
が

強
調

さ
れ
た

こ
と

と
関

係

が
あ

る
が
、

態
度

面
が

強
調
さ

れ
る

こ
と

に

よ
り
、

能
力

（
あ

る
い
は

学
力

）
と

し

て
読

書
指
導

が
論

じ
ら
れ

る
こ

と
は

少
な

か

っ
た
」

と
述

べ
て
い

る
。 

 

以
上
が

足
立

氏
の
指

摘
で

あ
る

（
１

）

。 

こ

の

よ

う

な

足

立

氏

の

指

摘

と

同

様

に

、

平

田

倫

香

氏

も

、

昭

和

後

期

は

「

学

習
指
導

要
領

で
読

書
指
導

の
強

化
が

強

調
さ
れ

た
こ

と
に

よ
り
、

読
む

こ
と

の

指
導

が
重
要

視
さ

れ
始
め

る
。

そ
れ

に
伴

っ

て
読
書

指
導

の
研

究
も
盛

ん
に

な
っ

た

時
代
」

（
２
）

で
あ

っ
た
と

述
べ

て
い

る
。 

ま

た

、

杉

山

悦

子

氏

は

、

昭

和

の

読

書

指

導

を

大

き

く

担

っ

て

き

た

人

物

で

あ

る
阪
本

一
郎

の
読

書
指
導

に
つ

い
て

考

察
し
て

お
り

、
阪

本
の
主

張
か

ら
、

「

読
書

が
集
団

管
理

と
矯

正
の
方

法
と

し
て

差

し
出
さ

れ
て

い
る

よ
う
に

み
え

る
」

こ

と
を

指
摘
し

て
い

る
。
さ

ら
に

、
阪

本
は

「

読
書
に

よ
る

生
活

指
導
を

推
進

」
し

て

お
り
、

「
子
ど

も
た

ち
の

近
く
に

あ
る

学
級

文

庫
は
、

指
導

の
場

と
し
て

理
想

的
に

見

え
て

い
た
」

と
も

述
べ

る
。
そ

の
上

で
、

彼

の
読
書

指
導

は
「

子
ど
も

の
躾

や
若

者

の
社

会
逸
脱

防
止

を
目
的

と
し

た
生

活
指

導

の
範
疇

」
に

あ
り

、
「
本

来
の

図
書

館

教
育
、

す
な
わ

ち
生

涯
に

わ
た
っ

て
自

ら
図

書

館
や
広

範
な

資
料

を
利
用

で
き

る
よ

う

に
な

る
た
め

の
教

育
と
は

乖
離

し
た

も
の

で

あ
っ
た

」
と

指
摘
し

て
い

る
（

３
）

。 

野

口

久

美

子

氏

は

、

阪

本

一

郎

と

ほ

ぼ

同

時

期

の

人

物

で

あ

る

滑

川

道

夫

の

著

書
を
基

に
彼

の
読

書
指
導

に
つ

い
て

考

察
し
て

い
る

。
滑

川
の
一

九
四

〇
年

代

か
ら

一
九
五

〇
年

前
半

に
お
け

る
読

書
指

導

の
捉
え

方
と

し
て

は
「
「

生
活

に
必

要

な
読

書
に
関

す
る

態
度

や
技
術

の
育

成
」

と

い
う
要

素
が

含
ま

れ
る
」

と
述

べ
て

お

り
、

一
九
五

〇
年

代
後
半

か
ら

一
九

七
〇

年

代
に
お

け
る

読
書

指
導
の

捉
え

方
と

し

て
は
、
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「
「
読

書
に

よ
る

情
操
と

知
力

の
育

成

」
と
い

う
要

素
が

含
ま
れ

る
」

と
い

う

指
摘

を
し
て

い
る

。
さ

ら
に
、

彼
は

「
読

書

指
導
を

生
活

指
導

の
一
環

と
し

て
位

置

づ
け

て
い
る

」
こ

と
も

読
み
取

っ
て

お
り

、

「
読
書

指
導

が
生

活
指
導

と
し

て
の

機

能
を

持
つ
こ

と
を

示
し
て

い
る

と
考

え
ら

れ

る
」
と

述
べ

て
い
る

（
４

）
。 

 

こ
れ

ら
の

先
行

研
究
か

ら
、

昭
和

後

半
に
は

読
書

指
導

が
盛
ん

に
行

わ
れ

て

い
た

一
方
で

、
昭

和
に

お
い
て

読
書

は
態

度

の
育
成

や
生

活
指

導
の
面

で
捉

え
ら

れ

て
い

た
こ
と

が
う

か
が
え

る
。 

し

か

し

、

昭

和

五

〇

年

代

と

六

〇

年

代

に

は

、

そ

の

よ

う

な

盛

り

上

が

り

が

あ

っ
た
読

書
指

導
に
変

化
が

あ
り

、
そ

れ

を
足
立

氏
は

次
の
よ

う
に

指
摘

し
て

い

る
。 

 

い

わ

ゆ

る

「

ゆ

と

り

教

育

」

を

も

た

ら

し

た

こ

の

学

習

指

導

要

領

の

も

と

で

は

、

実

質

的

な

授

業

時

数

の

削

減

が

あ

り

、

実

際

の

国

語

科

教

育

は

「

言

語

事

項

」

の

強

調

と

と

も

に

、

基

礎

的

な

事

項

へ

の

回

帰

が

図

ら

れ

た

。

「

読

む

こ

と

」

の

教

材

に

つ

い

て

も

、

「

読

む

こ

と

」

に

お

け

る

指

導

項

目

に

つ

い

て

も

精

選

が

図

ら

れ

、

生

活

的

側

面

を

強

調

す

る

読

書

指

導

は

顧

み

ら

れ

る

こ

と

は

な
か
っ

た
。

（
５

） 

  

足
立

氏
は

、
こ

の
時
期

は
「

ゆ
と

り

教
育
」

の
影

響
に

よ
り
、

授
業

時
数

が

少
な

く
な
り

、
「

読
む
こ

と
」

の
教

材
や

指

導
項
目

も
「

精
選

」
さ
れ

た
こ

と
に

よ

っ
て
、

生
活
面

・
態

度
面

の
要
素

が
強

か
っ

た

読
書
指

導
は

重
要

視
さ
れ

な
か

っ
た

こ

と
を

指
摘
し

て
い

る
。 

 

結
局

、
昭

和
の

間
は
、

読
書

は
態

度

面
・
生

活
指

導
面

で
捉
え

ら
れ

て
い

た

が
ゆ

え
に
、

学
習

と
し

て
重
要

と
認

識
さ

れ

る
に
は

至
ら

ず
、

読
書
を

学
力

に
繋

が

る
も

の
と
し

て
捉

え
ら
れ

て
は

い
な

い
と

言

え
る
だ

ろ
う

。 

平

成

に

入

っ

て

か

ら

の

読

書

指

導

に

関

し

て

は

、

足

立

氏

は

以

下

の

よ

う

に

述
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べ
て
い

る
。 

 

平

成

元

年

に

入

っ

て

も

な

お

、

各

学

年

の

目

標

に

お

け

る

読

書

は

、

「

「

習

慣

」

あ
る
い

は
「

態
度

」
と
い

う
位

置
づ

け

」
で
あ

り
、

「
各

学
年
の

内
容

に
は

、

や
は

り
読
書

に
関

す
る

指
導
事

項
は

ほ
と

ん

ど
が
「

読
解

」
で

あ
り
「

読
書

」
は

取

り
上

げ
ら
れ

て
い

な
い

」
と
指

摘
し

、
「

国

語
科
教

育
に

お
け

る
読
書

指
導

の
位

置

づ
け

は
、
建

前
（

目
標

）
と
し

て
は

読
解

と

並
置
さ

れ
て

い
る

が
、
実

際
の

と
こ

ろ

（
内

容
と
し

て
は

）
、

読
む
こ

と
の

能
力

と

し
て
は

受
け

止
め

ら
れ
て

お
ら

ず
、

指

導
も

ほ
と
ん

ど
行

わ
れ
て

い
な

い
と

い
う

状

況
が
続

い
た

」
と
述

べ
て

い
る

。 

そ

し

て

、

平

成

一

〇

年

代

は

、

国

語

科

以

外

で

読

書

指

導

が

問

い

直

さ

れ

、

「
情
報

化
社

会
か

ら
知
識

基
盤

社
会

へ

の
移
行

と
い

う
社

会
的
変

化
か

ら
、

読

書
の

重
要
性

が
見

直
さ

れ
る
よ

う
に

」
な

り

、
「
子

ど
も

と
読

書
を
結

び
つ

け
よ

う

と
し

た
法
的

整
備

、
政

策
な
ど

が
あ

っ
た

」

と
述
べ

て
い

る
。

し
か
し

、
こ

の
よ

う

な

機

運
が
高

ま
っ

て
は

い
て
も

、
「

「
読

書

」
を
能

力
と

し
て

こ
な
か

っ
た

こ
と

と

、

学

習
指
導

要
領

の
内
容

に
お

け
る

指
導

事

項
と
し

て
位

置
付

け
て
こ

な
か

っ
た

」

た
め
、

「
国
語

科
の

「
読

む
こ
と

」
の

指
導

と

し
て
、

読
書

指
導

を
位
置

付
け

る
こ

と

は
、

こ
の
時

期
は

ま
だ
十

分
に

行
わ

れ
て

い

た
と
は

言
い

が
た
い

」
と

述
べ

て
い

る

。 

平

成

二

〇

年

代

に

な

る

と

、

「

平

成

20

年

版

で

よ

う

や

く

、

読

書

指

導

が

各

学

年
の
内

容
に

位
置

付
く
こ

と
に

な
っ

た

」
と
述

べ
、

そ
れ

は
「
読

書
を

学
力

（

あ
る

い
は
能

力
）

と
し
て

と
ら

え
る

よ
う

に

な
っ
た

か
ら

と

考

え
ら
れ

る
」

と
し

て

い
る
。 

 

以

上

が

足

立

氏

の

述

べ

た

内

容

で

あ

る

（

６

）

。

平

成

に

入

っ

て

も

な

お

読

書

は

態

度

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

た

が

、

社

会

の

変

化

に

伴

い

、

次

第

に

読

書

を

学

力
・
能

力
と

し
て
捉

え
よ

う
と

し
て

い

く
変
化

が
起

き
て
い

る
。 

こ

れ

ら

の

先

行

研

究

か

ら

、

読

書

や

読

書

指

導

は

戦

後

長

い

間

態

度

面

や

生

活



6 

 

指
導
の

一
部

と
し

て
捉
え

ら
れ

て
き

た

こ
と
、

さ
ら

に
は

読
書
指

導
を

大
き

く

担
っ

て
い
た

人
物

も
読
書

を
生

活
指

導
の

面

か
ら
捉

え
て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
。

そ

れ
が
、

平
成
に

入
り

、
社

会
の
変

化
に

伴
っ

て

、
次
第

に
学

力
に

も
影
響

す
る

も
の

と

し
て

捉
え
ら

れ
る

よ
う
に

な
っ

て
い

っ
た

と

い
う

変

化
が

あ
っ
た

と
言

え
る

。 

 

第
二
節 

大

村
は
ま

の
位

置
付

け 

 

前
述

の
よ

う
に

、
戦
後

の
読

書
指

導

は
長
い

間
態

度
面

や
生
活

指
導

の
一

部

と
し

て
行
わ

れ
て

き
た

。
し
か

し
そ

の
一

方

で
、
昭

和
三

年
か

ら
五
十

五
年

ま
で

の

間
教

壇
に
立

ち
、

国
語

科
に
お

い
て

様
々

な

読
書
指

導
実

践
を

行
っ
て

い
た

人
物

で

あ
る

大
村
は

ま
は

、
読

書
を
そ

の
よ

う
に

は

捉
え
て

い
な

か
っ

た
。
大

村
は

自
身

の

『
読

書
生
活

指
導

の
実

際
』
と

い
う

著
書

に

つ
い
て

、
「

読
書

に
よ
っ

て
生

活
指

導

を
す

る
本
だ

と
思

わ
れ

て
し
ま

っ
た

こ
と

が

、
か
な

り
あ

り
ま

し
て
、

私
は

と
て

も

残
念

で
し
た

。
」

と
い

う
こ
と

を
述

べ
て

い

た
り
、

「
本

を
教

養
の
た

め
、

お
説

教

の
た

め

と

捉

え

ら

れ

て

い

る

の

が

一

番

悲

し

く

て

」

と

い

っ

た

こ

と

を

述

べ

て

い

る

（
７
）

。
こ

れ
ら

の
記
述

か
ら

、
大

村

は
読
書

を
態

度
面

や
生
活

指
導

の
一

部

と
し

て
は
捉

え
て

い
な

い
と
言

え
る

だ
ろ

う

。
し
た

が
っ

て
、

大
村
の

読
書

指
導

を

手
が

か
り
と

す
る

こ
と

で
、
読

書
を

態
度

面

や
生
活

指
導

と
し

て
で
は

な
く

、
学

力

な
ど

の
他
と

の
繋

が
り

か
ら
読

書
が

生
徒

に

与
え
る

影
響

や
意

義
を
明

ら
か

に
す

る

こ
と

が
で
き

る
の

で
は
な

い
か

と
考

え
る

。 

 

第
二
章 

「
単
元 

読
書
」
の
概
要 

第
一
節 

先

行
研
究 

 

大
村

の
読

書
指

導
に
つ

い
て

は
、

大

村
自
身

が
ま

と
め

た
著
書

が
あ

る
こ

と

は
も

ち
ろ
ん

、
す

で
に

多
く
の

研
究

が
な

さ

れ
て
き

て
い

る
。

先
行
研

究
で

は
、

大

村
の

読
書
指

導
実

践
全

体
に
関

し
て

そ
の

効

果
や
ね

ら
い

を
述

べ
て
い

る
も

の
と

、

小
単
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元
ご
と

に
読

書
指

導
実
践

の
分

析
を

し

、
そ
の

指
導

の
効

果
や
ね

ら
い

が
述

べ

ら
れ

て
い
る

も
の

が
多

い
。
こ

こ
で

は
、

現

在
明
ら

か
に

さ
れ

て
い
る

大
村

の
読

書

観
を

把
握
す

る
た

め
に

も
、
「

単
元 

読

書

」
に
お

け
る

読
書

指
導
に

つ
い

て
の

先

行
研

究
だ
け

で
な

く
、

そ
れ
以

外
の

時
期

に

行
わ
れ

た
読

書
指

導
に
つ

い
て

の
先

行

研
究

も
含
め

て
ま

と
め
て

い
く

。 

 

ま
ず

、
大

村
の

実
践
全

体
に

関
し

て

概
観
し

て
ね

ら
い

や
効
果

を
述

べ
て

い

る
も

の
を
ま

と
め

て
い
く

。 

 

古
矢

弘
氏

は
、

大
村
の

研
究

授
業

に

参
加
し

て
い

た
人

物
で
あ

り
、

そ
の

体

験
や

大
村
の

実
践

の
一

部
が
記

さ
れ

て
い

る

書
物
か

ら
、

大
村

の
実
践

に
つ

い
て

考

察
し

て
い
る

。
古

矢
氏

は
、
大

村
の

授
業

に

お
け
る

読
書

は
、

「
文
章

表
現

の
持

つ

意
味

や
価
値

を
評

価
す

る
だ
け

で
な

く
、

自

分
の
生

活
の

た
め

に
再
生

産
で

き
る

人

間
を

つ
く
る

目
的

的
行

為
と
い

う
こ

と
が

で

き
る
」

と
し

て
お

り
、
そ

の
う

え
で

大

村
の

最
終
的

な
目

的
を

「
主
体

的
に

情
報

を

操
作
し

う
る

読
書

人
の
育

成
、

つ
ま

り

読
書

指
導
に

あ
る

」
と
述

べ
て

い
る

（
８

）

。 

 

橋
本

暢
夫

氏
は

、
昭
和

四
十

七
年

か

ら
五
十

五
年

ま
で

の
期
間

東
京

都
立

石

川
台

中
学
校

に
て

開
催

さ
れ
た

国
語

科
実

践

研
究
会

に
お

け
る

実
践
に

よ
る

提
案

を

中
心

に
し
て

、
大

村
国

語
教
室

が
提

起
し

た

国
語
科

教
育

の
課

題
に
つ

い
て

考
察

し

て
い

る
。
そ

の
中

で
、

「
知
ろ

う 

世
界

の

子
ど
も

た
ち

を
」

と
い
う

単
元

に
関

し

て
、

以
下
の

よ
う

な
指
摘

を
し

て
い

る
。 

  
 

世

界
の

子
ど
も

を
知

る
目

的
で

集

め
た
資

料
を

、
そ

の
種
類

や
性

質
を

考

え
て
、

そ

れ

ぞ

れ

に

活

用

す

る

態

度

、

集

め

た

資

料

の

整

理

の

し

か

た

、

目

的

に

合

わ

せ

て

カ

ー

ド

を

用

い

て

活

用

し

や

す

い

よ

う

に

す

る

方

法

な

ど

、

目

的

と

資

料

に

合

わ

せ

た

学

習

が

す

す

め

ら

れ

、

生

涯

読

書

生

活

を

続

け

て

い

く

人

と

し

て

の
能
力

が
つ

け
ら
れ

て
い

く
。

（
９

） 
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橋
本

氏
は

、
学

習
の
過

程
で

指
導

さ

れ
て
い

る
も

の
が

、
「
生

涯
読

書
生

活

を
続

け
て
い

く
人

と
し
て

の
能

力
」

で
あ

る

と
指
摘

し
て

い
る
の

で
あ

る
。 

さ

ら

に

、

「

外

国

の

人

は

日

本

（

及

び

）

日

本

人

を

こ

の

よ

う

に

見

て

い

る

」

と
い
う

単
元

に
関

し
て
も

、
学

習
に

取

り
組
む

作
業

の
中

で
、
「

読
書

の
方

法

を
身

に
つ
け

さ
せ

、
生

涯
に
わ

た
っ

て
読

書

を
続
け

て
い

く
学

習
者
を

育
て

て
い

る

と
こ

ろ
に
、

実
践

の
意
義

を
見

い
だ

す
こ

と

が
で
き

る
。

」
（

10

）
と
述

べ
て

い
る

。 

こ

の

よ

う

に

、

橋

本

氏

は

、

実

践

の

学

習

内

容

だ

け

で

は

な

く

、

学

習

の

過

程

で
行
わ

れ
る

作
業

に
も
、

「
生

涯
読

書

生
活
を

続
け

て
い

く
人
」

の
育

成
の

た

め
の

指
導
で

あ
る

こ
と
を

見
出

し
て

い
る

。 

萬

屋

秀

雄

氏

は

、

『

大

村

は

ま

国

語

教

室

』

第

七

巻

の

分

析

を

行

っ

て

お

り

、

大
村
の

読
書

指
導

は
は
じ

め
の

う
ち

か

ら
次
の

よ
う

な
ね

ら
い
が

あ
る

こ
と

を

指
摘

し
て
い

る
。 

  
 

そ

の
ね

ら
い
は

一
口

に
い

え
ば

す

ぐ
れ
た

読
書

人
の

育
成
と

い
っ

て
よ

か

ろ
う
。

子

ど

も

が

知

ら

ず

識

ら

ず

の

う

ち

に

読

書

が

好

き

に

な

り

、

生

活

の

中

に

読

書

が

位

置

づ

け

ら

れ

、

読

書

を

通

し

て

考

え

、

書

く

こ

と

で

更

に

読

書

に

む

か

う

と

い

う

す

ぐ

れ

た

読

書

人

を

育

て

る

こ

と

が

ね

ら

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

（

11

） 

  

萬
屋

氏
は

、
大

村
の
読

書
指

導
の

ね

ら
い
は

、
生

活
の

中
に
読

書
が

あ
り

、

そ
れ

を
活
用

し
、

ま
た

読
書
に

向
か

っ
て

い

く
と
い

う
よ

う
な

「
す
ぐ

れ
た

読
書

人

」
の

育
成
に

あ
る

と
述
べ

て
い

る
。 

 

次
に

、
読

書
指

導
の
各

実
践

を
対

象

と
し
て

そ
の

ね
ら

い
や
効

果
に

つ
い

て

述
べ

て
い
る

も
の

を
ま
と

め
て

い
く

。 

石

津

正

賢

氏

は

、

単

元

「

知

ろ

う 

世

界

の

子

ど

も

た

ち

を

」

を

対

象

と

し

て

、
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そ
の
指

導
の

ね
ら

い
や
意

義
を

明
ら

か

に
し
て

お
り

、
本

単
元
は

、
時

事
的

な

課
題

設
定
で

あ
る

こ
と

、
資
料

収
集

を
生

徒

と
共
に

行
っ

た
こ

と
、
課

題
解

決
を

す

る
た

め
の
過

程
と

し
て

、
読
書

の
方

法
・

技

術
が
身

に
付

く
よ

う
に
な

っ
て

い
る

こ

と
、

協
同
学

習
の

意
義

を
感
じ

ら
れ

る
実

践

と
な
っ

て
い

る
こ

と
に
価

値
を

見
出

し

て
い

る
（

12

）
。 

稲

井

達

也

氏

は

、

戦

後

初

期

に

行

わ

れ

た

「

読

書

新

聞

」

を

作

る

読

書

指

導

実

践
を
対

象
と

し
て

、
考
察

し
て

い
る

。

新
聞
記

事
の

内
容

や
構
成

か
ら

、
新

聞

内
の

各
コ
ン

テ
ン

ツ
で

、
「
記

事
に

応
じ

た

方
法
で

読
書

に
つ

い
て
考

え
、

そ
れ

を

表
現

す
る
こ

と
が

で
き

る
と
い

う
学

習
活

動

に
な
っ

て
い

る
」

こ
と
を

指
摘

し
て

い

る
。

ま
た
、

こ
の

新
聞

作
り
と

い
う

活
動

を

、
国
語

科
の

言
語

能
力
と

し
て

位
置

づ

け
た

と
い
う

こ
と

に
も

大
村
実

践
の

特
徴

を

見
出
し

て
い

る
。

さ
ら
に

、

大

村
の

読

書
指

導
は
「

読
書

活
動

を
通
し

て
、

言
語

活

動
の
充

実
を

図
る

工
夫
が

、
生

徒
の

主

体
的

な
読
書

生
活

を
創

造
す
る

能
力

や
態

度

の
育
成

に
つ

な
が

る
こ
と

を

示

唆
す

る

点
」

に
今
日

的
意

義
が
あ

る
と

述
べ

て
い

る

（

13

）
。 

前

田

幸

氏

・

前

田

眞

證

氏

は

、

「

感

想

を

育

て

る

指

導

」

を

対

象

と

し

て

お

り

、

こ
の
実

践
の

ね
ら

い
を
「

読
書

中
・

読

書
後
に

活
発

に
湧

い
て
く

る
思

い
を

次

々
に

言
葉
に

し
て

み
る

こ
と
に

よ
る

自
己

発

見
」
と

「
自

分
か

ら
持
続

的
に

読
書

を

積
み

重
ね
、

読
ん

だ
感

想
を
育

て
て

い
く

読

書
主
体

の
確

立
」

の
二
点

に
整

理
し

た

う
え

で
、
「

感
想

を
育

て
る
」

実
践

そ
れ

ぞ

れ
に
つ

い
て

ど
の

よ
う
に

指
導

さ
れ

て

い
る

か
を
考

察
し

て
い
る

（

14

）
。 

平

瀬

正

賢

氏

も

「

感

想

を

育

て

る

」

の

実

践

を

対

象

と

し

て

、

そ

の

効

果

や

特

徴
を
述

べ
て

い
る
（

15

）
。 

 

