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好評発売中

本の内容
❶たった一人でもできること
❷分類と配置
❸部屋全体を使いやすい図書館に
❹お悩み解決 !! エリア別の工夫
❺Q＆Aコーナー

こ
の
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で
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書
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変
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！

赤木かん子の 

読書力アップ！
学校図書館の
つくり方  
 赤木かん子 著

（CDつき）
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「
あ
つ
い
さ
む
い
！
」
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	 わたしとことば	 「あついさむい！」─────────────────────── 穂村──弘

	 特集	 読書活動の
	 	 日常化に向けて
	 	 	 　インタビュー「読書コミュニケーション」をしよう───────髙木まさき

	 	 	 　事例紹介───────────────────────────三郷市立彦郷小学校

	 教師力講座 10		 読書指導、していますか？────────────────────────安田恭子

	 	 「読書が好き」を育てる─ ────────────────────────吉永幸司

	 書写の時間を	 生活に生かす書写授業のヒント─ ───────────────────────藤井浩治	 考えよう６

	 古典って楽しい！	 第二回　枕草子─ ──────────────────────────────青山由紀
	 	 	 ─ 作・画／吉永直子

CO
N

TEN
TS

1962年北海道生まれ。歌人。上智大学文学部英文学科卒。1990年に歌集『シンジケート』でデビュー。短歌だけでなく、評論、エッセイ、絵本翻訳
など幅広く活躍中。若い世代を中心に、絶大な支持を受けている。2008年に『短歌の友人』で第19回伊藤整文学賞、「楽しい一日』で第44 回短歌
研究賞を受賞。著書に『ラインマーカーズ』『整形前夜』『現実入門』『本当はちがうんだ日記』など。近著に『絶叫委員会』『ぼくの宝物絵本』がある。

　

い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
て
い
る
言
葉
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と

考
え
て
、
ひ
と
つ
思
い
出
し
た
。
数
年
前
の
或
る
日
の
こ
と
。

隣
で
眠
っ
て
い
た
妻
が
突
然
、
叫
ん
だ
の
だ
。

　
「
あ
つ
い
さ
む
い
！
」

　

び
っ
く
り
し
た
。
思
わ
ず
、
彼
女
を
起
こ
し
て
尋
ね
る
。

　
「
今
、『
あ
つ
い
さ
む
い
』
っ
て
叫
ん
だ
け
ど
、
ど
う
い
う

　

こ
と
？
」

　
「
ん
」

　
「『
あ
つ
い
さ
む
い
』
っ
て
云
っ
た
よ
」

　
「
あ
た
し
が
？
」

　
「
う
ん
、
ど
う
い
う
こ
と
」

　
「
わ
か
ん
な
い
」

　
「
あ
つ
い
の
？　

さ
む
い
の
？　

ど
っ
ち
な
の
？
」

　
「
ん
、
む
に
ゃ
む
」

　

駄
目
だ
。
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
私
は
「
あ
つ
い
さ

む
い
！
」
が
気
に
な
っ
て
仕
方
な
い
。
長
年
生
き
て
き
て
一

度
も
き
い
た
こ
と
の
無
か
っ
た
言
葉
。
ど
ん
な
詩
や
小
説
の

な
か
で
も
一
度
も
み
た
こ
と
の
無
か
っ
た
言
葉
。
た
ぶ
ん
、

こ
れ
か
ら
先
も
一
度
も
出
会
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

思
う
と
、
ど
う
し
て
も
知
り
た
い
。
人
間
は
一
体
ど
ん
な
と

き
に
「
あ
つ
い
さ
む
い
！
」
っ
て
叫
ぶ
の
か
。
ち
な
み
に
そ

れ
は
特
別
に
あ
つ
く
も
さ
む
く
も
な
い
秋
の
夜
の
出
来
事

だ
っ
た
。

　

翌
朝
、
も
う
一
度
尋
ね
て
み
た
。

　
「
昨
日
、『
あ
つ
い
さ
む
い
！
』
っ
て
寝
言
云
っ
て
た
け
ど
」

　
「
え
、
そ
う
？
」

　
「
あ
つ
か
っ
た
の
？ 

さ
む
か
っ
た
の
？
」

　
「
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
」

　

う
ー
ん
、
ち
が
う
と
思
う
な
あ
。
ち
ょ
う
ど
い
い
と
き
、

人
間
は
「
あ
つ
い
さ
む
い
！
」
と
は
叫
ば
な
い
よ
。
で
も
、

仕
方
な
い
。
本
人
が
覚
え
て
な
い
ん
だ
か
ら
。
そ
れ
以
上
ど

う
し
よ
う
も
な
い
。
結
局
、「
あ
つ
い
さ
む
い
！
」
は
永
遠

の
謎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
言
葉
は
今
も
私
の
手
の
届

か
な
い
と
こ
ろ
で
輝
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
数
日
後
、
妻
は
ま
た
寝
言
を
云
っ
た
。

　
「
ね
む
い
！
」

歌
人
　
穂ほ

村む
ら 

弘ひ
ろ
し



 
読書活動の
日常化に向けて

髙
木　

朝
読
書
な
ど
の
取
り
組
み
が
さ
か
ん
に
な

り
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
量
は
回
復
し
て
き
て
い

ま
す
。

　

読
書
離
れ
が
深
刻
だ
っ
た
頃
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

二
〇
〇
〇
調
査
（
※
１
）
で
は
、
日
本
の
子
ど
も

た
ち
の
、
読
書
生
活
に
お
け
る
興
味
深
い
結
果
が

出
て
い
ま
す
。

　
「
毎
日
、
趣
味
と
し
て
読
書
を
ど
の
く
ら
い
し

　
　
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は

　
　
読
書
が
好
き
？

─
子
ど
も
た
ち
の
読
書
離
れ
が
問
題
視
さ
れ
た

二
〇
〇
〇
年
頃
に
比
べ
る
と
、
今
、
子
ど
も
た
ち

の
読
書
量
は
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
ね
（
p.