ま
た

、
こ

の
よ

う
な
特

定
の

実
践

を

対
象
と

し
て

い
な

い
研
究

も
あ

り
、

谷

木
由

利
氏
は

、
西

尾
実

氏
が
監

修
し

た
昭

和

五
〇
年

版
『

改
訂

標
準
中

学
国

語
一

～

三
』

を
用
い

て
、

大
村
は

ま
の

読
書

生
活

指

導
に
つ

い
て

分
析
を

し
て

い
る

（

16

）
。 
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こ

の

よ

う

に

先

行

研

究

を

み

て

み

る

と

、

「

読

書

人

」

、

「

読

書

を

継

続

さ

せ

る
こ
と

」
、

「
読

書
生
活

を
営

め
る

よ

う
に
す

る
こ

と
」

、
「
読

書
を

活
用

で

き
る

こ
と
」

と
い

う
よ

う
な
意

味
合

い
の

文

言
が
多

い
こ

と
が

わ
か
る

。
そ

れ
ら

を

ま
と

め
る
と

、
大

村
の

読
書
指

導
に

は
「

生

活
の
中

で
読

書
を

活
用
し

て
生

き
て

い

く
よ

う
な
、

読
書

人
の

育
成
」

と
い

う
ね

ら

い
が
あ

る
と

指
摘

さ
れ
て

い
る

も
の

が

多
い

と
言
え

よ
う

。 

 

し
か

し
、

大
村

自
身
が

ど
の

よ
う

に

読
書
を

捉
え

て
い

た
の
か

、
読

書
を

通

し
て

ど
の
よ

う
な

人
物

の
育
成

を
目

指
し

て

い
た
か

、
と

い
う

こ
と
を

明
ら

か
に

す

る
た

め
に
は

、
読

書
指

導
の
実

践
を

断
片

的

に
分
析

す
る

だ
け

で
は
な

く
、

あ
る

程

度
ま

と
ま
り

を
も

っ
た
期

間
を

通
し

て
検

討

す
る
必

要
が

あ
る
だ

ろ
う

。 

 

し
た

が
っ

て
、

大
村
が

中
学

一
年

生

か
ら
三

年
生

を
継

続
的
に

担
当

し
、

読

書
指

導
を
行

う
こ

と
が
で

き
た

、
「

単
元 

読
書
」

の
実

践
を

研
究
対

象
と

す
る

。

こ
の
、

大
村
が

行
っ

た
「

単
元 

読
書

」
に

関

し
て
は

、
『

大
村

は
ま
国

語
教

室
』

第

八
巻

に
ま
と

め
ら

れ
て

い
る
の

だ
が

、
こ

の

巻
の
解

説
に

は
、

倉
沢
栄

吉
氏

が
次

の

よ
う

な
こ
と

を
記

し
て
い

る
。 

  
 

本

巻
の

指
導

記
録
と

、
そ

れ
に

対

す
る
著

者
の

見
解

と
は
、

そ
の

ま
ま

、

著
者

の

読

書

論

、

、

、
で

あ

る

。

同

時

に

、

読

書

人

育

成

へ

の

深

い

配

慮

と

、

読

書

を

通

し

て

自

己

教

育

力

を

高

め

よ

う

と

す

る

熱

意

と

計

画

と

が

、

何

貢

も

ひ

も

と

か

な

い

う

ち

に

感

じ

ら

れ

て

く

る

。

こ

の

ゆ

え

に

、

本

巻

は

「

教

育

論

」

で

も

あ

る

。

（

17

）
（

傍
点

は
倉
沢

に
よ

る
） 

  

倉
沢

氏
は

、
こ

の
巻
に

ま
と

め
ら

れ

て
い
る

指
導

記
録

と
見
解

は
大

村
の

「

読
書
、
、

論、
」
で

あ
る

と
し
て

お
り

、
さ

ら
に

は

「
教
育

論
」

で
も
あ

る
と

述
べ

て
い

る

。 

継

続

的

に

読

書

指

導

が

行

わ

れ

た

と

い

う

こ

と

、

か

つ

そ

の

実

践

記

録

等

が

記
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さ
れ
て

い
る

著
書

に
は
「

著
者

の
読

書

論

、

、

、
」
が

表
れ

て
い

る
と
い

う
こ

と
か

ら

、
大

村
の
著

書
を

用
い

て
「
単

元 

読
書

」

を
分
析

し
、

大
村

自
身
が

ど
の

よ
う

に

読
書

を
捉
え

て
い

た
の

か
、
読

書
を

通
し

て

ど
の
よ

う
な

人
物

の
育
成

を
目

指
し

て

い
た

の
か
と

い
っ

た
読
書

観
を

探
っ

て
い

き

た
い
。 

 

第
二
節 

「

単
元 

読
書

」
設

定
の

理

由 

 

「
単

元 

読
書

」
と
は

、
倉

沢
栄

吉

氏
の
す

す
め

に
よ

り
大
村

が
行

う
こ

と

に
な

っ
た
、

読
書

指
導

の
単
元

で
あ

る
。

こ

の
単
元

は
昭

和
四

十
一
年

～
四

十

六

年

五
月

ま
で
の

約
五

年
間

行
わ
れ

た
。

当
時

の

読
書
指

導
に

つ
い

て
、
大

村
は

著
書

に

お
い

て
次
の

よ
う

に
述
べ

て
い

る
。 

  
 

読

書
指

導
と

い
う
こ

と
を

、
読

書

案
内
の

よ
う

な
も

の
に
限

る
と

い
う

か

、
何

を

読

ま

せ

る

か

、

ど

ん

な

順

序

で

ど

う

い

う

ふ

う

に

読

ま

せ

る

か

、

と

い

う

ほ

う

に

話

が

向

い

て

し

ま

う

の

は

ま

ち

が

い

だ

と

思

い

ま

し

た

。

そ

こ

で

、

こ

れ

は

破

っ

て

み

な

け

れ

ば

だ

め

だ

、

そ

れ

は

そ

れ

で

、

も

ち

ろ

ん

た

い

せ

つ

な

意

味

が

あ

る

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

読

書

指

導

の

ご

く

一

部

分

で

あ

る

と

思

い

ま

し

た

。

そ

の

一

部

分

の

も

の

が

非

常

に

た

い

せ

つ

に

さ

れ

て

、

た

い

せ

つ

に

さ

れ

る

ど

こ

ろ

か

、

全

部

で

あ

る

か

の

よ

う

な

話

が

多

い

と

思

い

ま

し

た

。

（

18

） 

  

大
村

は
当

時
の

読
書
指

導
に

つ
い

て

、
「
読

書
案

内
の

よ
う
な

も
の

に
限

る

」
指

導
で
あ

り
、

そ
れ

は
「
読

書
指

導
の

ご

く
一
部

」
で

あ
る

と
い
う

考
え

を
述

べ

て
い

る
。
そ

れ
だ

け
で

は
な
く

大
村

は
、

「

生
徒
が

そ
の

本
を

読
ん
だ

際
に

感
想

文

を
書

く

と

い

う

こ

と

が

、

つ

き

も

の

の

よ

う

に

な

っ

て

い

た

こ

と

」

（

19

）

も

不

満

に

思
っ
て

い
た

よ
う

で
あ
る

。
こ

の
よ

う

な
当
時

の
読

書
指

導
へ
の

不
満

や
疑

問

を
持
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っ
て
い

た
大

村
は
、

読
書

に
つ

い
て

次

の
よ
う

に
述

べ
て
い

る
。 

  
 

子

ど
も

た
ち

の
こ
れ

か
ら

の
生

活

の
中
で

、
読

書
と

い
う
こ

と
を

生
き

る

一
つ

の

技

術

と

し

て

見

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

つ

ま

り

読

書

と

い

う

生

活

な

し

に

は

、

こ

れ

か

ら

の

社

会

を

じ

ゅ

う

ぶ

ん

に

生

き

抜

く

こ

と

は

で

き

な

い

と

思

わ

れ

ま

す

。

で

す

か

ら

、

生

き

て

い

く

た

め

の

一

つ

の

技

術

、

た

い

せ

つ

な

仕

事

で

あ

る
と
い

う
ふ

う
に
位

置
づ

け
た

い
と

思

い
ま
す

。
（

20

） 

  

大

村

は

、

読

書

を

「

生

き

る

一

つ

の

技

術

」

と

し

て

捉

え

、

そ

れ

が

な

け

れ

ば

「
こ
れ

か
ら

の
社

会
を
じ

ゅ
う

ぶ
ん

に

生
き
抜

く
こ

と
が

で
き
な

い
」

と

述

べ

て
い

る
。
こ

の
よ

う
な

考
え
を

持
つ

大
村

に

よ
る
読

書
指

導
は

、
従
来

の
読

書
指

導

と
は

異
な
る

、
読

書
を

「
生
き

る
一

つ
の

技

術
」
と

し
て

、
つ

ま
り
能

力
と

し
て

掲

げ
る

指
導
と

言
え

る
だ
ろ

う
。 

 

ま
た

、
大

村
は

読
書
指

導
に

関
し

て

の
考
え

を
六

つ
挙

げ
、
そ

れ
ぞ

れ
に

説

明
を

加
え
て

い
る

。
以
下

に
そ

の
六

つ
の

項

目
を
示

す
。 

 

１ 

読

書
指

導
は
、

読
書

案
内

だ
け

で

は
な
い 

２ 

読

書
指

導
の

内
容
は

本
を

探
す

と

こ
ろ
か

ら
始

ま
り

、
い
ろ

い
ろ

の
読

書

の
技

術
を
身

に
つ

け
る
こ

と
で

あ
る 

３ 

読

書
指

導
は

読
解
指

導
の

あ
と

に

続
く
も

の
で

は
な

い
。
読

解
指

導
へ

の

つ
け

足
し
で

な
い

、
単
な

る
発

展
で

も
な

い 

４ 

読

ん
だ

こ
と

を
蓄
え

て
お

く
だ

け

の
〝
情

報
人

〟
で

な
く
、

読
ん

だ
こ

と

か
ら

何
か
発

見
し

た
り
、

何
か

作
り

出
し

た

り
す
る

読
書

人
に 

５ 

読

書
は

、
ま
ず

読
者

の
た

め
の

も

の
で
あ

る 

６ 

読

書
生

活
の
指

導
に

は
、

い
ろ

い

ろ
な
も

の
が

必
要
で

あ
る 
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以

上

が

大

村

が

挙

げ

た

六

つ

の

考

え

で

あ

る

（

21

）

。

こ

れ

ら

を

踏

ま

え

る

と

、

「
単
元 
読

書
」

は
従
来

の
読

書
指

導

と
は
異

な
っ

て
い

る
こ
と

が
わ

か
る

。

大
村

の
読
書

指
導

は
、

先
行
研

究
で

も
指

摘

さ
れ
て

き
て

い
る

よ
う
に

、
読

書
を

活

用
で

き
る
力

を
身

に
つ

け
た
「

読
書

人
」

の

育
成
が

ね
ら

い
と

さ
れ
た

指
導

で
あ

る

と
考

え
ら
れ

る
。 

 

第
三
節 

「

単
元 

読
書

」
の

目
標 

 

次
に

、
「

単
元 

読
書

」
の

目
標

を

示
す
。

目
標

に
つ

い
て
は

、
『

大
村

は

ま
国

語
教
室

』
第

八
巻
に

ま
と

め
ら

れ
て

い

る
た
め

、
以

下
に
そ

の
内

容
を

記
す

。 

 

〈
四
十

一
年

度—

一
年

〉 

１ 

読

書
の

楽
し
み

を
知

ら
せ

、
読

書

の
習
慣

を
身

に
つ
け

さ
せ

る
。 

２ 

読

書
の

記
録
を

残
す

習
慣

を
つ

け

、
読
書

生
活

を
確
立

さ
せ

る
。 

３ 

読

書
生

活
を

広
く
、

ゆ
た

か
な

も

の
に
し

て
い

こ
う

と
す
る

態
度

を
養

い

、
そ

の
方
法

に
気

づ
か
せ

る
。 

４ 

読

書
の

技
術
を

養
い

、
読

書
力

を

高
め
る

。 

 

〈
四
十

二
年

度—

二
年

〉 

１ 

読

書
の

意
義

を
自
覚

さ
せ

、
適

切

な
本
を

選
ん

で
読

む
態
度

や
よ

い
読

書

の
習

慣
を
身

に
つ

け
さ
せ

る
。 

２ 

読

書
意

欲
を
高

め
、

読
書

の
方

法

・
技
術

を
伸

ば
す
よ

う
に

さ
せ

る
。 

３ 

読

書
に

関
す
る

知
識

を
整

理
し

、

読
書
生

活
を

確
立
さ

せ
る

。 

 

〈
四
十

三
年

度—

三
年

〉 

１ 

読

書
の

意
義

を
自
覚

さ
せ

、
目

的

に
応
じ

て
、

適
切

な
本
を

選
ん

で
読

む

態
度
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や
、
よ

い
読

書
の
習

慣
を

身
に

つ
け

さ

せ
る
。 

２ 

読

書
意

欲
を
高

め
、

読
書

の
方

法

・
技
術

を
伸

ば
す
よ

う
に

さ
せ

る
。 

３ 

読

書
に

関
す
る

知
識

を
整

理
し

、

読
書
生

活
を

確
立
さ

せ
る

。 

 

〈
四
十

四
年

度—

一
年

〉 

１ 

読

書
の

意
義

を
自
覚

さ
せ

、
適

切

な
本
を

選
ん

で
読

む
態
度

や
読

書
の

習

慣
を

身
に
つ

け
さ

せ
る
。 

２ 

読

書
意

欲
を
高

め
、

読
書

の
方

法

・
技
術

を
身

に
つ
け

さ
せ

る
。 

３ 

読

書
に

関
す
る

知
識

を
整

理
し

、

読
書
生

活
を

確
立
さ

せ
る

。 

 

〈
四
十

五
年

度—

二
年

〉 

１ 

自

己
を

開
発

し
自
己

を
ゆ

た
か

に

す
る
読

書
、

問
題

解
決
の

た
め

、
問

題

発
見

の
た
め

の
読

書
、
休

ま
せ

楽
し

ま
せ

る

読
書
、

こ
う

し
た

読
書
の

意
義

を
自

覚

さ
せ
、

読
書
意

欲
を

高
め
る

。 

２ 

読

書
す

る
習
慣

を
身

に
つ

け
さ

せ

る
。 

３ 

目

的
に

応
じ
て

、
適

切
な

本
を

選

ん
で
読

む
態

度
を
身

に
つ

け
さ

せ
る

。 

４ 

読

書
の

方
法
・

技
術

を
身

に
つ

け

さ
せ
る

。 

５ 

読

書
に

関
す
る

知
識

を
整

理
し

、

ゆ
た
か

に
し

て
、

読
書
生

活
を

確
立

さ

せ
る
。 

  

以

上

が

「

単

元 

読

書

」

の

目

標

で

あ

る

が

（

22

）

、

目

標

は

年

度

を

重

ね

る

ご
と
に

変
更

さ
れ
て

い
る

。 

こ

の

「

単

元 

読

書

」

の

目

標

に

つ

い

て

は

、

松

尾

史

子

氏

が

す

で

に

考

察

を

加
え
て

お
り

、
四

十
一
年

度
か

ら
四

十

五
年
度

に
か

け
て

の
変
化

に
つ

い
て

次

の
よ

う
に
述

べ
て

い
る
。 
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年

間
目

標
を

見
る
限

り
で

は
、

四

十
一
年

度
の

目
標

を
足
が

か
り

に
し

て

、
四

十

二

年

度

・

四

十

三

年

度

・

四

十

四

年

度

に

か

け

て

目

標

の

一

定

の

枠

組

み

が

確
立
し

、
四

十
五
年

度
で

さ
ら

に
発

展

し
て
い

る
と

い
え
る

で
あ

ろ
う

。(

23

） 

  

松
尾

氏
は

、
こ

の
よ
う

に
目

標
が

四

十
一
年

度
か

ら
四

十
五
年

度
に

か
け

て

発
展

し
て
い

る
こ

と
を
指

摘
し

て
い

る
。 

次

か

ら

、

松

尾

氏

の

指

摘

に

も

触

れ

な

が

ら

具

体

的

に

目

標

の

変

化

を

追

っ

て

い
く
。 

 

昭
和

四
十

一
年

度
は
「

読
書

の
楽

し

み
」
と

な
っ

て
い

る
が
、

そ
れ

以
降

は

「
楽

し
み
」

と
い

う
言

葉
は
出

て
き

て
お

ら

ず
、
「

読
書

の
意

義
」
と

い
う

表
現

に

な
っ

て
い
る

。
た

だ
楽

し
み
の

た
め

に
読

む

の
で
は

な
く

、
読

書
に
は

意
義

が
あ

る

こ
と

に
気
付

か
せ

た
い

と
い
う

思
い

が
こ

の

変
更
に

表
れ

て
い

る
の
で

あ
ろ

う
。

松

尾
氏

は
、
昭

和
四

十
一
年

度
の

目
標

に
つ

い

て
以
下

の
よ

う
に
述

べ
て

い
る

。 

  
 

「

知
ら

せ
」

「
気
づ

か
せ

る
」

の

表
現
に

見
ら

れ
る

よ
う
に

、
読

書
生

活

指
導

を

は

じ

め

て

受

け

る

学

習

者

に

、

読

書

・

読

書

生

活

に

つ

い

て

意

識

化

さ

せ

る

こ
と
が

中
心

と
な
っ

て
い

る
。

（

24

） 

  

つ
ま

り
、

こ
の

年
度
の

学
習

者
に

と

っ
て
は

読
書

生
活

指
導
と

い
う

も
の

が

は
じ

め
て
の

も
の

で
あ

る
た
め

、
い

き
な

り

「

読
書

の
意

義
」

に
気
付

か
せ

る
と

こ

ろ
ま

で
い
く

の
で

は
な

く
、
ま

ず
は

「
読

書

・
読
書

生
活

に
つ

い
て
意

識
化

さ
せ

る

」
こ

と
が
ね

ら
わ

れ
て
お

り
、

そ
れ

が
目

標

の
言
葉

に
も

表
れ
て

い
る

の
で

あ
ろ

う

。 

昭

和

四

十

二

年

度

は

「

適

切

な

本

を

選

ん

で

」

と

な

っ

て

い

る

が

、

昭

和

四

十

三
年
度

に
は

「
目

的
に
応

じ
て

適
切

な

本
を
選

ん
で

」
と

な
っ
て

お
り

、
「

適

切
な

本
」
が

よ
り

詳
し

く
示
さ

れ
て

い
る

。

こ
れ
に

関
し

て
松

尾
氏
は

、
「

学
年

が

あ
が
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っ
た
こ

と
か

ら
、

よ
り
高

度
の

内
容

が

つ
け
加

え
ら

れ
た

の
で
あ

ろ
う

」
と

述

べ
て

い
る
。

ま
た

、
松

尾
氏
は

昭
和

四
十

二

年
度
で

は
一

つ
目

の
目
標

に
「

「
適

切

な
」

「
よ
い

」
と

い
う

価
値
基

準
が

あ
ら

た

に
考
え

ら
れ

」
て

い
る
と

い
う

変
化

も

指
摘

し
て
い

る
（

25

）
。 

昭

和

四

十

二

年

度

と

四

十

三

年

度

の

目

標

の

二

つ

目

は

「

伸

ば

す

よ

う

に

さ

せ

る
」
と

な
っ

て
い

る
部
分

が
昭

和
四

十

四
年
度

と
四

十
五

年
度
で

は
「

身
に

つ

け
さ

せ
る
」

と
な

っ
て
い

る
と

い
う

変
更

が

あ
る
。

つ
ま

り
、

「
伸
ば

す
よ

う
に

さ

せ
る
」

と
い
う

曖
昧

な
目

標
で
は

な
く

、
よ

り

必
須
の

こ
と

と
し

て
目
標

に
位

置
付

け

ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い

る
と

言
え

よ
う

。 

昭

和

四

十

五

年

度

は

全

体

的

に

項

目

も

増

え

て

い

る

が

、

「

自

己

を

開

発

し

自

己
を
ゆ

た
か

に
す

る
読
書

、
問

題
解

決

の
た
め

、
問

題
発

見
の
た

め
の

読
書

、

休
ま

せ
楽
し

ま
せ

る
読

書
」
と

い
っ

た
「

読

書
の
意

義
」

が
詳

し
く
は

っ
き

り
と

示

さ
れ

て
い
る

こ
と

が
前

年
度
ま

で
と

の
大

き

な
変
化

で
あ

る
。

松
尾
氏

は
、

昭
和

四

十
五

年
度
の

目
標

に
つ
い

て
以

下
の

よ
う

に

述
べ
て

い
る

。 

 

 
 

具

体
的

な
読

書
の
意

義
の

例
が

あ

げ
ら
れ

、
そ

の
自

覚
に
よ

っ
て

読
書

意

欲
を

高

め

る

と

い

う

方

向

が

明

確

に

さ

れ

て

い

る

こ

と

や

、

そ

れ

ま

で

は

混

在

さ

せ

ら

れ

て

い

た

読

書

の

習

慣

と

読

書

の

方

法

・

技

術

に

関

す

る

こ

と

が

そ

れ

ぞ

れ

独

立

し

た

項

目

と

し

て

設

定

さ

れ

て

お

り

、

目

標

の

構

造

化

が

図

ら

れ

て

い

る

と
考
え

ら
れ

る
。
（

26

） 

  