３
資
料
１
）。

ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
趣
味
で
読
書

を
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
た
割
合
が
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
の
平
均
値
三
一
・
七
％
に
対
し
、
日
本
の
子

ど
も
は
五
五
・
〇
％
で
、
第
一
位
。
ま
た
、「
ど
う

し
て
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
し
か
、
本

は
読
ま
な
い
」
と
答
え
た
割
合
も
い
ち
ば
ん
高
い
。

日
本
の
子
ど
も
が
、
他
国
の
子
ど
も
た
ち
に
比
べ

て
、
本
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、「
読
書
は
時
間
の
無
駄
だ
」

に
「
と
て
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
」
と
答
え
た
割
合

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
値
が
八
・
三
％
に
対
し
、
日

本
の
子
ど
も
は
六
・
六
％
と
、
韓
国
の
二
・
八
％
に

次
い
で
少
な
い
。
ま
た
、「
本
の
内
容
に
つ
い
て

人
と
話
す
の
が
好
き
だ
」「
本
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ

れ
る
と
嬉
し
い
」「
本
屋
や
図
書
館
に
行
く
の
は

楽
し
い
」
な
ど
の
質
問
に
「
と
て
も
よ
く
あ
て
は

ま
る
」
と
答
え
る
割
合
が
、
他
国
に
比
べ
高
い
の

で
す
（
※
２
）。

　

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち

は
、
本
は
読
ん
で
い
な
い
け
れ
ど
、
読
書
の
価
値

は
認
め
て
い
て
関
心
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
き
っ
と
「
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
と
い
う
意
識
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
き
っ
か
け
さ
え
与
え
れ
ば
読
む
よ
う
に

な
る
。
二
〇
〇
〇
年
頃
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
量

は
過
去
最
低
水
準
で
し
た
が
、
急
速
に
回
復
し
て

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
朝
読
書
な
ど
が
始
ま
り
、

も
と
も
と
読
書
に
関
心
の
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、

き
っ
か
け
を
得
て
、
読
書
へ
向
か
い
始
め
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
き
っ
か
け

を
与
え
れ
ば
読
む
よ
う
に
な
る
の
で
、
読
書
指
導

は
、
可
能
性
を
秘
め
た
や
り
が
い
の
あ
る
分
野
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
今
の
子
ど
も
は

　
　「
名
作
」
を
読
ま
な
い
？

─
最
近
の
子
ど
も
た
ち
が
読
ん
で
い
る
本
を
見

て
み
ま
す
と
、『
犬
と
私
の
一
〇
の
約
束
』『
学
校

の
怪
談
』
な
ど
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
化
ま
た
は
映
画

化
さ
れ
た
も
の
や
、『
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
』『
黒
魔

女
さ
ん
が
通
る
‼
』
な
ど
の
ア
ニ
メ
調
の
イ
ラ
ス

ト
が
挿
絵
に
使
わ
れ
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
目

立
ち
ま
す
（
p. 

４
資
料
２
）。

髙
木　

そ
う
い
う
実
態
を
見
て
、「
子
ど
も
た
ち

インタビュー

来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
読
書
活
動
の
日
常
化
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
特
集
で
は
、
今
の
子
ど
も
た
ち
の
実
態
と
読
書
活
動
を
日
常
化
す
る
た
め
に
心
が
け
た
い
こ
と
を
、

髙
木
ま
さ
き
先
生
に
う
か
が
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
実
践
事
例
と
し
て
、
読
書
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る

三
郷
市
立
彦
郷
小
学
校
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

読
書
活
動
の
日
常
化
に
向
け
て

0203

横
浜
国
立
大
学　

教
授

髙
木
ま
さ
き

「
読
書
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
し
よ
う

※１ PISA 調査
OECD（経済協力開発機構）が 2000 年から３年ごとに行っている、
義務教育修了段階の 15 歳の生徒を対象にした学習到達度調査。

※２　
本文中で示した PISA 調査のデータは、『生きるための知識と技能 
OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2000 年調査国際結果報告書』

（国立教育政策研究所編）による。PISA2003 年、2006 年調査には、
この種の質問項目はない。

資料 1

			５月１か月に読んだ本の冊数

			５月１か月に本を読まなかった人の割合（不読率）

＜出典＞「2010 年版 読書世論調査」（毎日新聞社）
調査概要：小学生は全国の４〜６年生を対象に、2009年
６月第１週または第２週に実施。サンプル数は 3,352人。
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読書活動の
日常化に向けて

は
本
を
読
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
書
の

質
は
向
上
し
て
い
な
い
」
と
言
う
人
が
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
は
そ
う
簡
単
に
決
め
つ
け
る
べ
き
で

は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
一
九
五
〇
〜
七
〇
年
代
、
子
ど
も
た

ち
に
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
本
を
挙
げ
る
と
、『
豊

臣
秀
吉
』『
次
郎
物
語
』『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
』『
野
菊
の
墓
』
な
ど
、
同
時
期
に
映
画
化
や

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
作
品
が
と
て
も
多
い
。

映
像
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
身
近
に

感
じ
、
本
を
手
に
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の

メ
デ
ィ
ア
に
影
響
さ
れ
て
、
本
を
読
み
始
め
る
子

ど
も
は
、
昔
か
ら
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

ま
た
、
今
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
（
※
３
）
が
と
て

も
人
気
で
す
が
、
例
え
ば
『
文
学
少
女
（
※
４
）』

か
ら
太
宰
治
に
興
味
を
も
っ
た
り
、
太
宰
の
作
品

を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ラ
イ

ト
ノ
ベ
ル
を
き
っ
か
け
に
読
書
が
広
が
る
こ
と
も

あ
る
は
ず
で
す
。

　

個
人
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
僕
は
子
ど
も
の

頃
、
読
書
が
苦
手
で
し
た
。「
名
作
だ
か
ら
読
み

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
読
ん
だ
本
が
つ
ま
ら
な
く

て
、
読
書
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

も
っ
と
自
分
の
身
近
な
も
の
か
ら
読
み
始
め
れ
ば

よ
か
っ
た
な
と
今
に
な
っ
て
思
い
ま
す
。

　

た
し
か
に
「
名
作
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
読
む

こ
と
は
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
例
え

ば
「
名
作
」
で
あ
る
夏
目
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

（
一
九
〇
六
年
発
表
）
は
百
年
以
上
前
の
作
品
で
、

百
年
も
経
て
ば
、
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
な
ど
が
、

今
と
は
ず
い
ぶ
ん
ズ
レ
ま
す
。
今
日
の
学
園
も
の

に
慣
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
同
じ
学
園
も
の
で
も

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
共
感
し
づ

ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

先
生
方
に
は
、
そ
の
「
ズ
レ
」
を
理
解
し
、
さ

ら
に
読
者
に
よ
っ
て
「
名
作
」
と
感
じ
る
作
品
は

な
か
で
、
読
書
交
流
の
場
面
を
ど
ん
ど
ん
つ
く
っ

て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
ま
た
、
同
年
齢
だ
け
で

な
く
異
年
齢
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が

あ
る
と
よ
い
で
す
ね
。
彦
郷
小
学
校
の
よ
う
に
、

幼
稚
園
や
中
学
校
と
交
流
す
る
と
、
さ
ら
に
世
界

が
広
が
り
ま
す
。

　

大
人
も
子
ど
も
も
、「
自
分
の
こ
と
を
話
す
の

は
抵
抗
が
あ
る
け
ど
、
自
分
が
読
ん
だ
本
の
こ
と

は
話
せ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

本
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
や
思
い
を
話
し
た

り
、
友
達
や
先
生
の
考
え
を
知
っ
た
り
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
。
そ
う
い
う
「
読

書
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
子
ど
も
同
士
、
ま

た
は
子
ど
も
と
大
人
で
、
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
っ

て
、「
読
書
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
つ
く
っ
て
い
っ

て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
読
書
活
動
の
日
常

化
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
う

え
で
、
子
ど
も
た
ち
の
発
達
段
階
や
興
味
に
応
じ

て
本
を
紹
介
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
映
像
化
さ
れ
た
作
品
や
ラ
イ
ト
ノ

ベ
ル
な
ど
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
と
て
も
身
近

な
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
作
品
に
も
目
を
向
け
、

う
ま
く
生
か
し
て
子
ど
も
た
ち
の
読
書
を
広
げ
て

い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
　
本
を
通
し
て

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

─
来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
学
習
指
導
要
領
で

は
、
読
書
活
動
を
習
慣
づ
け
る
こ
と
や
、
読
書
活

動
を
家
庭
や
地
域
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
重
視
さ
れ
て

い
ま
す
。
読
書
活
動
を
日
常
化
す
る
た
め
に
、
心

が
け
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

僕
は
、
何
よ
り
も
「
大
人
が
本
を
読
む
」

と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
師

や
親
が
本
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
子
ど

も
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
読
書
環
境
に
な
り
ま
す

か
ら
。

　

ま
わ
り
の
大
人
た
ち
が
本
を
読
ん
で
い
る
と
、

子
ど
も
は
影
響
を
受
け
て
、
背
伸
び
し
て
少
し
難

し
い
本
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う

い
う
「
背
伸
び
読
書
」
を
す
る
と
、
読
め
な
い
漢

字
、
知
ら
な
い
言
葉
に
た
く
さ
ん
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
が
語
彙
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
で
し
ょ
う
。

　

三
郷
市
立
彦
郷
小
学
校
（
p. 

６—

７
）
で
は
、
地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
協
力
を
得
た
り
、「
家

族
読
書
の
日
」
を
設
定
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
学

校
だ
け
で
な
く
、
地
域
・
家
庭
に
読
書
活
動
を
広

げ
る
、
と
い
う
の
も
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
読
書
活
動
の
日

常
化
」
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の
は
、「
教
師
（
ま
た

は
親
）
が
子
ど
も
と
本
の
話
が
で
き
る
こ
と
」
で

す
。
ぜ
ひ
読
書
を
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
本
の
お

話
を
た
く
さ
ん
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
子
ど
も
同
士
の
読
書

交
流
も
大
事
で
す
。
友
達
か
ら
得
た

本
の
情
報
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
子
ど

も
の
心
に
響
き
ま
す
か
ら
。
授
業
の

大
人
が
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
、

　
子
ど
も
に
と
っ
て
何
よ
り
の
読
書
環
境
で
す
。

1958 年静岡県生まれ。横浜国立大学教授。中央教
育審議会国語専門部会委員、全国的な学力調査の
実施方法等に関する専門家検討会議委員などを歴任
する。著書に『「他者」を発見する国語の授業』（大
修館書店）、『情報リテラシー　言葉に立ち止まる国
語の授業』（明治図書出版）などがある。光村図書 
小学校・中学校国語教科書編集委員を務める。

髙
た か

木
ぎ

まさき ※３　ライトノベル
アニメ・漫画調のイラストが表紙・挿絵として入ることが多い、主にティー
ン向けのキャラクター小説。

※４　『文学少女』
ライトノベルのシリーズ作品。野村美月著・ファミ通文庫（エンターブ
レイン）より刊行。実在の文学作品をモチーフとしたミステリー小説。
第１巻『“文学少女”と死にたがりの道化』では、太宰治の『人間失格』
が題材となっている。

順位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実数

小
学
４
年
生

1　三国志 21
2　学校の怪談 17
3　かいけつゾロリ やせるぜ！ダイエット大さくせん 15
4　かいけつゾロリ ちきゅうさいごの日 13
5　かいけつゾロリ イシシ・ノシシ大ピンチ‼ 12
5　かいけつゾロリ たべられる‼ 12

小
学
５
年
生

1　日本の歴史 34
2　三国志 18
3　かいけつゾロリのてんごくとじごく 15
4　西遊記 14
5　かいけつゾロリ たべるぜ！大ぐいせんしゅけん 11
5　学校の怪談 11

小
学
６
年
生

1　日本の歴史 81
2　三国志 29
3　江戸川乱歩シリーズ 18
4　怪盗ルパンシリーズ 15
5　世界の歴史 14

順位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実数

小
学
４
年
生

1　犬と私の１０の約束 10
1　ヘレン・ケラー 10
3　赤毛のアン　シリーズ 9
3　おきゃくさまはオバケ！ 9
3　化け猫レストラン 9

小
学
５
年
生

1　赤毛のアン　シリーズ 12
1　黒魔女さんが通る‼　Part ３ 12
3　黒魔女さんが通る‼　Part ２ 11
3　黒魔女さんが通る‼　Part 10 11
3　若おかみは小学生！ 11

小
学
６
年
生

1　学校の怪談 19
2　恋空 13
3　日本の歴史 12
4　犬と私の 10 の約束 10
5　黒魔女さんが通る‼　Part ６ 9
5　ヘレン・ケラー 9

資料２ :１か月に読んだ本　ベスト５　
　　　  （2009 年 5 月 1 か月に読んだ本）
▼男子

▼女子

0405

＜出典＞「2010 年版 読書世論調査」（毎日新聞社）



 
読書活動の
日常化に向けて

年
上
）
で
は
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
、
学
校
図
書

館
や
市
立
図
書
館
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用

し
て
調
べ
、
そ
れ
を
ニ
ュ
ー
ス
に
し
て
伝
え
る
と

い
う
活
動
を
行
っ
た
。

　

今
後
は
、
国
語
科
で
の
読
書
活
動
に
さ
ら
に
力

を
入
れ
て
い
く
予
定
で
、
説
明
文
教
材
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
で
読
書
活
動
を
取
り
入
れ

て
い
く
。
文
学
教
材
で
は
、
作
家
の
他
の
作
品
と

「
読
み
比
べ
」
た
り
、
同
じ
シ
リ
ー
ズ
を
「
読
み

重
ね
」
た
り
す
る
活
動
も
行
う
。

　

韓
国
の
民
話
「
三
年
と
う
げ
」（
三
年
上
）
の
授

業
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
の
民
話
や
昔
話
を
読

み
、
そ
の
中
か
ら
好
き
な
本
を
一
つ
選
び
、
本

の
帯
を
作
る
と
い
う
学
習
活
動
を
行
っ
た
（
詳
細

は
p. 