松
尾

氏
は

、
昭

和
四
十

五
年

度
の

目

標
は
、

前
年

度
ま

で
よ
り

も
「

具
体

的

」
か

つ
整
理

さ
れ

た
状
態

で
示

さ
れ

て
い

る

こ
と
を

指
摘

し
て
い

る
。 

 

「
単

元 

読
書
」

の
目

標
の

変
化

を

み
て
き

た
が

、
「

単
元 

読
書

」
の

目

標
は
、

学
年
が

上
が

っ
た

こ
と
に

よ
る

発
展

だ

け
で
な

く
、

四
十

一
年
度

か
ら

四
十

五

年
度
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に
か
け

て
内

容
が

具
体
的

か
つ

発
展

的

な
も
の

に
変

化
し

て
お
り

、
そ

の
示

し

方
も

整
理
さ

れ
て

い
っ
た

こ
と

が
読

み
取

れ

る
。 

 

第
四
節

「
単

元 
読

書
」

の
内

容 

「

単

元 

読

書

」

は

前

節

で

示

し

た

よ

う

な

目

標

の

も

と

行

わ

れ

た

も

の

で

あ

る
が
、

本
節

で
は

こ
の
約

五
年

間
で

ど

の
よ
う

な
こ

と
が

行
わ
れ

て
き

た
の

か

、
と

い
っ
た

内
容

を
お
お

ま
か

に
示

す
。 

約

五

年

間

、

「

単

元 

読

書

」

で

行

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

は

、

大

村

自

身

が

著

書
に
お

い
て

九
種
類

に
分

け
て

ま
と

め

て
い
る

。
そ

れ
を
以

下
に

示
す

。 

 

一 

読

書
に

つ
い
て

考
え

る 

二 

本

を
探

す
・
選

ぶ 

三 

読

書
の

技
術 

四 

本

の
活

用 

五 

感

想
を

育
て
る 

六 

読

書
生

活
の
記

録 

七 

読

書
会 

八 

読

み
を

誘
う 

付 

お

り
お

り
の
読

書
指

導 

 

以

上

が

大

村

に

よ

る

分

類

で

あ

る

（

27

）

。

し

か

し

、

こ

の

分

類

は

大

村

が

著

書
に
記

す
た

め
に

分
け
た

も
の

で
あ

っ

て
、
読

書
生

活
の

指
導
を

す
る

に
あ

た

っ
て

分
け
ら

れ
て

い
た

と
い
う

こ
と

で
は

な

い
。

こ

の
そ

れ
ぞ

れ
の
実

践
内

容
に

つ

い
て

は
、
次

章
で

詳
し
く

み
て

い
く

こ
と

と

す
る
。 
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第
三
章
「
単
元 

読
書
」
で
行
わ
れ
た
実
践 

第
一
節 
読

書
に
つ

い
て

考
え

る 

 

本
章

で
は

、
第
二

章
第

四
節

に
て

示

し
た
大

村
の

分
類

に
従
っ

て
「

単
元 

読
書
」

の
各
実

践
内

容
を

ま
と
め

て
い

き
、

大

村
の
ね

ら
い

を
探

っ
て
い

く
こ

と
と

す

る
。

実
践
内

容
に

関
し

て
は
、

先
に

あ
げ

た

『
大
村

は
ま

国
語

教
室
』

第
八

巻
を

も

と
に

ま

と

め

た

（

28

）

。

ま

ず

本

節

で

は

、

「

読

書

に

つ

い

て

考

え

る

」

に

分

類

さ

れ

て
い
る

実
践

に
つ
い

て
述

べ
て

い
く

。 

 

「
読

書
に

つ
い

て
考
え

る
」

に
分

類

さ
れ
る

実
践

で
は

、
読
書

計
画

の
反

省

を
し

計
画
を

立
て

た
り

、
様
々

な
人

の
、

様

々
な
読

書
論

を
読

み
、
そ

れ
に

つ
い

て

考
え

話
し
合

う
な

ど
、

生
徒
そ

れ
ぞ

れ
の

読

書
論
や

読
書

に
つ

い
て
の

考
え

、
認

識

を
形

成
で
き

る
よ

う
な
授

業
が

行
わ

れ
て

い

る
。 

 

例
え

ば
、

著
者

も
論
の

内
容

も
異

な

っ
た
四

つ
の

読
書

論
を
資

料
と

し
て

与

え
、

疑
問
や

考
え

た
こ

と
を
話

し
合

っ
た

り

、
読
書

法
に

つ
い

て
書
か

れ
た

も
の

を

二
つ

読
ま
せ

、
指

導
者

が
あ
ら

か
じ

め
与

え

た
八
つ

の
立

場
に

沿
っ
て

共
感

し
た

と

こ
ろ

や
発
見

し
た

と
こ

ろ
、
疑

問
や

反
発

を

感
じ
る

と
こ

ろ
を

考
え
、

グ
ル

ー
プ

で

話
し

合
う
と

い
う

実
践
な

ど
が

行
わ

れ
て

い

る
。 

ま

た

、

こ

の

よ

う

な

読

書

論

を

読

む

実

践

だ

け

で

は

な

く

、

各

自

で

「

１ 

私

た
ち
は

読
書

に
よ

っ
て 

２ 

読
む

こ

と
と
考

え
る

こ
と 

３ 

読
書

の
意

義

は
こ

う
い
う

と
こ

ろ
に

あ
る
」

と
い

う
題

で

三
編
自

分
の

考
え

を
書
き

、
各

自
一

編

を
選

び
、
「

読
書

に
つ

い
て
考

え
る

」
と

い

う
小
冊

子
を

作
成

し
、
そ

の
う

え
で

与

え
ら

れ
た
資

料
を

読
み

、
自
分

の
考

え
と

照

ら
し
合

わ
せ

て
共

感
し
た

と
こ

ろ
や

疑

問
、

気
づ
い

た
こ

と
な

ど
を
書

き
加

え
、

何

を
加
え

て
何

を
考

え
た
か

を
発

表
す

る

と
い

っ
た
実

践
も

行
わ

れ
て
い

る
。

生
徒

た

ち
が
一

年
間

ま
と

め
て
き

た
「

読
書

生

活
の

記
録
」

の
あ

と
が
き

と
し

て
、

て
び

き

を
与
え

て
読

書
に

つ
い
て

の
考

え
を

書

か
せ
、

文
集
を

作
成

し
、
話

し
合

い
を

行
う

と

い
う
実

践
も

行
わ
れ

て
い

る
。 
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さ

ら

に

、

問

題

発

見

の

た

め

の

読

書

の

実

践

も

行

わ

れ

て

い

る

。

ま

ず

は

て

び

き
を
与

え
読

ま
せ

た
う
え

で
、

日
本

人

の
こ
と

が
書

か
れ

て
い
る

資
料

を
読

み

、
考

え
た
こ

と
や

問
題

を
カ
ー

ド
に

書
き

、

教
室
の

壁
に

貼
る

。
貼
ら

れ
た

も
の

を

見
合

い
、
本

の
ど

の
部

分
を
取

り
上

げ
て

い

る
か
を

見
る

。
そ

し
て
、

外
国

人
か

ら

み
た

日
本
に

つ
い

て
書

か
れ
て

い
る

資
料

を

読
み
、

て
び

き
に

沿
っ
て

ま
と

め
の

文

章
を

書
く
と

い
う

実
践
で

あ
る

。 

ま

た

、

批

判

的

に

読

む

力

や

態

度

を

身

に

つ

け

る

た

め

、

自

伝

と

、

そ

の

自

伝

と
同
じ

内
容

が
書

か
れ
て

い
る

も
の

と

を
読
み

比
べ

、
ど

れ
が
よ

く
「

自
伝

の

お
も

む
き
」

を
伝

え
ら

れ
て
い

る
か

を
話

し

合
う
と

い
っ

た
実

践
や
、

自
伝

と
、

物

語
と

し
て
書

か
れ

て
い

る
も
の

、
紹

介
と

し

て
書
か

れ
て

い
る

も
の
と

を

読

み
比

べ

、
気

づ
い
た

こ
と

な
ど

を
発
表

し
合

っ
た

り

、
文
章

に
ま

と
め

る
と
い

っ
た

実
践

も

行
わ

れ
て
い

る
。 

そ

れ

だ

け

で

は

な

く

、

『

父

と

母

の

歴

史

』

と

い

う

資

料

を

読

み

、

生

徒

も

各

自
「
〇

〇
の

歴
史

」
を
書

き
、

読
み

合

う
と
い

っ
た

実
践

が
行
わ

れ
て

い
た

り

、
複

数
の
資

料
を

読
み
、

そ
の

そ
れ

ぞ
れ

の

資
料
の

中
で

「
本

が
は
た

ら
き

か
け

て

い
る
」

と
こ
ろ

を
メ

モ
し

、
本
の

は
た

ら
き

方

を
分
類

し
、

文
章

に
ま
と

め
る

と
い

っ

た
実

践
が
行

わ
れ

て
お

り
、
本

を
読

む
こ

と

で
さ
ら

に
活

動
や

本
へ
の

認
識

、
意

欲

が
発

展
し
て

い
く

指
導
も

さ
れ

て
い

る
。 

こ

の

よ

う

に

、

「

読

書

に

つ

い

て

考

え

る

」

に

分

類

さ

れ

る

実

践

で

は

、

そ

の

名
の
通

り
、

自
分

な
り
に

「
読

書
に

つ

い
て
考

え
る

」
こ

と
が
で

き
る

よ
う

な

実
践

が
多
く

さ
れ

て
い
る

。 

 

第
二
節 

本

を
探
す

・
選

ぶ 

 

「
本

を
探

す
・

選
ぶ
」

に
分

類
さ

れ

る
実
践

で
は

、
本

を
選
ぶ

と
い

う
こ

と

の
指

導
が
さ

れ
て

い
る
。 
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例
え

ば
、

与
え

ら
れ
た

課
題

に
対

し

て
、
そ

れ
に

つ
い

て
書
か

れ
て

い
る

本

を
選

び
、
カ

ー
ド

に
メ

モ
を
し

、
そ

れ
を

批

評
し
合

う
と

い
っ

た
こ
と

が

行

わ
れ

た

り
、

対
象
を

決
め

、
そ

の
対
象

に
合

っ
た

本

を
図
書

目
録

か
ら

選
び
、

選
ん

だ
本

や

そ
の

理
由
な

ど
を

発
表

す
る
と

い
っ

た
こ

と

が
行
わ

れ
て

い
る

。
さ
ら

に
、

本
を

探

す
と

い
う
こ

と
を

実
生

活
で
の

場
面

で
さ

せ

る
た
め

に
、

架
空

の
中
学

校
か

ら
の

手

紙
を

読
み
、

そ
の

う
え
で

そ
の

中
学

校
に

送

る
と
よ

い
と

思
わ

れ
る
本

を
目

録
か

ら

選
び
、

発
表
し

合
う

と
い

う
、
実

生
活

の
場

面

で
の
選

書
を

想
定

し
た
実

践
も

行
わ

れ

て
い

る
。
ま

た
、

設
定
し

た
問

題
（

例
え

ば

「
詩
に

つ
い

て
」

、
「
こ

と
ば

に
つ

い

て
」
）

に
対
し

て
の

疑
問

を
出
さ

せ
、

そ
の

疑

問
を
解

決
す

る
た

め
に
適

切
だ

と
思

う

本
を

選
び
、

発
表

し
た

り
話
し

合
っ

た
り

す

る
と
い

っ
た

こ
と

も
行
わ

れ
て

い
る

。

そ
れ

だ
け
で

な
く

、
与

え
ら
れ

た
目

的
か

ら

適
切
な

本
を

選
ぶ

、
と
い

っ
た

指
導

も

行
わ

れ
て
い

る
。 

 

こ
の

よ
う

に
「

本
を
探

す
・

選
ぶ

」

に
分
類

さ
れ

る
実

践
で
は

、
課

題
や

疑

問
を

解
決
す

る
に

適
し

た
本
を

選
ぶ

、
対

象

に
合
っ

た
本

を
選

ぶ
、
目

的
に

合
っ

た

本
を

選
ぶ
と

い
っ

た
、
選

書
の

指
導

が
行

わ

れ
て
い

る
。 

 

第
三
節 

読

書
の
技

術 

 

大
村

は
こ

の
節

の
ま
え

が
き

に
お

い

て
、
読

書
に

は
「

読
む
こ

と
・

読
解

」

に
あ

る
技
術

に
加

え
て

「
読
書

に
特

有
の

技

術
」
が

あ
る

と
述

べ
て
い

る
。

こ
の

言

葉
に

表
さ
れ

て
い

る
よ

う
に
「

読
書

の
技

術

」
に
分

類
さ

れ
る

実
践
で

は
、

「
読

書

と
し

て
の
読

み
方

」
の
指

導
が

さ
れ

て
い

る

。 

 

ま
ず

、
「

本
で

本
を
読

む
」

と
い

う

も
の
で

あ
る

。
つ

ま
り
、

あ
る

本
を

理

解
で

き
な
い

、
ま

た
は

深
く
理

解
し

よ
う

と

す
る
と

き
、

同
じ

人
が
同

様
の

こ
と

を

書
い

た
本
や

、
別

の
人

が
同
様

の
こ

と
を

書

い
た
本

を
読

む
こ

と
で
、

そ
の

本
が

理

解
で

き
て
い

く
、

と
い
う

考
え

の
も

と
行

わ

れ
た
実

践
で

あ
る
。 
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具

体

的

に

は

、

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

な

難

し

い

本

を

資

料

と

し

て

与
え
、

そ
れ

を
理

解
す
る

た
め

に
、

同

じ
人
が

同
様

の
こ

と
を
書

い
た

本
や

、

別
の

人
で
同

様
の

こ
と

を
書
い

た
本

を
計

四

冊
、
資

料
と

し
て

与
え
る

。
ま

ず
は

「

本
で

本
を
読

む
」

と
い

う
意
味

を
指

導
者

が

説
明
す

る
。

生
徒

に
は
、

次
の

こ
と

を

書
き

と
ら
せ

た
よ

う
で
あ

る
。 

  

よ
く

理
解

で
き
な

い
本

、
つ

ま
り

、

む
ず
か

し
い

本
は
、 

 
 

◦

同
じ

人
の
、

同
じ

よ
う

な
こ

と

に
つ
い

て
書

い
た
本 

 
 

◦

別
の

人
の
、

同
じ

よ
う

な
こ

と

に
つ
い

て
書

い
た
本 

 

と
、

合
わ

せ
て
読

む
と

よ
い

。
そ

の

む
ず
か

し
い

本
と
、 

 
 

◦

重
ね

て
読
む 

 
 

◦

並
べ

て
読
む 

 

と
よ

い
。 

  

以
上

が
書

き
と

ら
せ
た

内
容

で
あ

る

。
そ
し

て
、

難
し

い
本
を

読
ん

だ
り

読

ま
せ

た
り
し

な
が

ら
、
辞

書
を

引
か

せ
た

り

、
調
べ

た
こ

と
を

報
告
さ

せ
た

り
な

ど

す
る
。

資
料
の

う
ち

最
も

や
さ
し

く
書

か
れ

た

も
の
を

中
心

に
取

り
上
げ

、
そ

こ
に

書

か
れ

て
い
る

考
え

が
、
他

の
資

料
で

は
ど

こ

に
あ
る

か
を

考
え

、
グ
ル

ー
プ

で
話

し

合
い
、

話
し
合

っ
た

結
果

を
発
表

し
合

い
、

指

導
者
が

ま
と

め
る

。
最
後

に
て

び
き

が

書
か

れ
た
プ

リ
ン

ト
を
配

り
、

書
き

込
ま

せ

る
と
い

う
実

践
が
行

わ
れ

て
い

る
。 

 

次
に

、
自

分
の

読
み
や

、
読

み
え

た

も
の
を

育
て

な
が

ら
読
む

と
い

う
も

の

で
あ

る
。
例

え
ば

、
あ

る
作
品

の
本

文
の

と

こ
ろ
ど

こ
ろ

を
抜

き
と
り

、
そ

の
続

き

を
生

徒
た
ち

に
書

か
せ

、
作
者

は
ど

う
書

い

て
い
る

か
も

教
え

る
と
い

う
実

践
が

行

わ
れ

て
い
る

。
原

作
と

合
っ
て

い
る

か
合

っ

て
い
な

い
か

で
は

な
く
、

「
読

ん
で

得

た
も

の
を
ふ

く
ら

ま
せ
て

み
る

」
こ

と
が

目

的
と
さ

れ
た

実
践
で

あ
る

。 
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ま
た

、
「

読
ん
だ

本
を

と
ら

え
直

す

」
と
い

う
実

践
も

行
わ
れ

て
い

る
。

こ

れ
は
、

与
え
ら

れ
た

い
く

つ
か
の

作
品

を
読

ん

で
お
き

、
そ

れ
ら

と
は
別

の
作

品
の

朗

読
を

聞
き
、

そ
れ

と
読

ん
で
お

い
た

作
品

に

あ
る
似

て
い

る
場

面
を
発

表
し

合
い

、

こ
れ

ら
を
ま

と
め

る
題

目
を
考

え
、

発
表

し

合
い
、

題
目

を
グ

ル
ー
プ

分
け

し
た

う

え
で

考
え
を

述
べ

合
う
と

い
う

実
践

で
あ

る

。 

そ

れ

だ

け

で

な

く

、

「

本

が

呼

び

か

け

て

く

る

」

と

い

う

実

践

も

あ

る

。

こ

れ

は
、
「

本
を

読
ん

で
い
る

と
き

、
本

が

自
分
に

呼
び

か
け

語
り
か

け
て

く
る

実

感
を

も
た
せ

、
読

書
と

い
う
こ

と
へ

の
考

え

を
新
た

に
す

る
」

こ
と
が

目
標

と
さ

れ

て
い

る
。
ま

ず
は

指
導

者
に
よ

る
談

話
が

あ

り
、
て

び
き

が
書

か
れ
た

プ
リ

ン
ト

を

配
布

し
、
い

く
つ

か
の

資
料
を

与
え

て
、

自

分
の
思

っ
た

こ
と

を
自
由

に
書

か
せ

、

発
表

す
る
と

い
う

実
践
で

あ
る

。
指

導
者

の

談
話
を

次
に

示
す
。 

  

〇
本

を
読

ん
だ

あ
と
と

読
む

前
と

で

は
、
自

分
が

何
か

の
点
で

ち
が

っ
て

き

て
は

い
な
い

か
。

力
が

つ
く
と

か
つ

か
な

い

と
か
い

う
こ

と
で

は
な
い

。

何

か
、

そ

れ
ま
で

考
え

な
か
っ

た
こ

と
を

考
え

て

い
た
り

し
な

い
か
。 

 

〇
本

は
何

か
を
呼

び
か

け
て

く
る

、

本
を
読

む
心

に
何
か

動
く

も
の

が
あ

る

。 

 

〇
手

に
と

っ
て

、
開
か

な
い

あ
い

だ

は
、
本

は
何

も
言

わ
な
い

、
手

に
と

っ

て
、

そ
し
て

開
く

と
、
本

は
し

き
り

と
話

し

出
す
。 

 

以

上

が

指

導

者

に

よ

る

談

話

の

内

容

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

、

こ

の

実

践

は

、

て

び
き
を

与
え

た
う

え
で
読

後
に

自
由

に

書
か
せ

る
こ

と
に

よ
っ
て

、
読

後
に

生

徒
に

う
ま
れ

る
「

何
か
」

を
自

覚
さ

せ
る

実

践
と
な

っ
て

い
る
。 

さ

ら

に

、

「

読

解

の

技

術

と

し

て

は

普

通

数

え

ら

れ

て

い

な

い

も

の

」

と

し

て

、

目

次

や

索

引

の

活

用

の

仕

方

を

学

ぶ

実

践

や

、

書

物

以

外

の

読

書

に

関

す

る

資

料

（
新
聞

、
週

刊
朝

日
、
出

版
社

発
行

の

読
書
誌

、
図

書
新

聞
・
週

刊
読

書
人

、

「

こ
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ど
も
の

本
」

、
図

書
目
録

、
本

の
帯

、

各
社
の

新
刊

案
内

）
を
見

て
ど

の
よ

う

な
も

の
が
あ

る
か

、
ま

た
入
手

方
法

を
知

る

実
践
も

行
わ

れ
て

い
る
。

ま
た

、

読

む

前
に

登
場
人

物
の

想
像

を
し
て

か
ら

読
む

実

践
や
、

あ
る

作
品

に
つ
い

て
問

題
が

書

か
れ

た
プ
リ

ン
ト

を
配
布

し
、

作
品

の
ど

の

段
落
を

く
わ

し
く

読
め
ば

よ
い

か
を

見

つ
け
、

発
表
し

、
意

見
を

交
換
し

合
う

と
い

う

実
践
、

解
説

を
後

か
ら
読

む
か

、
作

品

を
読

む
前
に

読
む

か
を

考
え
る

た
め

に
両

者

と
も
実

際
に

試
し

て
み
る

実
践

、
ア

ン

ケ
ー

ト
を
読

む
こ

と
を
学

ぶ
実

践
な

ど
が

行

わ
れ
て

い
る

。 

こ

の

よ

う

に

、

「

読

書

の

技

術

」

に

分

類

さ

れ

る

実

践

で

は

、

書

物

に

と

ど

ま

ら
ず
様

々
な

も
の

を
資
料

と
し

て
活

用

し
、
大

村
の

言
う

「
読
書

に
特

有
の

技

術
」

を
学
ば

せ
る

指
導
が

行
わ

れ
て

い
る

。 

 

第
四
節 

本

の
活
用 

 