８
─

９
参
照
）。
授
業
に
あ
た
っ
て
は
、
市
立
図

書
館
に
、
世
界
の
民
話
や
昔
話
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

し
て
も
ら
い
、
ま
と
め
て
貸
し
出
し
て
も
ら
っ
て

活
用
し
た
。

　

ま
た
、
社
会
科
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど

で
も
、
調
べ
学
習
に
図
書
資
料
を
積
極
的
に
活
用

し
て
い
る
。

❹
読
書
に
よ
る
交
流

　

隣
接
す
る
幼
稚
園
や
保
育
園
の
園
児
を
招
き
、

図
書
委
員
が
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

中
学
校
の
生
徒
が
彦
郷
小
学
校
へ
読
み
聞
か
せ
に

訪
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
中
学
生
は
、
総
合
的
な
学

　

埼
玉
県
三
郷
市
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
の
三

年
間
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
委
嘱
を
受
け
、

「
生
き
る
力
を
育
む
読
書
活
動
推
進
事
業
」
に
取

り
組
ん
で
き
た
。
彦
郷
小
学
校
は
そ
の
推
進
協
力

校
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「『
読
書
で
育
む
豊
か
な
心
と
学
ぶ
力
』
を
研
究

主
題
と
し
、
三
郷
市
教
育
委
員
会
の
指
導
の
も
と
、

子
ど
も
た
ち
の
読
書
活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
」。
そ
う

話
す
の
は
、
大
友
み
ど
り
校
長
。
彦
郷
小
学
校
で

は
、
次
の
❶
〜
❺
を
基
軸
に
し
、
読
書
活
動
を
推

進
し
て
い
る
。

❶
読
書
環
境
の
充
実

　

彦
郷
小
学
校
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
読

書
案
内
の
カ
ラ
フ
ル
な
掲
示
物
や
書
棚
が
目
を
ひ

く
。
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
や
教
員
ら
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
ど
れ
も
手
の
こ
ん
だ
力
作
だ
。

そ
れ
ら
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
く
と
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
図
書
室
へ
た
ど
り
着
く
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
図
書
室
へ
続
く
廊
下
は
「
ブ
ッ
ク
ス
ト

リ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
休
み
時
間
に
な
る

と
、
子
ど
も
た
ち
が
わ
っ
と
集
ま
り
、
真
剣
に
本

を
選
び
始
め
る
。「
ブ
ッ
ク
ス
ト
リ
ー
ト
」
以
外

に
も
、
各
階
に
読
書
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
、
子

ど
も
た
ち
は
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
た
り
畳
に
座
っ
た

り
、
思
い
思
い
の
場
所
で
本
を
読
む
。
図
書
室
は

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
も
本
を
手
に
取

れ
る
よ
う
な
読
書
環
境
が
作
ら
れ
て
い
る
（
詳
細

は
p. 

10
〜
11
参
照
）。

❷
読
書
量
の
向
上

　

子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
本
を
読
め
る
よ

う
、「
読
書
記
録
」
を
推
進
し
て
い
る
。
一
年
生

は
九
〇
冊
、
二
年
生
は
二
〇
〇
冊
、
三
年
生
は

二
六
〇
冊
、
四
年
生
は
三
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
、
五
年

生
は
六
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
、
六
年
生
は
九
五
〇
〇

ペ
ー
ジ
、
と
目
標
を
設
定
し
、
読
書
記
録
を
つ
け

さ
せ
て
い
る
（
写
真
１
）。
記
録
す
る
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
は
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、
意

欲
的
に
本
を
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
学
年
ご
と
に
「
三
郷
市
お
す
す
め
の
本

二
〇
冊
（
※
）」
の
一
覧
を
掲
示
し
、
読
ん
だ
子

ど
も
が
、
自
分
の
名
前
を
書
い
た
シ
ー
ル
を
貼
れ

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
友
達
が
ど
ん
な
本
を
読
ん

で
い
る
か
が
わ
か
り
、
次
の
本
を
手
に
と
る
き
っ

か
け
と
な
っ
て
い
る
。

❸
問
題
意
識
を
も
っ
て
読
む
子
の
育
成

　

国
語
科
の
授
業
を
中
心
に
、
学
習
過
程
で
読
書

活
動
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

国
語
科
で
は
昨
年
度
、
全
学
年
、
説
明
文
教

材
の
授
業
で
読
書
活
動
を
位
置
づ
け
た
。「
ど
う

ぶ
つ
の 

赤
ち
ゃ
ん
」（
一
年
下
）
で
は
、
本
で
調

べ
な
が
ら
、「
図
鑑
『
○
○
の
赤
ち
ゃ
ん
』
作
り
」

を
し
た
。
ま
た
、「
ご
み
問
題
っ
て
な
あ
に
」（
五

習
の
時
間
に
作
成
し
た
大
き
な
「
布
絵
本
」
を
持

参
し
、
六
年
生
の
児
童
に
読
み
聞
か
せ
を
す
る
。

こ
う
し
た
幼
・
小
・
中
の
「
読
み
聞
か
せ
」
を
通

じ
た
交
流
も
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

❺
家
庭
・
地
域
と
の
連
携

　

彦
郷
小
学
校
の
読
書
推
進
は
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
協
力
な
く
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

掲
示
物
の
作
成
、
本
の
整
理
・
修
繕
な
ど
の
細
か

い
作
業
や
、
読
み
聞
か
せ
（
写
真
２
）
な
ど
、
地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
活

動
を
支
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
立
図
書
館
と
の
連
携
も
強
く
、
昨
年

度
は
計
一
八
〇
〇
冊
を
貸
し
出
し
て
も
ら
い
、
学

級
ご
と
の
読
書
活
動
な
ど
に
役
立
て
た
。

　

家
庭
と
の
連
携
で
は
、
月
二
回
「
家
族
読
書
の

日
」
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
日
は
、
親
と
子
が

い
っ
し
ょ
に
本
を
読
み
、
プ
リ
ン
ト
に
感
想
を
書

く
。
ま
た
、
年
に
四
回
「
読
書
俳
句
」
を
募
集
し
、

親
子
で
考
え
た
俳
句
を
校
庭
の
フ
ェ
ン
ス
に
掲
げ

て
い
る
。「
春
風
が 

ぼ
く
の
か
わ
り
に 
本
め
く

る
」
な
ど
、
読
書
の
情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
作
品
が

多
く
寄
せ
ら
れ
る
。
今
夏
は
二
百
人
以
上
か
ら
応

募
が
あ
り
、
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

彦
郷
小
学
校
で
は
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
が
ご
く
自
然
に

本
に
親
し
ん
で
い
る
。

　
「
大
人
に
な
っ
て
も
、
ず
っ
と
本
と
仲
良
く
し

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
伝
記
を
読
ん
で
偉

人
と
出
会
っ
た
り
、
自
然
を
描
い
た
本
か
ら
環
境

に
興
味
を
も
っ
た
り
、
物
語
を
読
ん
で
涙
し
た
り

…
…
そ
う
い
う
こ
と
を
一
生
続
け
て
い
っ
て
ほ
し

い
。
そ
の
き
っ
か
け
づ
く
り
を
小
学
校
で
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
大
友
校
長
は
力
強