「
本

の
活

用
」

に
分
類

さ
れ

る
実

践

で
は
、

本
を

読
ん

で
終
わ

り
で

は
な

く

、
書

く
た
め

、
知

る
た

め
、
問

題
解

決
の

た

め
な
ど

の
目

的
に

応
じ
て

本
を

活
用

す

る
指

導
が
さ

れ
て

い
る
。 

例

え

ば

、

指

導

者

が

日

常

生

活

な

ど

実

生

活

の

場

面

で

生

ま

れ

て

く

る

疑

問

か

ら
問
題

文
を

作
り

、
そ
れ

を
班

ご
と

に

割
り
当

て
、

図
書

館
の
本

で
調

べ
、

発

表
会

を
行
う

実
践

や
、

自
分
の

生
ま

れ
た

日

に
起
こ

っ
た

出
来

事
を
本

を
用

い
て

詳

し
く

調
べ
、

発
表

す
る
と

い
っ

た
実

践
な

ど

が
行
わ

れ
て

い
る
。 

 

第
五
節 

感

想
を
育

て
る 

 

「
感

想
を

育
て

る
」
に

分
類

さ
れ

る

実
践
で

は
、

こ
の

節
の
ま

え
が

き
に

お

い
て

「
感
想

文
の

書
き

方
や
、

感
想

の
発

表

の
し
か

た
で

な
く

、
そ
れ

ら
の

も
と

に

な
る

感
想
そ

の
も

の
を

育
て
る

こ
と

で
あ

る

」
と
記

さ
れ

て
い

る
よ
う

に
、

生
徒

の

感
想

自
体
を

育
て

る
指
導

が
さ

れ
て

い
る

。 
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例
え

ば
、

読
ん

だ
本
に

つ
い

て
百

字

程
度
の

感
想

を
書

か
せ
、

そ
の

あ
と

に

も
う

一
歩
深

め
た

り
、

別
の
方

向
へ

目
を

向

か
せ
た

り
で

き
る

よ
う
な

「
て

び
き

」

を

指

導
者
が

加
え

、
そ
こ

に
さ

ら
に

生
徒

が

書
き
継

ぐ
と

い
っ

た
実
践

や
、

資
料

を

読
み
、

「

私

の

発
見—
考

え

た

こ
と

、

知

り

え

た

こ

と
」

「

心

に

強

く

残

っ
て

い

る

こ

と
、

忘
れ
ら

れ
な

い
こ

と
ば
」

「
私

の
つ

づ

き
物
語

」
な

ど
の

十
の
ヒ

ン
ト

が
書

か

れ
た

感
想
文

の
用

紙
に
一

か
ら

十
の

ど
れ

か

を
書
く

と
い

っ
た
実

践
が

行
わ

れ
て

い

る
。 

 

ま
え

が
き

に
お

い
て
、

「
読

ん
で

い

る
心
の

な
か

、
読

ん
だ
あ

と
の

心
の

な

か
に

は
、
何

か
が

い
ろ

い
ろ
あ

る
の

に
、

子

ど
も
た

ち
は

、
そ

れ
に
漠

然
と

気
づ

い

て
い

る
だ
け

で
、

こ
と

ば
に
結

晶
さ

せ
る

こ

と
が
で

き
な

い
」

と
あ
る

が
、

「

感

想

を
育

て
る
」

に
分

類
さ

れ
る
実

践
で

は
、

て

び
き
や

ヒ
ン

ト
を

与
え
、

そ
の

よ
う

な

読
後

の
子
ど

も
た

ち
の
な

か
に

あ
る

い
ろ

い

ろ
の
何

か
を

育
て

る
実
践

が
行

わ
れ

て

い
る
。 

 

第
六
節 

読

書
生
活

の
記

録 

 

大
村

実
践

の
「

読
書
生

活
の

記
録

」

は
、
従

来
の

、
著

者
名
や

本
の

題
名

、

出
版

社
、
感

想
と

い
っ

た
こ
と

が
書

か
れ

た

単
な
る

「
読

書
記

録
」
と

は
異

な
る

。

大
村

の
「
読

書
生

活
の

記
録
」

の
効

果
を

明

ら
か
に

し
た

谷
木

由
利
氏

は
、

両
者

の

違
い

に
つ
い

て
次

の
よ
う

に
述

べ
る

。 

 

「

読

書

記

録

」

と

「

読

書

生

活

の

記

録

」

は

同

じ

で

は

な

い

。

「

何

を

ど

う

読

ん

だ

か

」

を

記

録

す

る

「

読

書

記

録

」

に

対

し

て

、

「

読

み

た

い

の

に

読

め

な

か

っ

た

本

」

や

「

読

め

る

の

に

読

ま

な

か

っ

た

本

」

も

含

め

て

本

と

自

己

と

の
関
係

を
「

記
録
」

す
る

の
が

「
読

書

生
活
の

記
録

」
で
あ

る
。

（

29

） 

  

こ
の

よ
う

に
、

谷
木
氏

が
「

読
書

生

活
の
記

録
」

は
「

本
と
自

己
と

の
関

係

」
が

記
さ
れ

た
も

の
で

あ
る
と

述
べ

る
よ

う

に
、
本

の
情

報
の

記
入
だ

け
に

と
ど

ま

ら
な
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い
、
生

徒
の

読
書
生

活
全

体
が

記
さ

れ

た
記
録

で
あ

る
。

そ
の
後

の
変

更
も

あ

る
が
、

昭

和

四

十

三

年

五

月

時

点

の

記

録

内

容

は

、

「

ま

え

が

き/

「

読

書

」

を

考

え

る

（
読

書
に

関
係

し
た

い
ろ

い
ろ

の
人

の

意
見

）/

本
の

紹

介
・

書
評/

感

想
文

集

（
ほ

か

の

人

の

）/

読

書

生

活

通

信/

私

の

読

ん

だ

本/

私

の

読

み

た

い

本/

読

書

日

記/

読

書

ノ

ー

ト/

感

想

文

（

自

分

の

）/

私

の

読

書

生

活

の

評

価/

単

元 

読

書

（

資

料

と

学
習
記

録
）/

あ

と
が

き
」
と

な
っ

て

い
る
。 

昭

和

四

十

三

年

五

月

に

は

、

「

読

書

生

活

の

記

録

」

を

よ

り

良

く

す

る

た

め

、

こ
れ
ら

に
加

え
る

も
の
や

ま
と

め
方

に

つ
い
て

生
徒

に
意

見
を
出

さ
せ

、
「

読

書
生

活
の
記

録
」

の
改
善

に
役

立
て

ら
れ

た

。 

 

記
録

項
目

か
ら

も
わ
か

る
よ

う
に

、

「
読
書

生
活

の
記

録
」
は

、
本

自
体

の

情
報

だ
け
で

な
く

、
読

書
論
や

他
者

の
感

想

、
読
み

た
い

本
、

評
価
と

い
っ

た
、

読

書
生

活
全
体

に
つ

い
て
ま

と
め

ら
れ

た
も

の

で
あ
る

。 

 

第
七
節 

読

書
会 

 

「
読

書
会

」
の
実

践
で

は
、

読
書

会

の
形
式

の
種

類
に

つ
い
て

説
明

し
た

う

え
で
、

読
書
会

が
行

わ
れ
た

。 

昭

和

四

十

三

年

一

月

、

二

月

に

は

、

全

員

同

じ

本

を

そ

の

場

で

読

み

、

そ

の

場

で
考
え

話
し

合
う

形
式
と

、
全

体
で

掲

げ
た
問

題
に

対
し

て
そ
れ

を
様

々
な

面

か
ら

考
え
る

、
グ

ル
ー

プ
の
問

題
を

設
定

し

、
話
し

合
い

を
行

う
と
い

う
、

事
前

に

相
談

し
た
箇

所
を

読
み

話
題
を

用
意

し
て

集

ま
る
形

式
の

二
つ

の
読
書

会
が

行
わ

れ

て
い

る
。 「

読

書

会

」

の

実

践

で

は

、

知

識

と

し

て

読

書

会

の

形

式

や

や

り

方

を

学

ば

せ

る
だ
け

で
は

な
く

、
読
書

会
の

進
め

方

や
意
義

を
学

ぶ
こ

と
が
で

き
る

よ
う

な

指
導

が
さ
れ

て
い

る
。 
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第
八
節 

読

み
を
誘

う 

 

「
読

み
を

誘
う

」
に
分

類
さ

れ
る

実

践
で
は

、
楽

し
み

な
が
ら

こ
れ

ま
で

の

本
を

振
り
返

っ
た

り
、
読

書
意

欲
を

高
め

る

こ
と
が

で
き

る
指
導

が
行

わ
れ

て
い

る

。 

例

え

ば

、

こ

れ

ま

で

に

読

ん

だ

本

を

振

り

返

り

、

作

品

名

を

あ

て

さ

せ

る

な

ぞ

な
ぞ
を

作
り

、
出

し
合
い

、
答

え
合

う

と
い
っ

た
実

践
や

、
資
料

を
読

み
な

が

ら
ク

イ
ズ
を

作
り

、
作
っ

た
も

の
を

出
し

合

い
、
答

え
合

う
と
い

う
実

践
が

行
わ

れ

た
。 

 

第
九
節 

お

り
お
り

の
読

書
指

導 

 

「
お

り
お

り
の

読
書
指

導
」

と
し

て

は
、
グ

ル
ー

プ
で

各
自
が

読
ん

で
い

る

本
を

紹
介
し

、
話

し
合

う
実
践

や
、

読
ん

だ

本
を
紹

介
し

、
聞

き
手
は

指
導

者
が

用

意
し

た
用
紙

に
紹

介
を

聞
い
た

あ
と

の
心

の

中
を
整

理
す

る
と

い
う
実

践
な

ど
が

行

わ
れ

て
い
る

。
ま

た
、

夏
休
み

の
読

書
指

導

と
し
て

、
各

自
で

読
書
計

画
を

立
て

、

発
表

し
合
い

、
意

見
交

換
を
行

い
、

自
分

の

計
画
案

を
立

て
直

す
と
い

う
実

践
や

、

夏
休

み
後
、

て
び

き
が

書
か
れ

て
い

る
手

紙

風
の
プ

リ
ン

ト
に

読
ん
だ

本
に

つ
い

て

書
き

こ
み
、

指
導

者
に

報
告
を

す
る

と
い

っ

た
実
践

も
行

わ
れ

て
い
る

。
こ

の
よ

う

な
実

践
以
外

に
も

、
生

徒
た
ち

が
読

ん
だ

本

、
読
ん

で
い

る
本

、
読
み

た
い

本
を

プ

リ
ン

ト
に
し

て
配

布
し

た
り
、

読
書

の
時

間

の
は
じ

め
に

は
本

の
紹
介

の
時

間
を

と

っ
て

い
た
よ

う
で

あ
る
。 

 

以
上

が
、

大
村
の

「
単

元 

読
書

」

の
実
践

内
容

で
あ
る

。 

 

第
四
章 

大
村
は
ま
の
読
書
観 

第
一
節 

各

実
践
の

ね
ら

い 

 

前
章

で
は

、
「

単
元 

読
書

」
の

実

践
内
容

に
つ

い
て

、
大
村

の
分

類
に

従

っ
て

ま
と
め

た
。

そ
の
う

え
で

本
節

で
は

、

こ
の
「

単
元 

読

書
」
に

お
け

る
実

践

か
ら
、

考
え
ら

れ
る

ね
ら
い

を
述

べ
て

い
き

た

い
。 
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ま
ず

、
➀

「
読

書
に
つ

い
て

考
え

る

」
に
分

類
さ

れ
る

実
践
に

つ
い

て
で

あ

る
。

こ
れ
に

分
類

さ
れ

る
実
践

で
は

、
読

書

論
や
本

・
読

書
に

つ
い
て

書
か

れ
た

様

々
な

も
の
を

資
料

と
し

、
そ
れ

を
読

み
、

考

え
、
話

し
合

っ
た

り
文
章

に
ま

と
め

た

り
す

る
と
い

っ
た

実
践

が
行
わ

れ
て

い
る

。

し
か
し

、
そ

れ
は

あ
る
一

つ
の

読
書

論

、
読

書
の
考

え
方

に
生

徒
た
ち

を
向

か
わ

せ

よ
う
と

す
る

も
の

で
は
な

い
。

話
し

合

い
や

読
ん
だ

こ
と

に
よ

る
自
分

の
考

え
を

ま

と
め
さ

せ
る

活
動

が
行
わ

れ
て

い
る

こ

と
か

ら
も
わ

か
る

よ
う

に
、
生

徒
そ

れ
ぞ

れ

に
読
書

に
つ

い
て

考
え
さ

せ
、

自
分

な

り
に

読
書
を

捉
え

さ
せ

よ
う
と

し
て

い
る

。

そ
の
よ

う
な

、
読

書
に
つ

い
て

の
様

々

な
資

料
を
読

み
、

読
書

に
つ
い

て
考

え
を

深

め
た
り

、
新

た
な

発
見
を

し
た

り
す

る

と
い

う
活
動

は
、

読
書

の
意
義

を
自

然
に

感

じ
さ
せ

る
内

容
と

な
っ
て

お
り

、
そ

れ

が
読

書
へ
の

意
欲

を
高
め

る
こ

と
に

も
な

っ

て
い
る

と
取

れ
る
。 

し

た

が

っ

て

、

「

読

書

に

つ

い

て

考

え

る

」

で

は

、

自

分

な

り

の

読

書

論

、

読

書
へ
の

考
え

、
認

識
を
形

成
す

る
こ

と

が
ね
ら

い
と

し
て

あ
る
の

で
は

な
い

か

と

考

え
る
。 

 

②
「

本
を

探
す

・
選
ぶ

」
に

分
類

さ

れ
る
実

践
で

は
、

課
題
や

疑
問

を
解

決

す
る

に
適
し

た
本

を
選

ぶ
こ
と

、
対

象
に

合

っ
た
本

を
選

ぶ
こ

と
、
目

的
に

合
っ

た

本
を

選
ぶ
こ

と
が

指
導

さ
れ
て

い
る

。
こ

の

節
の
ま

え
が

き
に

お
い
て

「

読

書
力

が

育
っ

て
い
て

も
、

本
の

選
択
を

誤
っ

た
と

し

た
ら
、

優
れ

た
読

書
力
も

発
揮

で
き

な

い
」

（

30

）

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

、

大

村

は

た

だ

本

を

読

め

ば

よ

い

と

は

考

え

て
お
ら

ず
、

適
切

な
本
を

読
む

こ
と

を

重
要
と

し
て

い
る

こ
と
が

う
か

が
え

る

。

こ

れ
に
分

類
さ

れ
る

実
践
で

は
、

そ
の

よ

う
な
選

書
力

を
身

に
付
け

る
こ

と
が

ね

ら
い

で
あ
る

と
言

え
る
だ

ろ
う

。 

 

③
「

読
書

の
技

術
」
に

分
類

さ
れ

る

実
践
で

は
、

複
数

の
本
で

理
解

し
た

り

、
理

解
を
深

め
た

り
す

る
こ
と

や
、

読
み

え

た
も
の

を
育

て
な

が
ら
読

む
こ

と
、

読

解
で

は
な
い

、
様

々
な

読
み
の

技
術

が
指

導

さ
れ
て

い
る

。
大

村
は
、

読
解

と
読

書

を
別



28 

 

の
も
の

と
捉

え
て

お
り
、

こ
の

実
践

で

は
「
読

書
に

特
有

の
技
術

」
を

学
ぶ

こ

と
が

ね
ら
い

で
あ

る
と
考

え
ら

れ
る

。 

 

④
「

本
の

活
用

」
に
分

類
さ

れ
る

実

践
で
は

、
目

的
に

応
じ
て

本
を

活
用

す

る
こ

と
の
指

導
が

さ
れ

て
い
る

。
こ

れ
は

分

類
名
の

通
り

、
目

的
に
合

わ
せ

て
本

を

活
用

す
る
力

を
身

に
付
け

る
こ

と
が

ね
ら

い

で
あ
る

と
言

え
る
だ

ろ
う

。 

 

⑤
「

感
想

を
育

て
る
」

に
分

類
さ

れ

る
実
践

で
は

、
て

び
き
や

ヒ
ン

ト
を

与

え
、

感
想
そ

の
も

の
を

育
て
る

指
導

が
行

わ

れ
て
い

る
。

こ
れ

は
、
感

想
文

の
指

導

で
は

な
く
、

感
想

そ
の

も
の
を

育
て

る
指

導

で
あ
る

た
め

、
読

後
に
得

た
も

の
を

自

ら
育

て
る
こ

と
を

学
ぶ
こ

と
が

ね
ら

い
で

あ

ろ
う
。 

 

⑥
「

読
書

生
活

の
記
録

」
実

践
で

は

、
「
読

書
生

活
の

記
録
」

の
作

成
が

行

わ
れ

て
い
る

。
こ

れ
は

生
徒
の

読
書

生
活

を

記
し
た

も
の

で
あ

る
た
め

、
生

徒
そ

れ

ぞ
れ

が
豊
か

な
読

書
生

活
を
営

め
る

よ
う

に

す
る
た

め
の

指
導

で
あ
り

、
こ

の
こ

と

が
ね

ら
い
で

あ
る

と
考
え

ら
れ

る
。 

 

⑦
「

読
書

会
」

実
践
で

は
、

そ
の

名

の
通
り

読
書

会
が

開
か
れ

て
い

る
。

こ

の
実

践
は
、

読
書

会
に

関
す
る

理
解

を
深

め

る
だ
け

で
な

く
、

そ
の
意

義
に

も
気

づ

か
せ

る
こ
と

が
ね

ら
い
と

し
て

あ
っ

た
と

考

え
ら
れ

る
。 

 

⑧
「

読
み

を
誘

う
」
に

分
類

さ
れ

る

実
践
で

は
、

本
に

関
す
る

な
ぞ

な
ぞ

や

ク
イ

ズ
を
作

成
し

、
答

え
合
う

と
い

っ
た

活

動
が
行

わ
れ

て
い

る
。
こ

の
実

践
は

、

こ
れ

ま
で
読

ん
だ

本
を

振
り
返

る
機

会
を

与

え
る
こ

と
や

、
読

書
意
欲

を
高

め
あ

う

こ
と

を
ね
ら

っ
た

実
践
で

あ
ろ

う
。 

 

⑨
「

お
り

お
り

の
読
書

指
導

」
で

は

、
本
の

紹
介

や
読

書
計
画

の
作

成
、

報

告
と

い
っ
た

こ
と

が
さ

れ
て
お

り
、

生
徒

が

よ
り
よ

い
読

書
生

活
を
営

め
る

よ
う

に

す
る

た
め
の

指
導

で
あ
る

と
言

え
る

だ
ろ

う

。 

 

以
上

、
「

単
元 

読
書

」
の

各
実

践

の
内
容

と
、

そ
こ

か
ら
考

え
ら

れ
る

ね

ら
い

に
つ
い

て
述

べ
た
。

実
践

内
容

と
ね

ら

い
を
簡

潔
に

ま
と
め

た
表

を
次

に
示

す

。 



29 

 

⑨

お

り

お

り

の

読

書
指
導 

 

⑧
読
み

を
誘

う 

 

⑦
読
書

会 

 

⑥

読

書

生

活

の

記
録 

 

⑤

感

想

を

育

て

る 

 

④
本
の

活
用 

 

③
読
書

の
技

術 

 

②

本

を

探

す

・

選
ぶ 

 

➀

読

書

に

つ

い

て
考
え

る 

  

本

の

紹

介 

読

書

計

画

の

作

成

、

報

告 

本

に

関

す

る

な

ぞ

な

ぞ

や

ク

イ

ズ

を

作

成

し

、

答

え

合

う 

読

書

会

を

行

う 

「

読

書

生

活

の

記

録

」

の

作

成 

て

び

き

や

ヒ

ン

ト

を

与

え

、

感

想

そ

の

も

の

を

育

て

る 

目

的

に

応

じ

て

本

を

活

用

す

る 

複

数

の

本

で

理

解

す

る

、

理

解

を

深

め

る 

読

み

え

た

も

の

を

育

て

な

が

ら

読

む 

読

解

で

は

な

い

、

様

々

な

読

み

の

技

術 

課

題

や

疑

問

を

解

決

す

る

に

適

し

た

本

を

選

ぶ 対

象

に

合

っ

た

本

を

選

ぶ 

目

的

に

合

っ

た

本

を

選

ぶ 

様

々

な

読

書

に

関

す

る

も

の

を

読

み

、

考

え

、

話

し

合

う

、

文

章

に

ま

と

め

る 

実
践
内

容 

よ

り

よ

い

読

書

生

活

を

営

め

る

よ

う

に

す

る 

こ

れ

ま

で

読

ん

だ

本

を

振

り

返

る

機

会

を

与

え

る

、

読

書

意

欲

を

高

め

あ

う 

読

書

会

に

関

す

る

理

解

を

深

め

る

、

意

義

に

気

づ

か

せ

る 

豊

か

な

読

書

生

活

を

営

め

る

よ

う

に

す

る 

読

後

に

得

た

も

の

を

自

ら

育

て

る 目

的

に

合

わ

せ

て

本

を

活

用

す

る

力

を

身

に

付

け

る 

「

読

書

に

特

有

の

技

術

」

を

学

ぶ 選

書

力

を

身

に

つ

け

る 

自

分

な

り

の

読

書

論

、

読

書

へ

の

考

え

、

認

識

を

形

成

す

る 

ね
ら
い 
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第
二
節 

「

単
元 

読
書

」
の

ね
ら

い 
前

節

で

各

実

践

の

ね

ら

い

に

つ

い

て

述

べ

た

が

、

九

種

類

の

実

践

そ

れ

ぞ

れ

に

細
か
な

ね
ら

い
は

あ
る
に

せ
よ

、
指

導

内
容
を

突
き

詰
め

る
と
、

そ
の

ね
ら

い

は
ど

れ
も
「

豊
か

な
読

書
生
活

を
営

む
こ

と

の
で
き

る
読

書
人

の
育
成

」
に

行
き

つ

く
こ

と
が
指

摘
で

き
る
。 

➀

「

読

書

に

つ

い

て

考

え

る

」

の

場

合

、

自

分

な

り

の

読

書

論

を

形

成

す

る

こ

と
が
ね

ら
い

と
し

て
考
え

ら
れ

る
が

、

そ
の
実

践
内

容
は

自
然
と

読
書

の
意

義

を
考

え
さ
せ

る
も

の
と

な
っ
て

お
り

、
そ

れ

は

読
書

へ
の

意
欲

に
繋
が

る
た

め
、

読

書
を

継
続
し

て
行

う
人

間
の
育

成
に

繋
が

る

。
選
書

力
や

読
書

の
技
術

、
目

的
に

合

っ
た

本
の
活

用
は

言
う

ま
で
も

な
く

、
豊

か

な
読
書

生
活

を
営

む
た
め

に
必

須
の

能

力
で

あ
り
、

「
読

書
生

活
の
記

録
」

を
つ

け

る
こ
と

も
、

読
後

に
得
た

も
の

を
自

ら

育
て

る
よ
う

に
な

る
こ

と
も
、

読
書

会
の

意

義
を
感

じ
さ

せ
る

こ
と
も

、

豊

か
な

読

書
生

活
を
営

む
た

め
に

必
要
な

こ
と

で
あ

る

。
「
単

元 

読
書

」
に
よ

っ
て

身
に

付

く
力

は
、
豊

か
な

読
書

生
活
を

営
む

た
め

の

基
盤
と

な
る

も
の

な
の
で

あ
る

。
し

た

が
っ

て
、
小

単
元

ご
と

に
ね
ら

い
は

細
分

化

で
き
て

も
、

「
単

元 

読

書
」

が
持

つ

大
き

な
ね
ら

い
は

、
「

豊
か
な

読
書

生
活

を

営
む
こ

と
の

で
き

る
読
書

人
の

育
成

」

な
の

で
あ
る

。
こ

れ
は

、
第
二

章
第

一
節

で

も
述
べ

た
よ

う
に

、
す
で

に
多

く
の

先

行
研

究
で
も

同
じ

よ
う
な

意
味

合
い

の
指

摘

が
さ
れ

て
い

る
。 

で

は

、

「

読

書

人

」

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

を

指

す

の

か

。

大

村

は

、

「

読

書

人
」
に

つ
い

て
次
の

よ
う

に
述

べ
て

い

る
。 

  
 