く
語
る
。

※
三
郷
市
お
す
す
め
の
本
二
〇
冊

　

三
郷
市
教
育
委
員
会
が
、
子
ど
も
た
ち
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
選
ん
だ

　

本
。
低
・
中
・
高
で
各
二
〇
冊
。

写真 1…３年生児童の読書記録。作者名・
主な登場人物・心に残った言葉などを書く。

写真 2…読み聞かせボランティアは計12人。ローテーションで
毎週金曜日の朝に読み聞かせを行っている。

事  例
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埼
玉
県
三み

郷さ
と

市
立		

彦ひ
こ

郷さ
と

小
学
校

三
郷
市
は
、「
読
書
の
ま
ち	

三
郷
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
読
書
活
動
推
進
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
、
彦
郷
小
学
校
が
「
平
成
二
十
二
年
度
子
ど
も
読
書
活
動
優
秀
実
践
校
」
と
し
て

文
部
科
学
大
臣
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
が
読
書
へ
向
か
う
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
る

彦
郷
小
学
校
の
魅
力
的
な
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。



 
読書活動の
日常化に向けて

　

ま
ず
、「
三
年
と
う
げ
」
で
作
っ
た
帯
を
見
せ

合
い
、
お
互
い
の
よ
い
と
こ
ろ
や
表
現
の
工
夫
を

再
確
認
さ
せ
た
。

　

前
時
に
、
学
校
図
書
館
や
市
立
図
書
館
の
本
の

中
か
ら
、
帯
を
作
り
た
い
本
を
一
冊
選
ば
せ
て
お

い
た
の
で
、
そ
の
本
の
帯
作
り
に
入
る
。
児
童
に

は
、
次
の
よ
う
な
手
立
て
を
示
し
た
。

・
帯
に
引
用
で
き
そ
う
な
言
葉
や
お
も
し
ろ

い
と
感
じ
た
と
こ
ろ
に
付
箋
を
貼
る
。

・
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、い
ち
ば

ん
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
書
く
。

読
め
る
世
界
の
民
話
や
昔
話
を
四
十
冊
ほ
ど
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
、
準
備
し
て
お
い
て
く
れ
た
。

　
　
　
　
指
導
の
実
際

  

第
四
次　

第
十
二
時　

自
分
が
選
ん
だ
本
の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る

よ
う
な
帯
を
作
る
。

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

本
校
の
児
童
は
、
読
書
が
好
き
な
子
が
多
く
、

意
欲
的
に
本
を
読
む
姿
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

文
章
の
筋
の
お
も
し
ろ
さ
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
登
場
人
物
の
心
情
や
情
景
描
写

を
味
わ
い
な
が
ら
読
み
深
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
な

か
な
か
至
っ
て
い
な
い
。
で
き
れ
ば
、
読
後
に
自

分
の
感
想
を
記
録
し
た
り
、
友
達
と
伝
え
あ
っ
た

り
し
て
、
読
書
活
動
を
深
め
さ
せ
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
教
科
書
三
年
上
p. 

66
〜
67
に
示
さ

れ
て
い
る
本
の
帯
作
り
の
実
践
を
紹
介
す
る
。
本

の
帯
は
日
常
生
活
で
も
見
か
け
る
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
帯
に
は
、
端
的

に
そ
の
本
の
魅
力
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
を

読
ん
だ
感
想
を
簡
潔
に
表
現
し
た
り
、
要
旨
を
ま

と
め
た
り
す
る
学
習
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
実
践
で
は
、韓
国
の
民
話
「
三
年
と
う
げ
」

か
ら
、
世
界
の
民
話
・
昔
話
へ
と
、
読
書
を
広
げ

る
こ
と
で
、
各
国
の
文
化
の
違
い
や
、
逆
に
文
化

が
違
っ
て
も
根
底
に
あ
る
人
々
の
思
い
は
変
わ
ら

な
い
こ
と
な
ど
を
感
じ
と
ら
せ
る
こ
と
に
主
眼
を

置
い
た
。

　
　
　
　
　
　

指
導
計
画
（
全
十
六
時
間
）

 

第
一
次　

実
際
の
本
の
帯
を
見
な
が
ら
、
本
の
帯

の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。　　

      

（
一
時
間
）

 

第
二
次　

韓
国
の
民
話
「
三
年
と
う
げ
」
を
読
み
、

感
想
を
発
表
し
合
っ
た
り
、
印
象
に
残
っ
た
言

葉
な
ど
を
選
び
出
し
た
り
す
る
。      

（
五
時
間
）

 
第
三
次　

    「
三
年
と
う
げ
」
の
本
の
帯
を
作
る
。

作
成
し
た
「
三
年
と
う
げ
」
の
帯
を
、
見
せ
合

い
、
お
互
い
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
（
三
時
間
）

 

第
四
次　

世
界
の
民
話
や
昔
話
か
ら
好
き
な
本
を

一
冊
選
ん
で
帯
を
作
り
、
お
互
い
の
帯
を
鑑
賞

し
合
う
。
そ
の
中
か
ら
興
味
を
も
っ
た
本
を
選

び
、読
む
。　
　
　
　
　
　
　
　

      

（
七
時
間
）

　

こ
の
単
元
を
学
習
す
る
前
に
、
市
立
図
書
館
に
、

世
界
の
民
話
や
昔
話
の
貸
し
出
し
を
依
頼
し
た
。

市
立
図
書
館
は
、
授
業
資
料
用
と
し
て
三
年
生
が

・
友
達
に
薦
め
る
た
め
の
帯
な
の
で
、
友
達

に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
吹
き

出
し
を
入
れ
た
り
、
「
！
」
「
？
」
な
ど

を
使
っ
た
り
す
る
な
ど
の
工
夫
を
す
る
。

・
本
に
合
っ
た
帯
に
な
る
よ
う
に
、
実
際
に
、

本
に
帯
を
巻
き
つ
け
て
、
文
字
や
絵
の
大

き
さ
・
色
な
ど
を
考
え
て
書
く
。

　

書
く
こ
と
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
児
童
に
は
、
教

師
が
質
問
し
て
、
印
象
の
残
っ
た
言
葉
や
お
も
し

ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
引
き
出
す
よ
う
に
し
た
。

　

子
ど
も
は
生
き
生
き
と
帯
づ
く
り
に
取
り
組
み
、

お
互
い
の
帯
を
見
せ
合
う
場
面
で
は
、「
お
も
し

ろ
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
る
ね
」
や
「
早
く
続
き
が

読
み
た
い
な
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
お
互
い
の

帯
の
よ
さ
を
認
め
合
っ
て
い
た
。

　
　
　
　 

お
わ
り
に

　