何

か
知

り
た

い
こ
と

、
調

べ
た

い

こ
と
考

え
た

い
こ

と
が
あ

っ
た

場
合

に

、
本

を

使

っ

て

本

を

も

と

に

し

て

調

べ

、

考

え

る

こ

と

を

し

よ

う

と

思

う

よ

う

な

向

き
の
人

と
考

え
て
い

ま
し

た
。

（

31

） 
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た

だ
多

く
読

む
と
い

う
だ

け
で

な

く
、
読

ん
で

考
え

、
読
ん

で
行

動
し

、

い
ろ

い

ろ

の

生

活

に

広

げ

て

い

く

よ

う

な

人

、

問

題

に

出

会

う

と

助

け

を

本

に

求

め

る

人

、

と

い

う

よ

う

な

意

味

で

、

読

書

人

と

い

う

こ

と

ば

を

使

っ

て

み

た

。

そ

れ

は

、

知

る

た

め

に

も

、

仕

事

の

た

め

に

も

、

人

と

交

わ

る

た

め

に

も

、

楽

し

み

の

た

め

に

も

、

自

ら

の

成

長

の

た

め

に

も

、

つ

ま

り

、

生

き

て

い

く

こ

と

に

生

活

の

な

か

に

、

読

書

を

位

置

づ

け

て

い

る

人

で

あ

る

。

読

書

を

、

教

養

の

た

め

、

趣

味

、

楽

し

み

の

た

め

と

い

う

だ

け

で

な

く

、

も

っ

と

実

際

に

生

き

て

い

く
う
え

の
必

要
感
を

も
っ

て
と

ら
え

て

い
る
人

と
い

え
よ
う

。
（

32

） 

  

大
村

は
「

読
書

家
」
と

「
読

書
人

」

と
を
明

確
に

分
け

て
お
り

、
「

読
書

人

」
と

は
た
だ

本
を

た
く

さ
ん
読

む
人

と
い

う

わ
け
で

は
な

く
、

先
に
引

用
し

た
よ

う

に
、

本
を
日

常
生

活
の
中

で
必

要
に

応
じ

て

活
用
で

き
る

人
の
こ

と
と

し
て

い
る

。 

 

た
し

か
に

、
実

践
の
中

で
も

、
②

本

を
探
す

・
選

ぶ
実

践
は
、

選
書

力
が

身

に
付

く
実
践

と
な

っ
て

お
り
、

④
本

の
活

用

の
実
践

で
は

そ
の

名
の
通

り
目

的
に

合

わ
せ

て
本
を

活
用

す
る

力
が
身

に
付

く
実

践

と
な
っ

て
い

る
た

め
、
大

村
の

言
う

「

読
書

人
」
育

成
の

た
め

に
行
わ

れ
た

と
い

う

こ
と
が

顕
著

に
表

れ
て
い

る
実

践
と

言

え
よ

う
。 前

述

し

た

よ

う

に

、

多

く

の

先

行

研

究

に

お

い

て

、

大

村

の

読

書

指

導

の

ね

ら

い
は
「

読
書

人
の

育
成
」

と
さ

れ
て

き

た
。
し

か
し

、
そ

の
ね
ら

い
は

曖
昧

な

意
味

で
の
「

読
書

人
の

育
成
」

で
は

な
く

、

先
に
引

用
し

た
大

村
の
「

読
書

人
」

に

関
す

る
説
明

も
踏

ま
え

る
と
、

大
村

の
言

う

「
読
書

人
」

と
は

、
日
常

生
活

の
中

で

本
や

そ
の
内

容
を

整
理

、
処
理

、
活

用
で

き

る
力
を

持
っ

た
人

間
の
こ

と
を

指
す

の

で
あ

り
、
つ

ま
り

、
そ
の

よ
う

な
人

間
の

育

成
が
ね

ら
い

と
し
て

あ
る

と
言

え
る

。 
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第
五
章 

学
校
図
書
館
の
視
点
か
ら
み
る
大
村
実
践 

第
一
節 
学

校
図
書

館
に

お
け

る
読

書 

 

こ
れ

ま
で

、
大

村
の
「

単
元 

読

書

」
の
実

践
か

ら
、

大
村
の

読
書

観
を

探

っ
て

き
た
。

し
か

し
、

学
校
教

育
に

お
け

る

読
書
の

意
義

を
考

え
る
う

え
で

は
、

学

校
図

書
館
の

存
在

も
忘

れ
て
は

な
ら

な
い

も

の
で
あ

ろ
う

。
そ

の
た
め

、
本

章
で

は

学
校

図
書
館

の
視

点
か
ら

、
読

書
や

大
村

実

践
に
つ

い
て

検
討
し

て
い

き
た

い
。 

 

ま
ず

、
昭

和
三
十

八
年

に
文

部
省

か

ら
出
さ

れ
た

『
学

校
図
書

館
の

管
理

と

運
用
』

を
み
て

い
く

。
大

村
の
「

単
元 

読

書

」
の
実

践
は

昭
和

四
十
一

年
度

か
ら

行

わ
れ

た
も
の

で
あ

る
た
め

、
昭

和
三

十
八

年

に
出
さ

れ
た

こ
ち
ら

を
選

ん
だ

。 

 

こ
の

『
学

校
図

書
館
の

管
理

と
運

用

』
で
は

、
学

校
図

書
館
の

教
育

的
役

割

に
つ

い
て
以

下
の

項
目
が

示
さ

れ
て

い
る

。 

 

（

１

）

学

習

指

導

に

対

す

る

資

料

・

情

報

の

提

供/

（

２

）

新

し

い

資

料

の

提

供

と

児
童

・
生

徒
の

発
達

に
伴

う
必

要
の

充

足/

（
３

）
資

料

利
用

の
よ

い
態

度
の

形
成/

（
４

）
自

主
的

・
自

発
的

態
度

の
形

成/

（
５

）

よ
い

読

書
生

活
の

形
成/

（

６

）
学

習
の

個
別

化
と

個
性

の
伸

張/

（

７
）

社
会

性
・

道
徳

性
の

育
成/

（
８

）
読

書
活

動

と

視

聴

覚

的

活

動

な

ど

と

の

有

機

的

結

合/

（

９

）

一

般

的

教

養

の

育

成/

（

10

）

さ

ま

ざ
ま

な

文

化

的

施

設

を
活

用

す

る

態

度

の
形

成/

（

11

）

教

職

員

に

対

す

る

奉

仕
活
動/

（

12

）
父

母
そ

の
他
地

域
社

会

に
対
す

る
奉

仕
活
動 

  

以
上

が
学

校
図

書
館
の

教
育

的
役

割

と
し
て

挙
げ

ら
れ

て
い
る

十
二

の
項

目

で
あ

る

（

33

）

。

こ

れ

ら

を

み

る

と

、

資

料

や

情

報

と

い

っ

た

知

識

の

提

供

と

、

態

度

の
育
成

と
い

う
、
大

き
く

分
け

て
二

種

類
に
分

け
る

こ
と
が

で
き

る
。 

し

か

し

、

こ

こ

で

注

意

す

べ

き

こ

と

は

、

態

度

と

い

っ

て

も

、

躾

や

人

間

形

成

と

い

う

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

る

項

目

だ

け

で

は

な

い

こ

と

で

あ

る

。

例

え

ば

、
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（
３
）

の
、

「
資

料
利
用

の
よ

い
態

度

の
形
成

」
に

関
し

て
は
以

下
の

よ
う

に

説
明

が
加
え

ら
れ

て
い
る

。 

 

図

書

館

資

料

に

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

が

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

、

図

書

館

の

ふ

ん

い

気

や

利

用

促

進

の

た

め

の

種

々

の

働

き

か

け

な

ど

は

、

児

童

・

生

徒

に

読

書

興
味
を

喚
起

し
、
学

習
へ

の
動

機
づ

け

と
な
る

。
（

34

） 

  

資
料

、
ま

た
は

資
料
を

利
用

す
る

空

間
は
、

児
童

・
生

徒
の
興

味
を

引
き

出

し
た

り
、
学

習
の

動
機

づ
け
と

な
っ

た
り

す

る
こ
と

を
記

し
て

い
る
の

で
あ

る
。

そ

れ
に

加
え
て

、
「

い
ろ

い
ろ
の

資
料

を
手

に

取
り
う

る
こ

と
は

、
資
料

に
対

す
る

選

択
眼

を
養
う

こ
と

」
に

も
な
り

、
「

多
く

の

資
料
に

接
す

る
間

に
、
児

童
・

生
徒

の

探
求

心

・

思

索

力

、

理

解

や

鑑

賞

の

力

、

批

判

的

態

度

や

創

造

性

な

ど

」

（

35

）

が

身

に
付
い

て
い

く
だ
ろ

う
と

い
う

こ
と

が

述
べ
ら

れ
て

い
る
。 

 

（

10

）

の

「

さ

ま

ざ

ま

”
文

化

的

施

設

を

活

用

す

る

態

度

の

形

成

」

に

関

し

て

も
、
「

社
会

の
文

化
的
施

設
の

意
義

に

つ
い
て

の
認

識
」

を
身
に

付
け

さ
せ

る

こ
と

で
大
人

に
な

っ
て

か
ら
「

公
共

図
書

館

を
み
ず

か
ら

利
用

」
す
る

態
度

に
繋

が

る
で

あ

ろ

う

と

い

う

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

（

36

）

。

つ

ま

り

、

何

か

疑

問

や

問

題

が

あ
っ
た

場
合

に
、

情
報
を

求
め

て
文

化

的
施
設

に
、

公
共

図
書
館

に
行

く
こ

と

が
で

き
る
素

地
の

育
成
と

言
え

る
だ

ろ
う

。 

 

こ
の

よ
う

に
こ

れ
ら
の

項
目

を
み

て

み
る
と

、
や

は
り

学
校
図

書
館

と
い

う

こ
と

も
あ
り

、
態

度
と
い

っ
て

も
、

そ
の

態

度
を
育

成
す

る
こ

と
に
よ

る
効

果
と

し

て
は
、

学
習
の

動
機

づ
け

で
あ
っ

た
り

、
情

報

リ
テ
ラ

シ
ー

へ
の

繋
が
り

が
感

じ
ら

れ

る
内

容
と
な

っ
て

い
る

。
つ
ま

り
、

躾
や

人

間
形
成

と
い

う
意

味
で
の

態
度

の
育

成

で
は

な
く
、

学
習

に
向
か

う
態

度
と

し
て

示

さ
れ
て

い
る

項
目
と

言
え

る
だ

ろ
う

。 

 

さ
ら

に
、

『
学

校
図
書

館
の

管
理

と

運
用
』

で
は

、
読

書
指
導

に
つ

い
て

の

言
及
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も
さ
れ

て
お

り
、
読

書
指

導
の

目
的

と

し
て
以

下
の

項
目
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る

。 

 

ア 

児

童
・

生
徒
の

読
書

の
能

力
と

興

味
の
発

達
を

図
る
こ

と
。 

イ 

児

童
・

生
徒
が

当
面

す
る

問
題

を

読
書
に

よ
っ

て
解
決

さ
せ

る
こ

と
。 

ウ 

児

童
・

生
徒
の

一
般

的
教

養
を

読

書
に
よ

っ
て

高
め
る

こ
と

。 

エ 

児

童
・

生
徒
の

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ

ン
と
し

て
の

読
書
を

健
全

に
導

く
こ

と

。 

  

以

上

の

項

目

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

（

37

）

。

そ

し

て

、

こ

れ

ら

の

目

的

を

達

成

す
る
た

め
の

方
法
と

し
て

は
、

以
下

の

こ
と
を

挙
げ

て
い
る

。 

 

ア 

図

書
資

料
に

は
ど
ん

な
も

の
が

あ

る
か
、

ま
た

、
そ

の

中
か

ら
適

書
を

選

択
す

る
基
準

は
何

か
を
理

解
さ

せ
る

。 

イ 

各

人
の

能
力

・
興
味

・
要

求
に

応

ず
る
図

書
資

料
を

選
択
す

る
能

力
を

習

得
さ

せ
る
。 

ウ 

健

全
で

調
和

の
と
れ

た
読

書
領

域

を
、
し

だ
い

に
拡

大
展
開

さ
せ

て
い

く

態
度

を
養
う

。 

 

以

上

の

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る

と

し

て

お

り

、

そ

の

う

え

で

、

「

今

日

の

学

校
教
育

に
お

い
て

は
、
児

童
・

生
徒

の

人
間
形

成
の

た
め

に
、
全

教
師

が
協

力

し
て

読

書

指

導

に

あ

た

る

こ

と

が

強

く

望

ま

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

」

（

38

）

と

記

さ

れ
て
い

る
。 

小

林

達

也

氏

は

、

戦

後

の

文

部

省

刊

行

の

学

校

図

書

館

の

手

び

き

の

変

遷

を

明

ら
か
に

し
て

お
り

、
『
学

校
図

書
館

の

管
理
と

運
用

』
の

一
つ
前

、
昭

和
三

十

六
年

に
刊
行

さ
れ

た
、

『
小
・

中
学

校
に

お

け
る
学

校
図

書
館

利
用
の

手
び

き
』

か

ら
、

「
読
書

指
導

と
し

て
の
読

書
は

学
校

教

育
全
体

で
人

間
形

成
の
た

め
行

う
も

の

で
あ
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る
と
捉

え
て

い
る
こ

と
が

分
か

る
。

」

（

39

）
と

い
う

指
摘
を

し
て

い
る

。 
読

書

指

導

の

目

的

に

関

し

て

は

、

こ

の

昭

和

三

十

六

年

の

『

小

・

中

学

校

に

お

け
る
学

校
図

書
館

利
用
の

手
び

き
』

と

、
昭
和

三
十

八
年

の
『
学

校
図

書
館

の

管
理

と

運

用

』

と

で

同

様

の

内

容

と

な

っ

て

お

り

（

40

）

、

『

学

校

図

書

館

の

管

理

と

運
用
』

で
「

人
間

形
成
の

た
め

に
」

と

い
う
文

言
が

あ
る

こ
と
か

ら
、

小
林

氏

が
指

摘
し
て

い
る

よ
う

に
、
昭

和
三

十
八

年

版
に
お

い
て

も
、

読
書
は

「
人

間
形

成

の
た

め
」
の

も
の

と
し
て

考
え

ら
れ

て
い

る

と
言
え

る
だ

ろ
う
。 

し

か

し

、

人

間

形

成

と

は

言

っ

て

も

、

前

述

し

た

学

校

図

書

館

の

教

育

的

役

割

の
項
目

に
お

い
て

、
態
度

と
い

っ
て

も

そ
の
態

度
の

育
成

の
先
に

学
習

効
果

が

あ
る

よ
う
な

場
合

も
あ

る
こ
と

も
踏

ま
え

る

と
、
文

部
省

の
考

え
る
人

間
形

成
に

は

、
教

養
、
よ

い
人

格
の

形
成
と

い
っ

た
よ

う

な
躾
や

生
活

指
導

的
な
要

素
だ

け
が

含

ま
れ

て
い
る

わ
け

で
は

な
い
と

考
え

ら
れ

る

。
先
に

示
し

た
読

書
指
導

の
目

的
を

達

成
す

る
た
め

の
方

法
的

な
項
目

に
は

、
選

書

の
技
術

や
読

書
領

域
の
拡

大
が

挙
げ

ら

れ
て

お
り
、

そ
こ

か
ら

も
文
部

省
の

言
う

人

間
形
成

の
中

に
は

読
書
の

技
術

が
備

わ

っ
た

人
間
と

い
う

意
味

合
い
が

込
め

ら
れ

て

い
る
こ

と
が

う
か

が
え
る

。

こ

の
点

は

、
大

村
の
読

書
観

と
合
致

す
る

部
分

で
あ

る

。 

 

第
二
節 

学

校
図
書

館
と

大
村

実
践 

 

前
節

で
は

、
学

校
図
書

館
の

立
場

に

お
い
て

読
書

や
読

書
指
導

が
ど

の
よ

う

に
考

え
ら
れ

て
い

た
か

を
み
て

き
た

。
本

節

で
は
、

中
学

校
に

お
け
る

学
校

図
書

館

の
利

用
指
導

に
つ

い
て

、
大
村

の
「

単
元 

読
書
」

の
実

践
と

あ
わ
せ

て
考

え
て

い

き
た

い
。 

 

ま
ず

、
学

校
図

書
館
の

利
用

指
導

の

定
義
で

あ
る

が
、

『
学
校

図
書

館
の

管

理
と

運
用
』

で
は

、
以
下

の
よ

う
に

記
さ

れ

て
い
る

。 
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学

習
の

効
果

を
高
め

る
た

め
の

学

校
図
書

館
の

利
用

指
導
を

は
じ

め
、

読

書
指

導

、

い

わ

ゆ

る

図

書

館

教

育

、

そ

れ

に

レ

フ

ァ

レ

ン

ス

・

サ

ー

ヴ

ィ

ス

の

問

題

等

、

図

書

館

資

料

を

用

い

て

行

な

わ

れ

る

指

導

は

す

べ

て

こ

の

こ

と

ば

に

よ

っ

て
お
お

こ
と

が
で
き

る
で

あ
ろ

う
。

（

41

）
（
原

文
マ

マ
） 

  

学
校

図
書

館
の

も
の
を

扱
っ

て
の

指

導
は
す

べ
て

学
校

図
書
館

の
利

用
指

導

に
含

ま
れ
る

と
さ

れ
て

い
る
。

そ
の

う
え

で

、
狭
義

に
お

け
る

学
校
図

書
館

の
利

用

指
導

と
は
、

そ
れ

ま
で

図
書
館

教
育

と
さ

れ

て
き
た

も
の

で
あ

り
、
「

図
書

館
お

よ

び
図

書
館
資

料
の

利
用

に
関
す

る
基

礎
的

な

知
識
・

技
能

・
態

度
を
育

成
す

る
た

め

の
指

導
で
あ

る
」

と
し

て
、
そ

の
指

導
事

項

を
十
五

個
挙

げ
て

い
る
。

そ
れ

を
以

下

に
示

す
。 

 

➀
学

校
図

書
館

の
概

要/

②

図
書

・
図

書
館

の
歴

史
と

現
状/

③
図

書
館

道
徳

と
読

書

衛
生/

④
図

書

の
構

成
と

取

り
扱

い

方/

⑤
図

書

の
選

択/

⑥

分
類

と

配
列/
⑦
図

書
の

目

録/

⑧

辞

書

・

事

典

・

索

引

類

の

利

用/

⑨

年

鑑

・

統

計

類

の

利

用/

⑩

雑

誌

・

新

聞
類

の
利

用/

⑪

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
・

フ
ァ

イ
ル

の
利

用/

⑫

視
聴

覚
資

料
の

取

り

扱

い

と

利

用/

⑬

読

書

法/

⑭

参

考

書

目

の

作

り

方

と

ノ

ー

ト

の

取

り

方/

⑮

校

外

の
読
書

施
設

・
文
化

施
設 

  

以

上

が

狭

義

に

お

け

る

学

校

図

書

館

の

利

用

指

導

の

指

導

事

項

で

あ

る

（

42

）

。

こ
こ
に

挙
げ

ら
れ

て
い
る

、
「

⑤
図

書

の
選
択

」
や

「
⑦

図
書
の

目
録

」
、

「

⑧
辞

書
・
事

典
・

索
引

類
の
利

用
」

、
「

⑩

雑
誌
・

新
聞

類
の

利
用
」

と
い

っ
た

指

導
項

目
は
、

す
で

に
み

て
き
た

よ
う

に
大

村

の
実
践

で
も

行
わ

れ
て
い

た
も

の
で

あ

る
。

「
⑨
年

鑑
・

統
計

類
の
利

用
」

も
、

数

値
を
取

り
扱

っ
た

も
の
で

は
な

い
が

ア

ン
ケ

ー
ト
を

用
い

て
の
実

践
が

さ
れ

て
い

る

。 
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そ

し

て

、

こ

の

十

五

の

項

目

を

基

に

し

て

作

成

さ

れ

た

、

中

学

校

第

一

学

年

の

利
用
指

導
計

画
の

事
例
に

お
い

て
は

、

「
よ
い

図
書

を
選

ぶ
に
は

ど
う

い
う

点

に
気

を
つ
け

ね
ば

な
ら

な
い
か

を
知

ら
せ

る

こ
と
」

、
「

辞
書

の
利
用

」
、

「
新

聞

記
事

を

学

習

に

利

用

さ

せ

る

」

と

い

っ

た

項

目

が

あ

る

が

（

43

）

、

こ

れ

ら

の

よ

う

な

指
導
も

、
大

村
の
「

単
元 

読

書
」

の

実
践
に

お
い

て
行

わ
れ
て

い
る

も
の

で

あ
る
。

先
に
も

述
べ

た
が

、
す
で

に
ま

と
め

て

き
た
よ

う
に

、
大

村
の
実

践
で

は
、

選

書
の

指
導
だ

け
で

は
な

く
、
辞

書
や

新
聞

記

事
、
雑

誌
な

ど
様

々
な
資

料
を

用
い

ら

れ
て

い
た
。 

こ

れ

ら

の

点

か

ら

、

学

校

図

書

館

の

利

用

指

導

と

大

村

の

「

単

元 

読

書

」

の

実
践
で

は
合

致
す
る

部
分

が
あ

る
と

言

え
よ
う

。 

 

ま
た

、
効

果
的

な
読
書

指
導

の
事

例

と
し
て

、
読

書
記

録
や
、

読
書

に
関

す

る
話

し
合
い

の
場

を
設

け
る
こ

と
、

読
書

ク

ラ
ブ
、

図
書

館
で

の
読
書

指
導

が
挙

げ

ら
れ

て
い
る

。
読

書
記

録
の
例

と
し

て
は

、

読
ん
だ

日
、

書
名

、
著
者

名
、

概
要

、

読
み

終
え
た

か
、

読
ん

だ
き
っ

か
け

、
感

想

、
先
生

の
評

価
な

ど
の
記

入
項

目
が

あ

る
も

の

が

示

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

学

級

活

動

に

お

け

る

読

書

指

導

に

関

し

て

は

、

「
あ
く

ま
で

生
徒

の
生
活

面
で

の
指

導

の
一
貫

と
し

て
考

え
ら
れ

る
も

の
」

と

さ
れ

て
お
り

、
「

生
徒

の
生
活

実
態

の
一

面

と
し
て

読
書

実
態

を
は
あ

く
し

、
そ

こ

に
指

導

の

手

が

か

り

を

見

い

だ

し

て

い

く

意

義

」

が

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

（

44

）

。

一

方
、
大

村
の

読
書

生
活
の

記
録

は
第

三

章
第
六

節
で

示
し

た
よ
う

に
、

読
書

に

関
す

る
様
々

な
意

見
や

、
読
み

た
い

本
と

い

っ
た
項

目
が

あ
り

、
単
な

る
読

書
の

記

録
で

は
な
い

。
文

部
省

の
示
し

て
い

る
読

書

記
録
は

、
読

書
記

録
と
い

っ
て

も
、

大

村
の

読
書
生

活
の

記
録

と
は
異

な
り

、
「

生

徒
の
生

活
実

態
の

一
面
と

し
て

」
読

書

を
捉

え
る
た

め
の

も
の

で
あ
り

、
生

活
指

導

の
一
部

と
し

て
提

案
さ
れ

て
い

る
も

の

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て

こ
の
よ

う
な

違
い

か

ら
、
生

活
指

導
的

な
読
書

の
捉

え
ら

れ

方
を

打
破
し

よ
う

と
し
た

と
こ

ろ
に

大
村

の

読
書
生

活
の

記
録
の

意
義

が
見

出
せ

る

。 
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読

書

に

関

す

る

話

し

合

い

は

、

「

学

級

の

読

書

活

動

の

指

針

と

な

る

よ

う

な

読

書
の
基

準
の

作
成

を
進
め

る
こ

と
も

有

効
で
あ

る
」

と
さ

れ
て
い

る
。

具
体

的

な
事

例
と
し

て
は

、
偏

り
な
く

読
書

を
し

て

い
る
か

、
問

題
解

決
の
た

め
に

図
書

を

利
用

し
て
い

る
か

、
な

ど
と
い

っ
た

読
書

の

際
に
注

意
す

べ
き

こ
と
が

話
し

合
わ

れ

て
い

る

（

45

）

。

し

か

し

、

大

村

の

行

っ

た

読

書

会

は

、

文

部

省

が

提

案

し

て

い

る

よ

う
な
も

の
で

は
な

く
、
作

品
に

つ
い

て

そ
の
内

容
を

思
い

思
い
に

話
し

合
う

活

動
で

あ
り
、

読
書

会
の
目

的
や

性
質

は
異

な

っ
て
い

る
。 

 

こ
の

よ
う

に
、

こ
れ
ら

が
効

果
的

な

読
書
指

導
の

事
例

と
し
て

挙
げ

ら
れ

て

い
る

が
、
い

ず
れ

も
大

村
が
「

単
元 

読

書

」
で
行

っ
た

実
践

と
は
内

容
や

実
践

の

意
図

は
異
な

っ
て

い
る

。
し
た

が
っ

て
、

従

来
の
生

活
指

導
的

な
読
書

の
捉

え
方

か

、
そ

れ

を

超

え

て

一

つ

の

技

術

と

し

て

の

読

書

と

捉

え

る

か

と

い

う

差

異

に

、

大

村

の

「
単
元 

読

書
」
の

実
践

の
意

義
が

あ

る
と
言

え
る

だ
ろ
う

。 

 

第
三
節 

情

報
リ
テ

ラ
シ

ー
と

大
村

実

践 

 

前
節

ま
で

に
、

学
校
図

書
館

の
視

点

か
ら
読

書
に

つ
い

て
や
、

大
村

の
実

践

を
考

え
て
き

た
。

そ
れ

に
よ
っ

て
、

学
校

図

書
館
側

に
お

け
る

読
書
や

読
書

指
導

と

、
大

村
の
読

書
観

に
は

、
共
通

す
る

部
分

も

あ
れ
ば

、
異

な
る

部
分
も

あ
る

こ
と

が

確
認

で
き
た

。 

学

校

図

書

館

と

い

う

立

場

か

ら

の

読

書

指

導

の

考

え

方

と

し

て

、

資

料

を

必

要

に
応
じ

て
活

用
で

き
た
り

、
適

切
な

書

物
を
選

ぶ
こ

と
が

で
き
る

、

読

書
の

技

術
が

備
わ
っ

た
人

間
、

豊
か
な

人
間

の
育

成

と
い
っ

た
、

学
習

面
と
人

格
面

で
の

教

育
が

目
的
と

し
て

あ
る

と
読
み

取
る

こ
と

が

で
き
た

。
こ

の
、

読
書
の

技
術

が
備

わ

っ
た

人
間
と

い
う

点
に

関
し
て

は
、

大
村

の

「
単
元 

読

書
」

の
ね
ら

い
で

あ
る

、

「
読

書
人
の

育
成

」
と

合
致
す

る
部

分
で

あ

る
。
ま

た
、

学
校

図
書
館

の
利

用
指

導

の
項

目
や
提

案
さ

れ
て

い
る
具

体
的

な
指

導

事
例
を

み
る

と
、

大
村
が

「
単

元 

読

書
」
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で
行
っ

て
い

た
よ

う
な
、

選
書

の
指

導

を
す
る

こ
と

や
、

辞
書
や

新
聞

、
雑

誌

な
ど

様
々
な

資
料

を
用

い
る
こ

と
が

示
さ

れ

て
お
り

、
こ

の
部

分
で
も

大
村

の
実

践

と
合

致
し
て

い
る

。
し

か
し
、

効
果

的
な

読

書
指
導

と
し

て
示

さ
れ
て

い
る

も
の

に

関
し

て
は
、

読
書

の
技

術
の
習

得
と

い
う

よ

り
か
は

生
活

指
導

的
な
要

素
が

強
く

あ

ら
わ

れ
た
も

の
と

な
っ

て
お
り

、
そ

の
点

で

は
従
来

の
読

書
指

導
を
打

破
し

よ
う

と

し
た

大
村
の

実
践

と
は

異
な
る

目
的

も
あ

る

こ
と
が

わ
か

り
、

そ
の
違

い
に

大
村

の

実
践

の
意
義

が
見

出
せ
る

。 

ま

た

、

そ

の

よ

う

に

学

校

図

書

館

の

利

用

指

導

や

指

導

事

例

に

共

通

点

が

み

ら

れ

る

こ

と

に

加

え

て

、

大

村

の

「

あ

ま

り

図

書

館

が

整

備

し

て

お

り

ま

せ

ん

」

（

46

）

と

い

う

発

言

や

、

石

川

台

中

学

校

で

大

村

の

授

業

を

受

け

て

い

た

苅

谷

夏

子
氏
の

、
「

授
業

が
い
つ

も
図

書
室

で

行
な
わ

れ
て

い
た

こ
と
も

、
は

じ
め

て

わ
か

っ
た
と

き
に

は
驚

い
た
も

の
だ

。
必

要

に
応
じ

て
辞

書
や

事
典
は

当
然

の
こ

と

、
図

書

室

全

体

の

本

を

資

料

と

し

て

扱

う

よ

う

な

授

業

の

あ

り

方

だ

っ

た

」

（

47

）

と

い
う
記

述
も

踏
ま

え
て
考

え
る

と
、

大

村
の
指

導
は

学
校

図
書
館

の
利

用
指

導

も
兼

ね
て
い

た
と

考
え
る

こ
と

が
で

き
る

。 

そ

れ

に

加

え

て

、

「

い

わ

ゆ

る

情

報

処

理

を

そ

の

読

書

生

活

の

一

部

に

お

い

て

考

え

た

い

と

思

う

。

」

（

48

）

と

い

う

発

言

も

あ

る

。

こ

れ

は

「

単

元 

読

書

」

の
実
践

が
実

施
さ

れ
て
い

た
期

間
中

に

出
さ
れ

た
も

の
で

は
な
い

が
、

大
村

の

読
書

観
に
は

情
報

処
理
と

い
う

一
面

も
あ

っ

た
こ
と

を
裏

付
け
る

重
要

な
発

言
で

あ

る
。 

こ

の

よ

う

に

学

校

図

書

館

の

視

点

か

ら

大

村

の

実

践

を

み

て

み

る

と

、

生

活

指

導

的

な

読

書

指

導

を

す

る

の

で

は

な

く

、

学

校

図

書

館

や

読

書

の

実

用

的

な

技

術

（
＝
本

の
選

択
や

本
の
内

容
を

処
理

、

整
理
、

活
用

す
る

こ
と
）

の
指

導
を

し

た
、

つ
ま
り

情
報

の
扱
い

方
の

指
導

を
し

た

点
に
大

村
の

実
践
の

意
義

が
見

出
せ

る

。 

し

た

が

っ

て

、

大

村

の

実

践

に

は

、

読

書

に

親

し

み

を

持

た

せ

継

続

さ

せ

た

り

、

読
書
の

技
術

を
学

ば
せ
た

り
す

る
だ

け

で
な
く

、
学

校
図

書
館
の

利
用

指
導

や

情
報
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リ
テ
ラ

シ
ー

の
育
成

と
い

う
面

も
あ

っ

た
と
言

う
こ

と
が
で

き
る

。 

 

第
六
章 
学
校
教
育
に
お
け
る
読
書
の
意
義 

第
一
節 

大

村
実
践

か
ら

探
る

読
書

の

意
義 

 

こ
れ

ま
で

、
大

村
の
行

っ
た

「
単

元 

読
書

」
の

実
践

内
容
を

詳
し

く
み

た

う
え

で
、
そ

れ
を

学
校

図
書
館

の
視

点
か

ら

み
る
こ

と
を

し
て

き
た
。

そ
れ

を
受

け

て
本

節
で
は

、
大

村
の

「
単
元 

読

書
」

の

実
践
か

ら
読

み
取

れ
る
、

読
書

の
意

義

に
つ

い
て
述

べ
て

い
き
た

い
。 

 

第
四

章
第

二
節

に
お
い

て
、

「
単

元 

読
書

」
の

ね
ら

い
は
、

日
常

生
活

の

中
で

本
や
そ

の
内

容
を

整
理
、

処
理

、
活

用

で
き
る

力
を

持
っ

た
人
間

の
育

成
で

あ

る
と

述
べ
た

。
ま

た
、

第
五
章

で
は

学
校

図

書
館
か

ら
大

村
の

実
践
を

み
る

こ
と

で

、
大

村
の
「

単
元 

読

書
」
の

実
践

は
、

学

校
図
書

館
の

利
用

指
導
や

情
報

リ
テ

ラ

シ
ー

の
育
成

と
い

う
面

も
あ
っ

た
こ

と
を

指

摘
し
た

。
こ

れ
ら

の
こ
と

か
ら

、

読

書

を
指

導
す
る

と
い

う
こ

と
は
、

情
報

リ
テ

ラ

シ
ー
を

育
む

こ
と

に
繋
が

り
、

情
報

を

適
切

に
整
理

、
処

理
、

活
用
で

き
る

力
を

身

に
付
け

さ
せ

る
こ

と
が
で

き
る

と
言

え

る
だ

ろ
う
。

し
た

が
っ

て
、
大

村
の

「
単

元 

読
書

」
の

実
践

か
ら
、

読
書

は
情

報

リ
テ

ラ
シ
ー

の
育

成
に
役

立
つ

も
の

で
あ

る

と
言
う

こ
と

が
で
き

る
。 

こ

の

こ

と

は

、

現

代

に

お

い

て

も

有

益

な

効

果

で

あ

る

。

昨

今

、

教

育

現

場

で

も
生
徒

は
一

人
一
台

タ
ブ

レ
ッ

ト
を

持

っ
て
い

た
り

、IC
T

教
育
が
積

極
的

に

進
め

ら
れ
て

お
り

、
日

常
生
活

に
お

い
て

も

ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン

の
普
及

に
よ

っ
て

い

つ
で

も
ど
こ

で
も

容
易

に
情
報

に
ア

ク
セ

ス

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
し

か
し

、
そ

の

情
報

は
正
し

い
も

の
な

の
か
、

判
断

・
選

択

す
る
力

が
な

け
れ

ば
、
効

果
的

に
そ

の

情
報

を
活
用

す
る

こ
と

は
で
き

な
い

で
あ

ろ

う
。
し

た
が

っ
て

、

情
報

に
溢

れ
、

か

つ
そ

れ
を
容

易
に

入
手

で
き
る

現
代

に
こ

そ

、
情
報

リ
テ

ラ
シ

ー
は
重

要
な

も
の

で

あ
る

と
言
う

こ
と

が
で

き
る
。

も
ち

ろ
ん

、

本
か
ら

何
ら

か
の

知
識
や

情
報

を
得

た

り
、
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楽
し
み

を
得

た
り

す
る
こ

と
も

読
書

の

醍
醐
味

で
は

あ
る

が
、
そ

れ
だ

け
で

は

な
く

大
村
の

実
践

か
ら

は
、
読

書
は

情
報

リ

テ
ラ
シ

ー
を

育
む

も
の
と

し
て

も
効

果

を
発

揮
で
き

る
と

言
え

よ
う
。

こ
の

点
が

、

現
代
に

も
指

摘
で

き
る
読

書
の

教
育

的

意
義

で
あ
る

。 

 

第
二
節 

現

代
の
読

書
の

状
況 

 

前
節

で
は

、
大

村
の
「

単
元 
読

書

」
の
実

践
か

ら
、

読
書
の

教
育

的
意

義

に
つ

い
て
、

情
報

リ
テ

ラ
シ
ー

を
育

成
す

る

こ
と
に

役
立

つ
と

い
っ
た

点
で

、
現

代

に
お

い
て
も

重
要

な
意

義
が
あ

る
と

述
べ

た

。
本
節

で
は

、
そ

こ
か
ら

展
開

し
て

現

代
の

読
書
に

つ
い

て
も
考

え
て

い
き

た
い

。 

 

先
に

も
述

べ
た

よ
う
に

、
現

代
で

は

ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン

や
タ
ブ

レ
ッ

ト
な

ど

の
電

子
機
器

の
使

用
が

日
常
的

と
な

っ
て

お

り
、
そ

れ
ら

は
教

育
現
場

で
も

活
用

さ

れ
て

い
る
。

そ
の

よ
う

な
時
代

の
中

で
、

「

若
者
の

読
書

離
れ

」
と
い

う
言

葉
も

耳

に
し

た
こ
と

が
あ

る
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か

。 

 

全
国

S
L

A

研
究

調
査
部

が
二

〇
二

四
年
六

月
に

行
っ
た

「
第

69

回
学

校
読

書

調

査

」

の

結

果

報

告

に

よ

る

と

（

49

）

、

不

読

率

は

過

去

三

十

一

年

間

で

上

昇

と

低

下

を

繰

り

返

し

て

お

り

、

今

年

は

、

小

学

生

が

八

・

五

％

、

中

学

生

が

二

十

三

・

四
％
、

高
校

生
が

四
十
八

・
三

％
と

い

う
数
値

で
あ

り
、

す
べ
て

の
校

種
で

上

昇
と

い
う
結

果
に

な
っ
た

よ
う

で
あ

る
。 

 

電
子

書
籍

で
の

読
書
冊

数
に

関
し

て

は
、
小

学
生

が
平

均
一
・

〇
冊

か
ら

一

・
五

冊

に

増

加

、

中

学

生

が

平

均

〇

・

九

冊

か

ら

〇

・

七

冊

に

減

少

、

高

校

生

が

平

均

〇
・
四

冊
で

三
年

連
続
同

数
と

な
っ

て

い
る
よ

う
で

あ
る

。
電
子

書
籍

で
の

読

書
冊

数
が
０

冊
の

割
合

は
、
小

学
生

が
六

十

六
・
三

％
、

中
学

生
が
六

十
六

・
九

％

、
高

校
生
が

五
十

五
・

三
％
と

な
っ

て
お

り

、
こ
の

よ
う

に
電

子
書
籍

で
の

読
書

が

そ
れ

ほ
ど
普

及
し

て
い

な
い
理

由
に

つ
い

て

は
、
「

子
ど

も
向

け
の
電

子
書

籍
が

多

く
な
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い
こ
と

も
原

因
と

思
わ
れ

る
が

、
紙

の

本
で
読

む
こ

と
の

メ
リ
ッ

ト
が

、
再

認

識
さ

れ
始
め

て
い

る
の
だ

ろ
う

か
」

と
述

べ

ら
れ
て

い
る

。 

 

ま
た

、
ス

マ
ー

ト
フ
ォ

ン
や

タ
ブ

レ

ッ
ト
端

末
な

ど
を

使
っ
て

電
子

書
籍

の

読
書

を
し
た

こ
と

が
あ

る
か
（

電
子

教
科

書

や
新
聞

、
雑

誌
の

電
子
版

は
含

ま
な

い

）
、

と
い
う

質
問

に
関

し
て
は

、
「

読
ん

だ

こ
と
が

あ
る

」
と

い
う
児

童
生

徒
の

割

合
は

校
種
が

上
が

る
に

つ
れ
て

高
く

な
る

よ

う
で
あ

る
。

そ
の

理
由
に

つ
い

て
は

、

「
年

齢
が
上

が
っ

て
く

る
と
、

ス
マ

ホ
、

タ

ブ
レ
ッ

ト
の

所
持

率
が
高

く
な

る
こ

と

、
機

器
を
使

う
こ

と
が

う
ま
く

な
っ

て
く

る

こ
と
、

生
活

や
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

で
使

用
す
る

機
会

が
増

え
て
く

る
こ

と
な

ど

で
あ
ろ

う
」

と

述

べ
ら
れ

て
い

る
。

中

学
一

年
生
か

ら
高

校
一

年
生
に

か
け

て
大

幅

に
増
加

し
て

い
る

こ
と
に

関
し

て
は

、

二
〇

二
二
年

の
調

査
に

お
い
て

電
子

書
籍

で

児
童
生

徒
が

「
マ

ン
ガ
」

や
「

物
語

・

お
は

な
し
・

小
説

」
を

読
ん
で

い
る

こ
と

が

多
い
と

明
ら

か
に

な
っ
た

と
い

う
こ

と

や
、

公
教
育

に
お

い
て
電

子
書

籍
が

使
用

さ

れ
て
い

る
例

も
少

数
で
あ

る
こ

と
を

踏

ま
え
、

「
中
学

生
段

階
で

マ
ン
ガ

や
小

説
・

物

語
を
個

人
的

に
読

ん
で
楽

し
む

よ
う

な

状
況

が

増

え

て

き

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

「
読
ん

だ
こ

と
は

な
い
し

読
み

た
い

と

も
思
わ

な
い

」
の

割
合
は

小
学

校
と

中

学
校

で
三
割

弱
、

高
校

で
は
二

割
と

な
っ

て

お
り
、

「
児

童
生

徒
は
ス

マ
ホ

や
タ

ブ

レ
ッ

ト
等
で

マ
ン

ガ
や

気
楽
に

読
め

る
物

語

は
見
る

が
、

本
来

の
読
書

の
た

め
に

使

う
機

器
で
あ

る
と

は
捉
え

て
い

な
い

と
考

え

る
」
と

い
う

こ
と
も

述
べ

ら
れ

て
い

る

。 

 

こ
の

調
査

の
結

果
か
ら

、
現

代
は

電

子
機
器

が
普

及
し

て
い
る

と
は

言
っ

て

も
、

そ
れ
を

小
学

生
・

中
学
生

・
高

校
生

が

読
書
に

よ
く

使
っ

て
い
る

と
捉

え
ら

れ

る
か

と
な
る

と
そ

れ
は

ま
た
違

う
よ

う
で

あ

る
こ
と

が
わ

か
る

。
ま
た

、
こ

こ
ま

で

み
て

き
た
調

査
結

果
か

ら
は
、

小
学

生
・

中

学
生
・

高
校

生
は

あ
ま
り

読
書

に
前

向

き
で

は
な
い

と
い

う
印
象

を
受

け
る

。 

し

か

し

、

本

を

読

む

こ

と

が

好

き

か

、

そ

れ

と

も

嫌

い

か

と

い

う

質

問

に

関

し
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て
は
、

小
学

校
・

中
学
校

・
高

校
の

す

べ
て
の

校
種

で
「

好
き
」

「
ど

ち
ら

か

と
い

え
ば
好

き
」

の
割

合
が
高

か
っ

た
よ

う

で
あ
る

。
そ

れ
に

加
え
て

、
本

を
読

む

こ
と

は
大
切

か
と

い
う
質

問
に

関
し

て
は

、

小
学
生

全
体

の
九

十
一
・

八
％

が
「

大

切
だ
」

「
ど
ち

ら
か

と
い

え
ば
大

切
だ

」
と

い

う
回
答

で
あ

り
、

中
学
生

・
高

校
生

も

全
体

で
九
割

近
く

が
そ
の

よ
う

な
回

答
と

な

っ
た
よ

う
で

あ
る
。 

調

査

報

告

に

お

い

て

は

、

「

「

な

ぜ

大

切

だ

と

思

う

か

」

は

今

回

質

問

し

て

い

な
い
の

で
、

直
接

児
童
生

徒
の

声
は

な

い
が
、

純
粋

に
読

書
は
楽

し
い

か
ら

大

切
と

い
う
意

識
は

育
っ

て
い
な

い
可

能
性

が

あ
る
」

と
い

う
指

摘
も
さ

れ
て

い
る

が

、
小

学
生
・

中
学

生
・

高
校
生

に
「

読
書

が

好
き
」

「
読

書
は

大
切
だ

」
と

い
う

思

い
が

あ
る
と

い
う

こ
と
が

明
ら

か
に

な
っ

て

い
る
こ

と
が

重
要
で

あ
る

と
考

え
る

。 

こ

の

「

第

69

回

学

校

読

書

調

査

報

告

」

に

お

い

て

、

不

読

率

が

上

昇

し

て

い

た

り
、
電

子
書

籍
の

受
容
が

意
外

に
も

進

ん
で
い

な
い

と
い

う
結
果

に
な

っ
て

い

る
の

に
も
関

わ
ら

ず
、

す
べ
て

の
校

種
で

「

読
書
が

好
き

」
「

読
書
は

大
切

だ
」

と

い
う

こ
と
に

関
し

て
は

九
割
近

い
肯

定
の

結

果
が
出

て
い

る
と

い
う
こ

と
か

ら
、

「

読
書

は
良
い

も
の

」
「

読
書
は

す
べ

き
も

の

」
と
い

っ
た

は
っ

き
り
と

し
た

根
拠

の

な
い

読
書
に

対
す

る
考
え

や
期

待
が

人
々

に

根
付
い

て
い

る
こ
と

が
う

か
が

え
る

。 

 

第
三
節 

現

行
の
学

習
指

導
要

領
に

お

け
る
読

書 

本

章

で

は

大

村

の

実

践

か

ら

、

現

代

の

読

書

に

ま

で

視

野

を

広

げ

て

述

べ

て

き

た

。

こ

こ

で

は

、

現

行

の

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

に

お

い

て

読

書

が

ど
の
よ

う
に

位
置

付
け
ら

れ
て

い
る

の

か
、
ど

の
よ

う
に

扱
わ
れ

て
い

る
か

と

い
っ

た
こ
と

を
み

て
い
き

た
い

。 

な

お

、

こ

れ

ま

で

対

象

と

し

て

き

た

大

村

の

「

単

元 

読

書

」

の

実

践

は

中

学

校
で
行

わ
れ

た
も

の
で
あ

る
た

め
、

そ

れ
に
合

わ
せ

て
義

務
教
育

期
間

の
学

習

指
導

要
領
に

お
け

る
読

書
を
み

て
い

き
た

い

。
小
学

校
、

中
学

校
と
い

う
繋

が
り

の

な
か
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で
読
書

を
捉

え
る
た

め
に

、
ま

ず
は

小

学
校
の

学
習

指
導
要

領
を

確
認

し
て

い

く
。 

小

学

校

の

学

習

指

導

要

領

で

は

、

国

語

の

各

学

年

の

目

標

と

し

て

三

つ

の

事

項

が
掲
げ

ら
れ

て
お
り

、
そ

の
う

ち
の

三

つ
目
の

目
標

に
読

書
が
組

み
込

ま
れ

て

い
る
。 

第

一

学

年

・

第

二

学

年

「

言

葉

が

も

つ

よ

さ

を

感

じ

る

と

と

も

に

、

楽

し

ん

で

読
書
を

し
、

国
語

を
大
切

に
し

て
、

思

い
や
考

え
を

伝
え

合
お
う

と
す

る
態

度

を
養

う

。

」/

第

三

学

年

・

第

四

学

年

「

言

葉

が

も

つ

よ

さ

に

気

付

く

と

と

も

に

、

幅

広

く
読
書

を
し

、
国

語
を
大

切
に

し
て

、

思
い
や

考
え

を
伝

え
合
お

う
と

す
る

態

度
を

養

う

。

」/

第

五

学

年

・

第

六

学

年

「

言

葉

が

も

つ

よ

さ

を

認

識

す

る

と

と

も

に

、

進
ん
で

読
書

を
し

、
国
語

の
大

切
さ

を

自
覚
し

て
、

思
い

や
考
え

を
伝

え
合

お

う
と

す
る
態

度
を

養
う
。

」
と

い
う

目
標

に

な
っ
て

い
る

（

50

）
。 

国

語

編

の

小

学

校

学

習

指

導

要

領

解

説

に

よ

る

と

、

こ

の

各

学

年

の

目

標

は

、

一
つ
目

が
「

知
識
及

び
技

能
」

に
つ

い

て
の
目

標
、

二
つ

目
が
「

思
考

力
、

判

断
力
、

表
現
力

等
」

に
つ

い
て
の

目
標

、
三

つ

目
が
「

学
び

に
向

か
う
力

、
人

間
性

等

」
に

つ
い
て

の
目

標
で

あ
る
と

さ
れ

て
い

る

た
め
、

先
に

示
し

た
、
読

書
が

組
み

込

ま
れ

て
い
る

目
標

は
「

学
び
に

向
か

う
力

、

人
間
性

等
」

に
つ

い
て
の

目
標

で
あ

る

こ
と

が
わ
か

る
（

51

）
。 

さ

ら

に

、

こ

の

目

標

に

つ

い

て

は

先

の

学

習

指

導

要

領

解

説

に

お

い

て

以

下

の

よ
う
に

記
さ

れ
て
い

る
。 

  
 

読

書

に

つ
い

て
は
、

第
１

学
年

及

び
第
２

学
年

で
は
楽
し
ん

で
、

第
３

学

年
及

び

第

４

学

年

で

は

幅

広

く

、

第

５

学

年

及

び

第

６

学

年

で

は

進

ん

で

読

書

を

す

る
こ
と

に
重

点
を
置

い
て

い
る

。
（

52

）

（
強
調

は
原

著
者
） 

  

ま
ず

は
読

書
を

楽
し
み

、
次

第
に

読

書
の
幅

を
広

げ
て

い
き
、

積
極

的
に

読

書
を

す
る
よ

う
に

な
る
こ

と
が

目
指

さ
れ

て

い
る
こ

と
が

わ
か
る

。 
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ま
た

、
学

習
指

導
要
領

で
は

、
各

学

年
の
内

容
の

「
知

識
及
び

技
能

」
に

お

い
て

も
読
書

に
関

す
る
記

述
が

さ
れ

て
い

る

。 

 

第
一

学
年

・
第

二
学
年

「
読

書
に

親

し
み
、

い
ろ

い
ろ

な
本
が

あ
る

こ
と

を

知
る

こ

と

。

」/

第

三

学

年

・

第

四

学

年

「

幅

広

く

読

書

に

親

し

み

、

読

書

が

、

必

要

な

知

識

や

情

報

を

得

る

こ

と

に

役

立

つ

こ

と

に

気

付

く

こ

と

。

」/

第

五

学

年

・

第

六

学
年
「

日
常

的
に

読
書
に

親
し

み
、

読

書
が
、

自
分

の
考

え
を
広

げ
る

こ
と

に

役
立

つ
こ
と

に
気

付
く
こ

と
。

」
と

記
さ

れ

て
い
る

（

53

）
。 

な

お

、

学

習

指

導

要

領

解

説

で

は

、

こ

の

内

容

に

お

け

る

読

書

に

つ

い

て

、

「
「
読

書
」

と
は

、
本
を

読
む

こ
と

に

加
え
、

新
聞

、
雑

誌
を
読

ん
だ

り
、

何

か
を

調
べ
る

た
め

に
関

係
す
る

資
料

を
読

ん

だ
り
す

る
こ

と
を

含
ん
で

い
る

。
」

と

さ
れ

て
い
る

（

54

）
。 

 

ま
た

、
第

一
学

年
・
第

二
学

年
の

内

容
に
お

け
る

読
書

に
つ
い

て
は

、
学

習

指
導

要
領
解

説
に

お
い

て
、
「

読
書

を
通

し

て
、
様

々
な

知
識

や
情
報

を
得

た
り

、

自
分

の
考
え

を
広

げ
た

り
す
る

こ
と

が
で

き

る
力
の

育
成

を
目

指
し
、

日
常

的
に

読

書
に

親
し
む

よ
う

に
す

る
こ
と

が
大

切
で

あ

る
。
」

と
さ

れ
て

お
り
、

そ
の

た
め

に

「
い

ろ
い
ろ

な
本

」
の

存
在
を

知
っ

た
り

、

楽
し
さ

を
感

じ
た

り
す
る

こ
と

が
重

要

で
あ

る

と

さ

れ

て

い

る

（

55

）

。

続

く

、

第

三

学

年

・

第

四

学

年

の

内

容

に

お

け

る

読

書
の
記

述
は

、
先

に
引
用

し
た

よ
う

に

「
知
識

や
情

報
を

得
る
」

と
い

っ
た

点

で
読

書
の
意

義
が

明
確

に
わ
か

る
記

述
と

な

っ
て
い

る
。

し
か

し
、
第

五
学

年
・

第

六
学

年
の
記

述
は

、
や

や
曖
昧

な
表

現
と

な

っ
て
い

る
。

こ
れ

に
関
し

て
学

習
指

導

要
領

解
説
で

は
以

下
の
よ

う
な

説
明

が
さ

れ

て
い
る

。 

  
 

日

常
的

に
読
書

に
親

し

む

と
は

、

読
書
の

楽
し

さ
や

有
効
性

を
実

感
し

な

が
ら
、

日
常
生

活
の

中
で
主

体
的

、
継

続
的

に

読
書
を

行
う

こ
と
で

あ
る

。 

 
 

読

書
が

、
自

分
の
考

え
を

広
げ

る

こ
と
な

ど
に

役
立

つ
こ
と

に
気

付
く

と

は
、
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読

書

に

よ

っ

て

多

様

な

視

点

か

ら

物

事

を

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

こ
と
に

気
付

く
こ
と

で
あ

る
。

（

56

）
（

強
調
は

原
著

者
） 

  

こ
の

よ
う

に
、

読
書
の

目
的

や
意

義

が
明
確

に
解

説
さ

れ
て
い

る
。

こ
の

こ

と
か

ら
、
第

五
学

年
・

六
学
年

は
、

「
主

体

的
、
継

続
的

に
読

書
を
行

う
」

と
い

う

態
度

面
と
、

「
読

書
に

よ
っ
て

多
様

な
視

点

か
ら
物

事
を

考
え

る
こ
と

が
で

き
る

よ

う
に

な
る
」

と
い

う
学
習

面
で

の
読

書
の

意

義
が
設

定
さ

れ
て

い
る
こ

と
が

う
か

が

え
る
。 

次

に

、

中

学

校

の

学

習

指

導

要

領

に

お

け

る

読

書

に

関

す

る

記

述

を

見

て

い

く

。

中
学
校

の
学

習
指
導

要
領

で
も

、
国

語

の
各
学

年
の

目
標

が
三
つ

掲
げ

ら
れ

て

お
り
、

そ
の
う

ち
の

三
つ
目

の
目

標
に

読
書

が

組
み
込

ま
れ

て
い
る

。 

第

一

学

年

「

言

葉

が

も

つ

価

値

に

気

付

く

と

と

も

に

、

進

ん

で

読

書

を

し

、

我

が
国
の

言
語

文
化

を
大
切

に
し

て
、

思

い
や
考

え
を

伝
え

合
お
う

と
す

る
態

度

を
養

う

。

」/

第

二

学

年

「

言

葉

が

も

つ

価

値

を

認

識

す

る

と

と

も

に

、

読

書

を

生

活

に

役
立
て

、
我

が
国

の
言
語

文
化

を
大

切

に
し
て

、
思

い
や

考
え
を

伝
え

合
お

う

と
す

る

態

度

を

養

う

。

」/

第

三

学

年

「

言

葉

が

も

つ

価

値

を

認

識

す

る

と

と

も

に

、

読

書
を
通

し
て

自
己

を
向
上

さ
せ

、
我

が

国
の
言

語
文

化
に

関
わ
り

、
思

い
や

考

え
を

伝
え
合

お
う

と
す
る

態
度

を
養

う
。

」

と
い
う

目
標

と
な
っ

て
い

る
（

57

）
。 

国

語

編

の

中

学

校

学

習

指

導

要

領

解

説

に

よ

る

と

、

小

学

校

と

同

様

に

、

各

学

年
の
三

つ
の

目
標

の
う
ち

、
一

つ
目

が

「
知
識

及
び

技
能

」
に
つ

い
て

の
目

標

、
二

つ
目
が

「
思

考
力

、
判
断

力
、

表
現

力

等
」
に

つ
い

て
の

目
標
、

三
つ

目
が

「

学
び

に
向
か

う
力

、
人
間

性
等

」
に

つ
い

て

の
目
標

と
な

っ
て
い

る
（

58

）
。 

 

ま
た

、
こ

の
目

標
に
つ

い
て

学
習

指

導
要
領

解
説

で
は

以
下
の

よ
う

に
記

さ

れ
て

い
る
。 

  
 

読

書

に

つ
い

て
は
、

第
１

学
年

で

は
、
進

ん
で

読
書

を

す
る

こ
と

、
第

２

学
年
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で

は

、

読

書

を

生

活

に

役

立

て

る

こ

と

、

第

３

学

年

で

は

、

読

書

を

通

し

て

自

己
を
向

上
さ

せ

る
こ

と
に

重
点

を
置

い

て
い
る

。
（

59

）
（
強

調
は

原
著

者
） 

  

「
進

ん
で

読
書

を
す
る

」
こ

と
か

ら

「
生
活

に
役

立
て

る
」
よ

う
に

し
、

さ

ら
に

「
自
己

を
向

上
さ

せ
る
」

こ
と

へ
繋

が

っ
て
い

る
こ

と
が

わ
か
り

、
小

学
校

よ

り
も

進
ん
だ

目
標

と
な
っ

て
い

る
。 

ま

ず

は

読

書

を

す

る

意

欲

を

育

み

、

そ

こ

か

ら

実

生

活

で

も

活

用

で

き

る

よ

う

に
し
、

さ
ら

に
は

読
書
に

よ
っ

て
自

分

自
身
を

高
め

る
こ

と
が
で

き
る

よ
う

に

す
る

こ
と
が

求
め

ら
れ

て
い
る

。
こ

の
、

「

自
己
を

向
上

さ
せ

る
」
と

い
う

読
書

の

効
果

は
小
学

校
に

は
な
か

っ
た

も
の

で
あ

り

、
や
や

抽
象

的
な
記

述
で

あ
る

。 

 

ま
た

、
学

習
指

導
要
領

で
は

各
学

年

の
内
容

の
「

知
識

及
び
技

能
」

に
お

い

て
も

読
書
に

関
す

る
記
述

が
あ

る
。 

 

第
一

学
年

「
読

書
が
、

知
識

や
情

報

を
得
た

り
、

自
分

の
考
え

を
広

げ
た

り

す
る

こ

と

に

役

立

つ

こ

と

を

理

解

す

る

こ

と

。

」/

第

二

学

年

「

本

や

文

章

な

ど

に

は

、

様
々
な

立
場

や
考

え
方
が

書
か

れ
て

い

る
こ
と

を
知

り
、

自
分
の

考
え

を
広

げ

た
り

深

め

た

り

す

る

読

書

に

生

か

す

こ

と

。

」/

第

三

学

年

「

自

分

の

生

き

方

や

社

会

と

の
関
わ

り
方

を
支

え
る
読

書
の

意
義

と

効
用
に

つ
い

て
理

解
す
る

こ
と

。
」

と

記
さ

れ
て
い

る
（

60

）
。 

こ

れ

ら

が

各

学

年

の

内

容

に

お

け

る

読

書

に

関

す

る

記

述

で

あ

る

。

第

一

学

年

、

第
二
学

年
の

記
述

は
、
読

書
に

よ
っ

て

そ
の
内

容
か

ら
知

識
や
情

報
、

新
た

な

考
え

方
や
視

点
が

得
ら

れ
る
と

い
う

効
果

が

明
確
に

示
さ

れ
て

い
る
の

に
対

し
て

、

第
三

学
年
の

記
述

に
関

し
て
は

、
読

書
の

意

義
に
つ

い
て

曖
昧

さ
が
残

る
表

現
と

な

っ
て

い
る
。 

学

習

指

導

要

領

解

説

で

は

、

こ

の

第

三

学

年

の

内

容

に

つ

い

て

以

下

の

よ

う

な

記
述
が

あ
る

。 
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読

書

は

、

今

後

ど

の

よ

う

に

社

会

と

関

わ

っ

て

い

く

の

か

、

ど

の

よ

う

な

人

生

を

送

ろ

う

と

す

る

の

か

を

考

え

、

判

断

し

て

い

く

参

考

と

な

る

だ

け

で

な

く

、

自

分

の

生

き

方

や

社

会

と

自

分

と

の

関

わ

り

方

を

支

え

る

も

の

に

も

な

る

。

（

61

） 

  

読
書

は
、

社
会

と
の
関

わ
り

方
や

人

生
に
つ

い
て

考
え

る
う
え

で
参

考
に

す

る
こ

と
が
で

き
た

り
、

自
分
と

社
会

と
の

関

係
を
支

え
る

も
の

に
も
な

る
と

述
べ

ら

れ
て

い
る
。 

ま

た

、

「

新

し

い

知

識

を

得

た

り

、

自

分

の

考

え

を

広

げ

た

り

深

め

た

り

す

る

こ
と
を

通
し

て
、

読
書
を

す
る

こ
と

の

意
味
を

実
感

さ
せ

る
こ
と

が
重

要
」

と

書
か

れ
て
お

り
、

「
読

書
が
自

分
の

生
き

方

や
社
会

と
の

関
わ

り
方
を

支
え

て
く

れ

る
こ

と
を
実

感
す

る
こ

と
が
、

生
涯

に
わ

た

る
読
書

活
動

の
基

盤
と
な

る
」

と
さ

れ

て
い

る
（

62

）
。 

こ

れ

ら

の

記

述

か

ら

、

新

た

な

知

識

や

考

え

を

得

る

こ

と

は

明

確

に

読

書

の

意

義
と
し

て
捉

え
ら

れ
る
が

、
「

読
書

が

自
分
の

生
き

方
や

社
会
と

の
関

わ
り

方

を
支

え
て
く

れ
る

こ
と

を
実
感

す
る

こ
と

」

と
い
う

記
述

に
関

し
て
は

、
曖

昧
な

表

現
で

あ
り
、

各
々

が
自

分
な
り

に
読

書
の

意

義
や
効

用
を

実
感

す
れ
ば

よ
い

、
と

い

っ
た

よ
う
に

受
け

取
れ

て
し
ま

う
。

そ
し

て

、
そ
の

実
感

が
「

生
涯
に

わ
た

る
読

書

活
動

の
基
盤

と
な

る
」

と
さ
れ

て
お

り
、

生

涯
に
わ

た
っ

て
読

書
を
拠

り
所

と
す

る

態
度

を
育
成

す
る

こ
と
が

ね
ら

い
と

さ
れ

て

い
る
よ

う
に

取
れ
る

。 

や

は

り

、

読

書

か

ら

知

識

や

情

報

を

得

る

こ

と

や

、

そ

れ

に

よ

っ

て

自

分

の

考

え
が
深

ま
っ

た
り

広
が
っ

た
り

す
る

と

い
っ
た

、
本

の
内

容
か
ら

の
学

習
的

な

意
義

は
明
確

に
言

う
こ

と
が
で

き
て

も
、

読

書
を
拠

り
所

と
す

る
人
材

の
育

成
を

す

る
意

義
な
ど

態
度

や
人

格
形
成

の
面

か
ら

の

意
義
は

は
っ

き
り

と
言
う

こ
と

が
で

き

て
い

な
い
。 
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現

行

の

学

習

指

導

要

領

に

お

け

る

読

書

に

関

す

る

記

述

を

み

て

き

た

が

、

学

習

面
で
の

意
義

は
明

確
に
記

す
こ

と
は

で

き
て
も

、
生

涯
に

渡
っ
て

読
書

を
継

続

す
る

意
義
や

、
「

読
書

に
よ
っ

て
、

こ
の

よ

う
な
人

物
を

育
成

で
き
る

」
と

い
う

こ

と
は

は
っ
き

り
と

記
す

こ
と
は

で
き

て
お

ら

ず
、
こ

の
点

か
ら

も
、
読

書
の

意
義

に

は
曖

昧
さ
が

残
る

部
分
も

あ
る

と
言

え
る

。 

こ

れ

ま

で

に

、

大

村

の

実

践

か

ら

、

読

書

は

情

報

リ

テ

ラ

シ

ー

を

育

む

こ

と

に

役
立
つ

と
い

っ
た

点
で
意

義
が

あ
る

と

述
べ
て

き
た

わ
け

だ
が
、

学
校

読
書

調

査
の

結
果
報

告
や

、
現

行
の
学

習
指

導
要

領

で
の
読

書
の

扱
わ

れ
方
を

み
て

み
る

と

、
や

は
り
戦

後
か

ら
長

い
間
考

え
ら

れ
て

き

た
、
「

読
書

は
態

度
の
育

成
や

生
活

指

導
の

一
部
」

と
い

う
考

え
も
い

ま
だ

残
っ

て

お
り
、

そ
の

部
分

に
読
書

の
意

義
の

曖

昧
さ

が
表
れ

て
い

る
と
考

え
ら

れ
る

。 

 

第
四
節 

学

校
教
育

に
お

け
る

読
書

の

意
義 

 

こ
れ

ま
で

、
大

村
の
「

単
元 

読

書

」
の
実

践
内

容
か

ら
読
書

の
教

育
的

意

義
を

探
っ
て

き
た

。
そ

し
て
、

こ
の

第
六

章

で
は
大

村
の

実
践

か
ら
現

代
に

お
け

る

読
書

に
ま
で

展
開

し
て

述
べ
て

き
た

わ
け

で

あ
る
が

、
こ

こ
で

本
研
究

を
通

し
て

指

摘
す

る
こ
と

が
で

き
た
学

校
教

育
に

お
け

る

読
書
の

意
義

に
つ

い
て
ま

と
め

て
い

き

た
い
。 

 

先
に

も
述

べ
て

き
た
よ

う
に

、
本

研

究
で
指

摘
で

き
た

学
校
教

育
に

お
け

る

読
書

の
意
義

は
大

き
く

分
け
て

、
➀

学
習

面

で
の
意

義
、

②
態

度
や
人

格
形

成
と

い

っ
た

生
活
指

導
面

で
の
意

義
の

二
つ

が
挙

げ

ら
れ
る

。 

 

一
つ

目
に

挙
げ

た
学
習

面
で

の
意

義

と
は
、

読
書

に
よ

っ
て
、

本
の

内
容

か

ら
知

識
・
情

報
を

得
た

り
、
そ

れ
に

よ
っ

て

考
え
を

広
げ

た
り

深
め
た

り
す

る
こ

と

が
で

き
る
と

い
う

こ
と

と
、
情

報
を

適
切

に

処
理
、

整
理

、
活

用
す
る

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に
な

る
、

つ
ま

り
情
報

リ
テ

ラ
シ

ー

の
育
成

に
繋

が
る

と
い
う

学
習

面
で

の

意
義

が
あ
る

と
い

う
こ
と

で
あ

る
。 
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二
つ

目
に

挙
げ

た
態
度

や
人

格
形

成

と
い
っ

た
生

活
指

導
面
で

の
意

義
と

は

、
読

書
を
継

続
し

た
り

、
拠
り

所
と

し
た

り

す
る
態

度
を

養
う

こ
と
が

で
き

る
と

い

う
こ

と
と
、

読
書

に
よ

っ
て
自

分
自

身
を

向

上
さ
せ

る
こ

と
が

で
き
る

こ
と

と
い

っ

た
、

態
度
や

人
格

形
成

に
関
わ

る
生

活
指

導

的
な
意

義
が

あ
る

と
い
う

こ
と

で
あ

る

。
し

か
し
、

す
で

に
み

て
き
た

よ
う

に
、

読

書
の
継

続
や

、
読

書
を
拠

り
所

と
す

る

こ
と

の
意
義

、
児

童
生

徒
に
ど

の
よ

う
な

人

格
形
成

上
の

効
果

が
あ
る

の
か

、
と

い

っ
た

こ
と
は

明
確

に
な

っ
て
お

ら
ず

、
読

書

の
生
活

指
導

面
で

の
意
義

に
は

曖
昧

さ

が
残

っ
て
い

る
。 

 

し
た

が
っ

て
、

本
研
究

で
指

摘
で

き

た
学
校

教
育

に
お

け
る
読

書
の

意
義

を

ま
と

め
る
と

、
読

書
に

は
、
➀

学
習

面
で

の

意
義
、

②
態

度
や

人
格
形

成
と

い
っ

た

生
活

指
導
面

で
の

意
義

の
二
つ

が
あ

る
が

、

二
つ
目

に
挙

げ
た

生
活
指

導
面

で
の

意

義
に

は
曖
昧

さ
が

あ
る
と

い
う

こ
と

に
な

る

。 

 

お
わ
り
に 

 

本
研

究
で

は
、

大
村
は

ま
の

「
単

元 

読
書

」
の

実
践

か
ら
、

大
村

が
読

書

を
通

し
て
ど

の
よ

う
な

人
物
の

育
成

を
目

指

し
て
い

た
の

か
を

捉
え
、

学
校

図
書

館

や
現

代
の
読

書
状

況
、

現
行
の

学
習

指
導

要

領
に
も

視
野

を
広

げ
て
、

学
校

教
育

に

お
け

る
読
書

の
意

義
を
探

っ
て

き
た

。 

 

す
で

に
先

行
研

究
で
確

認
し

て
き

た

よ
う
に

、
戦

後
の

読
書
指

導
は

長
い

間

躾
や

態
度
の

育
成

、
生

活
指
導

の
一

部
と

し

て
捉
え

ら
れ

て
き

た
。
し

か
し

、

大

村

は
読

書
を
技

術
と

し
て

捉
え
、

従
来

の
読

書

指
導
を

打
破

し
よ

う
と
、

読
書

指
導

の

実
践

に
取
り

組
ん

だ
人
物

で
あ

っ
た

。 

 

そ
の

よ
う

な
大

村
の
「

単
元 

読

書

」
の
実

践
か

ら
は

、
各
実

践
に

細
か

な

ね
ら

い
は
あ

る
に

せ
よ

、
最
終

的
に

行
き

つ

く
大
き

な
ね

ら
い

は
「
豊

か
な

読
書

生

活
を

営
む
こ

と
の

で
き

る
読
書

人
の

育
成

」

、
つ
ま

り
日

常
生

活
の
中

で
本

や
そ

の

内
容
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を
整
理

、
処

理
、

活
用
で

き
る

力
を

持

っ
た
人

間
の

育
成

で
あ
る

こ
と

が
読

み

取
れ

た
。 

 

そ
れ

を
受

け
て

、
学
校

図
書

館
の

立

場
に
お

い
て

読
書

や
読
書

指
導

が
ど

の

よ
う

に
扱
わ

れ
て

い
た

の
か
を

み
て

み
る

と

、
大
村

の
読

書
観

や
実
践

内
容

と
重

な

る
部

分
も
あ

り
、

大
村

の
読
書

指
導

は
、

学

校
図
書

館
の

利
用

指
導
を

兼
ね

て
い

た

と
い

う
こ
と

や
、

情
報
リ

テ
ラ

シ
ー

の
育

成

の
面
も

あ
っ

た
と

い
う
こ

と
を

指
摘

で

き
た
。

そ
し
て

、
こ

の
情

報
リ
テ

ラ
シ

ー
の

育

成
に
役

立
つ

と
い

う
読
書

の
効

果
は

、

電
子

機
器
が

普
及

し
情
報

に
溢

れ
た

現
代

に

こ
そ
役

立
つ

も
の
で

あ
る

。 

 

し
か

し
、

読
書

に
そ
の

よ
う

な
教

育

的
意
義

が
指

摘
で

き
る
一

方
で

、
現

代

の
読

書
の
状

況
や

学
習

指
導
要

領
の

記
述

か

ら
は
、

読
書

に
対

し
て
曖

昧
な

意
義

付

け
が

さ
れ
て

い
る

部
分

も
見
ら

れ
た

。
情

報

リ
テ
ラ

シ
ー

が
身

に
付
い

た
り

、
本

か

ら
知

識
や
情

報
を

得
た

り
、
考

え
が

深
ま

っ

た
り
す

る
と

い
っ

た
、
本

の
内

容
や

扱

い
方

に
よ
る

学
習

的
な

意
義
は

明
確

に
示

す

こ
と
が

で
き

て
も

、
読
書

を
継

続
し

た

り
拠

り
所
と

し
た

り
す

る
こ
と

の
意

味
や

、

読
書
に

よ
っ

て
こ

の
よ
う

な

人

間
を

育

成
で

き
る
、

自
分

自
身

を
こ
の

よ
う

に
向

上

さ
せ
る

こ
と

が
で

き
る
、

と
い

う
よ

う

な
人

格
形
成

上
の

効
果

と
い
っ

た
、

態
度

や

人
格
形

成
面

で
の

意
義
は

明
確

に
示

す

こ
と

が
で
き

て
い

な
い

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

現
代

に
お

い
て
も

「
読

書
は

態

度
の

育
成
や

生
活

指
導

の
一
部

」
と

い
う

考

え
が
い

ま
だ

残
っ

て
お
り

、
そ

こ
に

読

書
の

意
義
の

曖
昧

さ
が
あ

る
と

言
え

よ
う

。 

 

幼
い

頃
か

ら
、

「
読
書

は
し

た
方

が

い
い
」

、
「

読
書

は
す
べ

き
も

の
だ

」

と
教

え
ら
れ

て
き

た
が

、
改
め

て
読

書
の

教

育
的
意

義
を

問
い

直
し
て

み
る

と
、

こ

の
よ

う
に
、

明
確

に
意

義
を
示

せ
る

部
分

と

曖
昧
な

部
分

が
あ

る
こ
と

を
明

ら
か

に

す
る

こ
と
が

で
き

た
。

そ
し
て

そ
の

曖
昧

な

部
分
は

、
戦

後
か

ら
長
い

間
捉

え
ら

れ

て
き

た
読
書

観
で

あ
り
、

そ
れ

が
現

代
に

も

根
強
く

残
っ

て
い
る

の
で

あ
る

。 
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【
注
】 

第
一
章 

（
１
）

足
立

幸
子

「
国
語

科
学

習
指

導

要
領

に

お
け

る
読

書
指
導

の
位

置
付

け

と
課

題

」

『

新

潟

大

学

教

育

学

部

研

究

紀

要 

人

文

・

社

会

科

学

編

』

八

巻

一

号

、

二
〇
一

五
年

一
〇
月

、
新

潟
大

学
教

育

学
部
。 

（
２
）

平
田

倫
香

「
国
語

教
育

に
お

け

る
読
書

指
導

の
研

究
」
『

国
語

国
文

論

集
』

第
五
十

一
号

、
二

〇
二
一

年
一

月
、

安

田
女
子

大
学

日
本

文
学
会

国
語

国
文

論
集
編

集
室

、
三
〇

貢
。 

（
３
）

杉
山

悦
子

「
戦
中

・
戦

後
の

「

読
書
指

導
」

：
阪

本
一
郎

の
場

合
」

『

日
本

図
書
館

情
報

学
会

誌
』
六

十
五

巻
一

号

、
二
〇

一
九

年
三

月
、
日

本
図

書
館

情
報
学

会
、

十
一
貢

、
十

四
貢

。 

（
４
）

野
口

久
美

子
「
滑

川
道

夫
読

書

指
導
論

の
特

徴
に

関
す
る

一
考

察
」

『

日
本

図
書
館

情
報

学
会

誌
』
五

十
四

巻
三

号

、
二
〇

〇
八

年
九

月
、
日

本
図

書
館

情
報
学

会
、

一
七
二

貢
、

一
七

三
貢

。 

（
５

）

前
出

「
国
語

科
学

習
指

導
要

領

に
お
け

る
読

書
指

導
の
位

置
付

け
と

課

題
」
、

六
貢
、

七
貢

。 

（
６
）

前
出

「
国
語

科
学

習
指

導
要

領

に
お
け

る
読

書
指

導
の
位

置
付

け
と

課

題
」
。 

（
７
）

大
村

は
ま

『
大
村

は
ま

国
語

教

室
の
実

際 

下
』

、
二
〇

〇
五

年
六

月

、
溪

水
社
、

五
一

六
貢
、

五
一

七
貢

。 

 

第
二
章 

（

８

）

古

矢

弘

「

大

村

教

室

の

読

書

指

導

論—

実

践

の

基

底

を

な

す

も

の—

」

『
読
書

科
学

』
第

二
十
四

巻
第

四
号

、

一
九
八

〇
年

十
二

月
、
日

本
読

書
学

会
、
一

四
四

貢
。 

（
９
）

橋
本

暢
夫

「
大
村

は
ま

国
語

教

室
の
提

起
し

た
も

の—

中

等
国

語
教

育

実
践



53 

 

史
研
究—

」

『
大

分
大
学

教
育

学
部

研

究
紀
要

』
第

七
巻

第
二
号

、
一

九
八

五
年
十

一
月

、
大
分

大
学

教
育

学
部

、

八
八
貢

。 

（

10

）

前

出

「

大

村

は

ま

国

語

教

室

の

提

起

し

た

も

の—

中

等

国

語

教

育

実

践

史

研
究—

」
、

八
七
貢

。 

（

11

）

萬

屋

秀

雄

「

大

村

は

ま

氏

の

読

書

指

導

の

探

求—

『

大

村

は

ま

国

語

教

室

⑦
読
書

生
活

指
導

の
実
際

（
一

）
』

の

分
析
検

討
を

通
し

て—

」

『
鳥

取
大

学
教
育

学
部

研
究

報
告 
教
育

科
学

』

第
二
十

七
巻

第
一

号
、
一

九
八

五
年

八
月
、

鳥
取

大
学
教

育
学

部
、

二
貢

。 

（

12

）

石

津

正

賢

「

大

村

は

ま

国

語

教

室

に

お

け

る

読

書

生

活

指

導

の

研

究—

単

元
「
知

ろ
う 

世

界
の
子

ど
も

た
ち

を

」
を
中

心
に—

」

『
国
語

科
教

育
』

第
五
十

四
集

、
二
〇

〇
三

年
九

月
、

全

国
大
学

国
語

教
育
学

会
。 

（

13

）

稲

井

達

也

「

大

村

は

ま

の

読

書

指

導

に

関

す

る

研

究—

戦

後

初

期

に

お

け

る
単
元

「
読

書
」

と
「
読

書
新

聞
」

の

実
践—

」
『

図
書

館
界
』

第
六

十
一

巻
第
四

号
、

二
〇

〇
九
年

十
一

月
、

日

本
図
書

館
研

究
会

、
二
五

八
貢

、
二

六
〇
貢

。 

（

14

）

前

田

幸

・

前

田

眞

證

「

読

書

の

感

想

を

育

て

る

指

導

の

探

究—

大

村

は

ま

氏
を
て

が
か

り
に

し
て—

」
『

福
岡

教

育
大
学

国
語

科
研

究
論
集

』
五

十
四

号
、
二

〇
一

三
年
三

月
、

福
岡

教
育

大

学
国
語

国
文

学
会
、

二
二

貢
。 

（

15

）

平

瀬

正

賢

「

大

村

は

ま

国

語

教

室

に

お

け

る

読

書

生

活

指

導

の

研

究—

帯

単

元

「

読

書

」(

「

感

想

を

育

て

る

」)

の

場

合—

」

『

国

語

と

教

育

』

第
四
十

二
号

、
二
〇

一
七

年
十

一
月

、

長
崎
大

学
国

語
国
文

学
会

。 

（

16

）

谷

木

由

利

「

大

村

は

ま

読

書

生

活

指

導

の

構

造

と

展

開—
｢

教

科

書｣

で

み

る

中

学

校

三

年

間
の

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム—

」

『

国

語

科
教

育

』

第

八

十

一

集
、
二

〇
一

七
年
三

月
、

全
国

大
学

国

語
教
育

学
会

。 

（

17

）

大

村

は

ま

『

大

村

は

ま

国

語

教

室

』

第

八

巻

、

一

九

八

四

年

九

月

、

筑

摩
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書
房
、

四
九

八
貢
。 

（

18

）

大

村

は

ま

『

大

村

は

ま

国

語

教

室

』

第

七

巻

、

一

九

八

四

年

六

月

、

筑

摩

書
房
、

六
貢

、
七
貢

。 

（

19

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

七
巻
、

七
貢

。 

（

20

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

七
巻
、

八
貢

。 

（

21

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
、

六
貢

、
七
貢

、
八

貢
。 

（

22

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
、

一
五

貢
、
一

六
貢

。 

（

23

）

松

尾

史

子

「

読

書

生

活

指

導

の

考

察—

大

村

は

ま

氏

に

よ

る

帯

単

元

「

読

書
」
の

場
合—

」

『
国
語

の
研

究
』

第

二
十
四

号
、

一
九

九
七
年

十
二

月
、

大
分
大

学
教

育
学
部

国
語

国
文

学
研

究

室
、
三

二
貢

。 

（

24

）

前

出

「

読

書

生

活

指

導

の

考

察—

大

村

は

ま

氏

に

よ

る

帯

単

元

「

読

書

」

の
場
合—

」

、
三
二

貢
。 

（

25

）

前

出

「

読

書

生

活

指

導

の

考

察—

大

村

は

ま

氏

に

よ

る

帯

単

元

「

読

書

」

の
場
合—

」

、
三
二

貢
。 

（

26

）

前

出

「

読

書

生

活

指

導

の

考

察—

大

村

は

ま

氏

に

よ

る

帯

単

元

「

読

書

」

の
場
合—

」

、
三
三

貢
。 

（

27

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
、

一
四

貢
、
一

五
貢

。 

 

第
三
章 

（

28

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
。 

（

29

）

谷

木

由

利

「

「

読

書

生

活

」

の

「

記

録

」

に

よ

る

指

導

と

そ

の

効

果

に

つ

い
て
の

研
究—

大

村
は
ま

実
践

の
分

析

を
通
し

て—

」
『

読
書
科

学
』

第
五

十
八
巻

第
四

号
、
二

〇
一

七
年

一
月

、

日
本
読

書
学

会
、
一

九
八

貢
。 

 

第
四
章 
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（

30

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
、

一
八

五
貢
。 

（

31

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
の

実

際 

下

』
、

五
一
六

貢
。 

（

32

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

八
巻
、

七
貢

、
八
貢

。 

 

第
五
章 

（

33

）

文

部

省

『

学

校

図

書

館

の

管

理

と

運

用

』

、

一

九

六

三

年

四

月

、

東

洋

館

出
版
社

、
九

貢
、
一

〇
貢

、
一

一
貢

、

一
二
貢

。 

（

34

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
〇

貢
。 

（

35

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
〇

貢
。 

（

36

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
二

貢
。 

（

37

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
八

二
貢
。 

（

38

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
八

二
貢
、

一
八

三
貢

。 

（

39

）

小

林

達

也

「

文

部

省

刊

行

の

学

校

図

書

館

の

手

び

き

に

み

る

指

導

事

項

の

変
遷
～

学
校

図
書

館
は
何

を
指

導
す

る

の
か
～

」
『

愛
知

淑
徳
大

学
大

学
院

文
化
創

造
研

究
科

紀
要
』

十
一

号
、

二

〇
二
四

年
三

月
、

愛
知
淑

徳
大

学
大

学
院
文

化
創

造
研
究

科
、

二
一

貢
。 

（

40

）

文

部

省

『

小

・

中

学

校

に

お

け

る

学

校

図

書

館

の

手

び

き

』

、

一

九

六

七

年
十
一

月
（

九
版
発

行
）

、
東

洋
館

出

版
、
一

五
六

貢
、
一

五
七

貢
。 

（

41

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
七

九
貢
。 

（

42

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

一
八

〇
貢
。 

（

43

）

前

出

『

学

校

図

書

館

の

管

理

と

運

用

』

、

二

一

二

貢

、

二

一

三

貢

、

二

一

四
貢
。 

（

44

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

二
二

六
貢
、

二
二

七
貢

。 

（

45

）
前

出
『

学
校
図

書
館

の
管

理
と

運

用
』
、

二
二

八
貢
。 

（

46

）
前

出
『

大
村
は

ま
国

語
教

室
』

第

七
巻
、

六
貢

。 
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（

47

）

大

村

は

ま

・

苅

谷

剛

彦

・

苅

谷

夏

子

『

教

え

る

こ

と

の

復

権

』

、

二

〇

〇

三
年
三

月
、

筑
摩
書

房
、

二
五

貢
。 

（

48

）

大

村

は

ま

「

望

ま

し

い

読

書

生

活

と

そ

の

指

導—

中

学

生

に

つ

い

て

」

『
児
童

心
理

』
第

二
十
六

巻
十

二
号

、

一
九
七

二
年

十
二

月
、
金

子
書

房
、

六
一
貢

。 

 

第
六
章 

（

49

）
全

国

S
L

A

研
究

調
査

部
「
第

69

回
学

校
読
書

調
査

報
告
」

『
学

校
図

書
館

』

第
八
八

九
号

、
二

〇
二
四

年
十

一
月

、

全
国
学

校
図

書
館

協
議
会

、
一

四
～

三
二
貢

。 

（

50

）

文

部

科

学

省

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

」

、

平

成

二

十
九
年

三
月

告
示
、

二
八

貢
、

三
一

貢

、
三
四

貢
、

三
五
貢

。 

h
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1
0

0
0

0
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6
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4
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0
1
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d

f 

（
最

終
閲
覧

二

〇
二
四

年
十

二
月
六

日
） 

（

51

）

文

部

科

学

省

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 
国

語

編
」
、

平
成

二
十
九

年
七

月
、

一
四

貢

。 

h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.m
e

x
t.g

o
.jp

/
c

o
n

te
n

t/
2

0
2

2
0

6
0

6
-

m
x

t_
k

y
o

ik
u

0
2

-

1
0

0
0

0
2

6
0

7
_

0
0

2
.p

d
f 

（

最
終
閲

覧

二
〇
二

四
年

十
二
月

六
日

） 

（

52

）

前

出

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

一
五
貢

。
（

最
終
閲

覧
二

〇
二

四
年

十

二
月
六

日
） 

（

53

）

前

出

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

」

、

二

九

貢

、

三

三

貢
、
三

六
貢

。
（
最

終
閲

覧
二

〇
二

四

年
十
二

月
六

日
） 

（

54

）

前

出

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

二
六
貢

。
（

最
終
閲

覧
二

〇
二

四
年

十

二
月
六

日
） 

（

55

）

前

出

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220606-mxt_kyoiku02-100002607_002.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220606-mxt_kyoiku02-100002607_002.pdf
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五
六
貢

。
（

最
終
閲

覧
二

〇
二

四
年

十

二
月
六

日
） 

（

56

）

前

出

「

小

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

一
三
一

貢
。

（
最
終

閲
覧

二
〇

二
四

年

十
二
月

六
日

） 

（

57

）

文

部

科

学

省

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

」

、

平

成

二

十
九
年

三
月

告
示
、

二
九

貢
、

三
二

貢

、
三
五

貢
。 
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0

0
0
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（
最

終
閲
覧

二

〇
二
四

年
十

二
月
六

日
） 

（

58

）

文

部

科

学

省

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編
」
、

平
成

二
十
九

年
七

月
、

一
五

貢

。 
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0
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（

最

終

閲

覧

二

〇

二

四
年
十

二
月

六
日
） 

（

59

）

前

出

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

一
六
貢

。
（

最
終
閲

覧
二

〇
二

四
年

十

二
月
六

日
） 

（

60

）

前

出

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

」

、

三

〇

貢

、

三

三

貢
、
三

六
貢

。
（
最

終
閲

覧
二

〇
二

四

年
十
二

月
六

日
） 

（

61

）

前

出

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

一
一
三

貢
。

（
最
終

閲
覧

二
〇

二
四

年

十
二
月

六
日

） 

（

62

）

前

出

「

中

学

校

学

習

指

導

要

領

（

平

成

29

年

告

示

）

解

説 

国

語

編

」

、

一
一
三

貢
。

（
最
終

閲
覧

二
〇

二
四

年

十
二
月

六
日

） 

 

文
字
数 

➀
３
２
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２
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０
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②
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１
ペ
ー

ジ
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改
行

、

表
含
む

）
＝

４
０
８

０
０

字 
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