お
す
す
め
の
一
冊
を
選
び
、
本
の
帯
を
作
る
こ

と
は
、
児
童
に
と
っ
て
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
。

し
か
し
、
友
達
に
本
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、
何

度
も
本
を
読
み
直
し
、
中
心
と
な
る
言
葉
を
考
え

た
り
、
要
旨
を
ま
と
め
た
り
す
る
な
ど
、
意
欲
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
お
互
い
の

帯
を
見
せ
合
い
交
流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
民
話
・
昔
話
が
あ
る
こ
と
を
感

じ
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
今
後
は
、

目
的
に
応
じ
て
本
を
選
び
、
読
む
こ
と
が
で
き
る

児
童
の
育
成
に
努
め
た
い
。

市立図書館から借りた本は、教室に置き、貸し出し期間中は、子ど
もが自由に手にとって読めるようにした。今回借りた本は、『吉四六
さん』『ブレーメンの音楽隊』などの世界の民話や昔話が40冊ほど。
学校図書館だけでなく、市立図書館の蔵書を利用することで、児童
がより多くの作品にふれることができる。

左：『ちいさい ちいさい おばあさん』（イギリスの
昔話）物語の一部を引用し、「つづきは本で…」と、
本を読みたくなるような工夫をしている。

右：『かっぱのてがみ』（日本の民話）かっぱの頭の
皿に書かれた「あやしい手紙はうけとらないほうが
いいかも」という言葉が目にとまり、ひきつけられる。

選んだ本の帯作りをする児童。

読
書
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業

本
と
友
だ
ち
に
な
ろ
う	

─「
三
年
と
う
げ
」（
三
年
上
）

─

三
郷
市
立
彦
郷
小
学
校　

矢や

持も
ち

美み

帆ほ

1

3

24

0809



 
読書活動の
日常化に向けて

読
書
環
境
づ
く
り

彦
郷
小
学
校
で
は
、
子
ど
も
が
本
を
読
み
た
く
な
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

工
夫
を
し
、
読
書
環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
図
書
室
へ
続
く
「
ブ
ッ
ク
ス
ト
リ
ー
ト
」。

■
各
階
に
読
書
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
。

　
学
年
に
応
じ
た
本
を
置
い
て
い
る
。

■
低
学
年
の
階
に
は

　
畳
の
読
書
ス
ペ
ー
ス
。

埼玉県三郷市立彦郷小学校
埼玉県東部に位置する三郷市。彦郷小
学校のスローガンは「本は心のエネル
ギー」。2006年より読書活動を推進。
09年に創立30周年を迎えた。

（児童数557名／大友みどり校長）

図書室はここ！

1011

三郷市の民話コーナー。
三郷市の地図に、どの民
話がどこで伝わっている
のか示され、一目でわか
るようになっている。

読み聞かせボランティア
が、読んだ本の表紙をカ
ラーコピーして掲示。読
み聞かせてもらった本を、

「自分でも読もうかな」
と思わせるのがねらい。

児童全員が「読書バック」
を持っている。図書室で借
りた本はこのバックに入れ、
机の脇にかける。少しでも
時間があれば、そこから
サッと本を取り出して読む。

大きな絵本のコーナー。
休み時間には、子どもた
ちが肩を寄せ合って、読
む姿が見られる。

「モチモチの木」（三年下）
でおなじみの斎藤隆介氏
のコーナー。作者や各作
品の紹介文が、掲示され
ている。

低いベンチ。子ども
たちは、ちょこんと
座って、本を読む。

国語科の教材に関連した
本のコーナー。各学年の
棚があり、写真は６年生
の棚。「やまなし」の作者・
宮沢賢治の作品が並ぶ。

回転する書棚を図書室の
前に。「かいけつゾロリ」
シリーズを置くことで、
男子児童が集まってくる。



10

12

10

13

A

Q

Q

楽しい
読書指導を

　

読
書
嫌
い
、
活
字
離
れ
等
が
話
題
と
な
る
ず
っ

と
前
か
ら
、
多
く
の
先
生
方
が
「
何
と
か
子
ど
も

た
ち
に
読
書
の
習
慣
づ
け
を
し
た
い
」
と
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
し
な
が
ら
、
読
書
指
導
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
生
方
が
懸
命
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
子
ど
も
た
ち
が
読
書
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
多
く
の
場
合
、
熱

心
さ
の
あ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
に
多
く
の
課
題
を

与
え
て
し
ま
う
た
め
の
よ
う
で
す
。

　

読
書
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
は
、
本
を
楽
し

ん
で
読
ん
で
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
ま
で
の
読
書
指
導
を
振
り
返
り
、
よ
り
よ
い

指
導
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ぼ
く
は
、
読
書
の
記
録
を
大
事
に
し
た

い
か
ら
、「
本
の
貯
金
通
帳
」
と
い
う
記
録

ノ
ー
ト
を
作
っ
て
、
読
ん
だ
本
の
書
名
や

作
者
名
、
出
版
社
、
一
言
感
想
な
ど
を
書

く
よ
う
に
し
て
い
る
ん
だ
。

　

で
も
、
こ
の
前
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
、「
先

生
、
ど
う
し
て
感
想
と
か
書
か
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
ん
で
す
か
」
っ
て
聞
か
れ
て
、

答
え
ら
れ
な
く
て
…
…
。

　

わ
た
し
の
学
校
で
は
、
図
書
館
利
用
の
割
り

当
て
が
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
と
き
に
、

子
ど
も
た
ち
を
図
書
室
に
連
れ
て
行
っ
て
、
自

由
に
本
を
読
ま
せ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
っ

て
読
書
指
導
じ
ゃ
な
い
の
か
し
ら
？

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
教
諭

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ

読
書
指
導
、し
て
い
ま
す
か
？

　

読
書
指
導
を
し
て
い
ま
す
か
、
と

聞
か
れ
る
と
、「
わ
た
し
は
大
丈
夫
。

ち
ゃ
ん
と
図
書
室
に
連
れ
て
行
っ
て
、

部
屋
の
使
い
方
の
指
導
も
し
て
い
る

か
ら
…
…
」
と
答
え
る
先
生
が
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
違
い
ま
す
。
読
書
指

導
で
は
な
く
、
図
書
館
指
導
と
い
う

べ
き
で
す
。

　

読
書
指
導
で
大
切
な
こ
と
は
、
児

童
一
人
ひ
と
り
が
多
様
な
読
書
活
動

を
通
し
て
、
幅
広
い
分
野
に
興
味
関

心
を
も
つ
こ
と
。
知
識
を
も
と
に
思

考
力
・
判
断
力
を
育
て
る
こ
と
。
さ

ら
に
、
読
書
の
習
慣
を
作
り
、
児
童

自
ら
、
読
書
生
活
を
充
実
さ
せ
、
情

報
活
用
の
力
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
読
書
指
導
も
言
語
活

動
の
一
つ
と
し
て
、
低
学
年
か
ら
高

学
年
に
ス
テ
ッ
プ
を
考
え
て
指
導
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
き
る
だ
け
多
く
、
読
書
に
ふ
れ
さ

せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
本
に
ふ
れ
さ

せ
、
本
に
親
し
み
が
も
て
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

■
読
み
聞
か
せ

　

読
み
手
は
先
生
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
が
行
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

■
交
代
読
み

　

一
ペ
ー
ジ
や
段
落
ご
と
に
交
代
し
て

読
む
（
ペ
ア
・
グ
ル
ー
プ
・
ク
ラ
ス
全

体
）
と
、
飽
き
ず
に
続
け
ら
れ
ま
す
。

　

本
を
読
む
こ
と
で
知
識
を
増
や
し
た

り
、
情
景
や
心
情
を
思
い
描
い
た
り
す

る
こ
と
、
さ
ら
に
比
べ
読
み
や
調
べ
読

み
も
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

■
比
べ
読
み

・
同
じ
題
材
で
も
違
う
作
者

の
作
品
を
比
べ
ま
す
。

・
一
人
の
作
者
の
さ
ま
ざ
ま

な
作
品
を
比
べ
ま
す
。

・
同
じ
作
品
を
数
人
で
自
由

に
読
ん
で
比
べ
ま
す
。

■
調
べ
読
み

　

調
査
・
報
告
・
伝
達
等
の
た
め
に
読

み
ま
す
。
読
ん
で
必
要
な
情
報
を
整
理

し
ま
す
。

　

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
等
で
発
表
の

場
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

自
ら
求
め
て
読
書
す
る
と
き
、
何
の
た
め

に
読
書
を
す
る
の
か
を
考
え
、
自
分
と
読
書

を
し
っ
か
り
と
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
自
分
を
深

め
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

■
読
書
マ
ッ
プ
作
り

　

読
ん
だ
本
を
記
録
し
な
が
ら
、
自
分
の
読

書
を
見
つ
め
ま
す
。

　

一
か
月
、
一
学
期
等
を
一
区
切
り
に
、
大

き
め
の
紙
（
Ｂ
４
用
紙
等
）
に
記
録
し
て
い

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

■
成
長
期
の
記
録

　

本
を
読
む
た
び
に
、
自
分
に
何
を
与
え
て

く
れ
た
か
を
書
き
、
自
分
を
見
つ
め
る
心
を

積
み
重
ね
て
い
き
ま
す
。

低
学
年
で
は

中
学
年
で
は

高
学
年
で
は

図
書
館
指
導
と

間
違
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

読んだ本の書名・作者名（でき
れば一言感想も）を書き、枠で
囲む。枠はジャンルごとに変える。

読
書
マ
ッ
プ
を
見
て

気
づ
い
た
こ
と

・
物
語
の
中
で
も

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

が
多
い
。

・
少
し
科
学
物
に
も

目
を
向
け
よ
う
。

わ
た
し
の

読
書
マ
ッ
プ

科学

物語

ドキュメンタリー

物語

物語

ドキュメンタリー
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1

「読書が好き」を育てる

　

読
書
活
動
は
、
で
き
れ
ば
日
常
的

に
活
性
化
し
、
充
実
し
て
ほ
し
い
言

語
活
動
の
大
き
な
柱
で
す
。

　

特
に
学
校
で
は
、
日
ご
ろ
、
子
ど

も
た
ち
に
接
す
る
先
生
方
が
ど
ん
な

本
に
関
心
を
も
ち
、
ど
ん
な
本
の
話

を
し
た
り
、
紹
介
を
し
た
り
す
る
か
、

さ
ら
に
子
ど
も
た
ち
が
読
ん
で
い
る

本
を
い
か
に
共
感
的
に
受
け
止
め
て

い
る
か
な
ど
、
教
師
の
役
割
が
大
事

に
な
り
ま
す
。

　

先
生
方
が
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し

て
、
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
に
接
し
、

よ
り
多
く
の
情
報
を
子
ど
も
た
ち
に

提
供
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
、
楽
し

い
授
業
の
一
歩
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　学校生活の中のさまざまなすき間の時間をうまく使いましょ
う。朝、給食の前後、下校前、等々。先生もいっしょになって、
５分読書、１０分読書をするのはどうでしょう。

3 時間の確保！

　「読みなさい」と放っておいても、読む子にはなりません。
教室の片隅にラグマットを置いたり、オープンスペースに読書
コーナーを作ったり、立ち読みコーナーをわざと作るのもおも
しろいです。

2 場の工夫を！

楽しい読書指導を
実践するために

　
「
読
書
が
好
き
」
を
育
て
る
手
軽
な
方

法
が
あ
る
。
手
に
し
て
い
る
本
を
ほ
め
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ａ
さ
ん
は
意
地
悪
が
好
き
、
ト
ラ
ブ
ル

に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
く
、
読
書
に
は
関

心
が
な
い
子
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
Ａ

さ
ん
が
、「
読
書
が
大
好
き
」
と
言
う
よ

う
に
な
っ
た
。
き
っ
か
け
は
図
書
館
。

　
「
Ａ
さ
ん
、
新
し
い
本
が
入
っ
た
よ
。

あ
な
た
は　

力
が
あ
る
子
だ
か
ら
、
読
ん

で
ご
ら
ん
」
と
、
薦
め
ら
れ
た
こ
と
。
書

名
は
『
論
語
』。
下
校
の
途
中
、
手
に
し

て
い
る
本
の
題
名
を
見
た
近
所
の
お
じ
さ

ん
に
、「
賢
い
子
だ
ね
。
難
し
い
本
を
読

む
の
だ
ね
」
と
、
声
を
か
け
ら
れ
た
。
そ

の
日
、「
力
が
あ
る
・
賢
い
」
の
言
葉
に

い
い
気
分
に
な
っ
た
Ａ
さ
ん
。
手
強
い
本

と
思
い
な
が
ら
も
、『
論
語
』
を
読
み
通

し
た
。
そ
の
後
も
読
書
に
集
中
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
気
が
つ
い
た
ら
、
意
地
悪
や

ト
ラ
ブ
ル
の
噂
も
聞
か
な
く
な
っ
て
い
た
。

あ
り
余
る
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
読
書
に

注
ぐ
よ
う
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　

読
書
の
始
ま
り
は
、
ち
ょ
っ
と
い
い
気

分
に
さ
せ
る
こ
と
。
手
に
し
て
い
る
本
を

ほ
め
る
こ
と
と
勝
手
に
理
解
し
て
試
み
て

い
る
。
成
功
率
は
高
い
。

　
「
読
書
が
好
き
」
を
育
て
る
に
は
、
子

ど
も
の
環
境
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
る
こ

と
で
あ
る
。

　

最
近
の
小
学
生
は
多
忙
で
あ
る
。
ス

ポ
ー
ツ
教
室
や
お
稽
古
ご
と
、
塾
な
ど
の

拘
束
時
間
で
、
自
分
の
時
間
が
少
な
い
。

テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
、
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ

ン
な
ど
、
や
り
た
い
遊
び
の
種
類
も
多
い
。

　

ま
た
、
な
か
に
は
、
物
と
心
、
両
面
に

お
い
て
ゆ
と
り
が
な
い
家
庭
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
環
境
で
は
、「
本
を
た
く
さ
ん

読
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
指
示
を
す
れ
ば
、

子
ど
も
が
素
直
に
読
書
を
す
る
と
い
う
よ

う
な
甘
さ
は
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
こ
の
よ
う
な
環

境
な
の
に
、
読
書
を
す
る
時
間
を
見
つ
け

て
い
る
」「
読
書
に
心
を
向
け
て
い
る
」

こ
と
が
立
派
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
見
方

を
変
え
る
。
す
る
と
、
読
書
を
す
る
子
が

ま
ぶ
し
く
見
え
て
く
る
。
当
然
、
愛
し
さ

も
加
わ
る
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど
も
は
わ

ず
か
な
時
間
で
も
、
読
書
の
時
間
を
生
み

出
そ
う
と
工
夫
を
す
る
よ
う
に
な
る
。「
読

書
を
し
て
当
た
り
前
」
と
思
っ
て
い
た
頃

と
違
う
知
恵
が
生
ま
れ
る
。
子
ど
も
が
ま

ぶ
し
く
見
え
る
と
き
、
教
室
に
読
書
の
雰

囲
気
と
元
気
が
出
て
く
る
。

　
「
読
書
が
好
き
」
を
育
て
る
に
は
、
本

の
内
容
を
、
子
ど
も
と
一
緒
に
楽
し
め
る

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
が
読
ん
で
い

る
本
を
知
る
こ
と
、
読
む
こ
と
で
あ
る
。

　
「
図
書
館
で
、
子
ど
も
が
手
に
し
て
い

る
本
を
そ
っ
と
見
る
の
が
楽
し
い
」
と
思

え
た
と
き
、
子
ど
も
と
の
心
の
距
離
は
近

く
な
っ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
、
遊

び
の
話
を
夢
中
に
す
る
。
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
、
読
書
か
ら
得
た
感
動
や
感
想
や

感
動
を
伝
え
た
い
気
持
ち
に
向
け
さ
せ
た

い
。
よ
き
聞
き
手
に
な
る
た
め
に
も
、
子

ど
も
の
本
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
教
師
に

な
っ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
快
さ
を
感
じ
る

と
き
で
あ
る
。

　子どもがどんな本を読んでいるかを、時折把握しておいて、
先生のお話や授業中に「○○さん、この前、ありの本を読んだ
でしょう。それに行列ができるわけがなんて書いてありました
か？」などと問いかけてみましょう。読んだ本が役に立つこと
に、子どもは喜びを感じるでしょう。

4 活用こそ力！

　子どもの実態に合わせて、本を選びましょう。きれいな色の本、
表紙が虫の本、へんな顔の本、一見難しそうな本、等々。さらに、
置いておく、開いておく、黙って読む、読んで聞かせるなど、い
ろいろ工夫しましょう。

1 きっかけを
上手に与えよう！

手
に
し
て
い
る
本
を

ほ
め
る
こ
と

読
書
す
る
子
が
ま
ぶ
し
い

と
思
え
る
こ
と

本
の
内
容
を

子
ど
も
と
楽
し
め
る
こ
と
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試
書
の
「
針
・
銀
」
を
原
則
に
照
ら
し
て
「
つ

く
り
」
の
位
置
の
自
己
評
価
を
し
ま
す
。
こ
の

日
の
授
業
で
は
、「
針
」
は
縦
画
な
の
で
少
し

上
げ
て
書
け
て
い
た
児
童
は
三
名
。「
銀
」
は

横
画
な
の
で
少
し
下
げ
て
書
い
た
児
童
は
十
八

名
で
し
た
（
全
二
十
六
名
）。

　
「
つ
く
り
」
が
上
が
る
「
鉄
・
銭
・
針
」
と
、

同
じ
高
さ
の
「
鏡
・
鉱
」
と
、下
が
る
「
銀
・
録
・

銅
」
に
つ
い
て
全
員
で
確
認
し
た
後
、
こ
の
八

字
を
原
則
に
留
意
し
て
ゆ
っ
く
り
書
か
せ
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、
で
き
る
だ
け
消
し
ゴ
ム
を
使
わ

な
い
こ
と
を
指
示
。
日
常
の
書
字
場
面
で
は
、

何
度
も
消
し
て
字
形
を
修
正
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
、
日
常
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
で
す
。

　

書
い
た
後
に
は
、
こ
の
八
字
に
つ
い
て
自
己

評
価
を
し
ま
す
。「
鉄
・
銭
・
針
」
に
つ
い
て

つ
く
り
を
上
げ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
児
童
は

二
十
四
名
。「
銀
・
録
・
銅
」
に
つ
い
て
、
つ

く
り
を
下
げ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
児
童
は

二
十
五
名
で
し
た
。
試
書
に
比
べ
て
大
き
く
向

上
し
て
い
ま
す
。

　

手
本
を
見
な
い
で
、
筆
順
だ
け
確
認
し
て
、

「
針
・
銀
」
と
「
針
・
銀
」
を
使
っ
た
短
文
「
針

は
銀
色
に
光
っ
て
い
ま
す
。」
を
、自
作
の
「
こ

う
ひ
つ
用
紙
」（
p. 

19
参
照
）
に
試
書
さ
せ
ま
す
。

こ
れ
が
書
写
の
原
理
・
原
則
を
学
習
す
る
前
の

子
ど
も
た
ち
の
文
字
に
な
り
ま
す
。

　

漢
字
に
は
「
つ
く
り
」
が
「
へ
ん
」
よ
り
も

上
が
る
も
の
と
下
が
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
告

げ
た
後
、
カ
ー
ド
を
使
っ
て
み
ん
な
で
「
上
が

る
チ
ー
ム
」
と
「
下
が
る
チ
ー
ム
」
に
分
類

し
ま
す
。 

「
上
が
る
チ
ー
ム
に
共
通
す
る
こ
と

は
？
」
と
発
問
す
る
と
、「
つ
く
り
の
上
部
が

縦
画
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
気
が
つ
き
、
さ

ら
に
「
つ
く
り
の
上
部
が
横
画
の
場
合
は
下
が

る
」
こ
と
に
も
気
が
つ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
上

部
が
「
点
・
は
ら
い
」
の
場
合
は
同
じ
高
さ
に

な
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。

　
「
へ
ん
」
を
書
く
と
き
の
原
則
を
確
認
し
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
へ
ん
の
右
端
を
そ
ろ

え
る
」「
へ
ん
は
右
上
が
り
に
す
る
」
等
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

書
写
で
学
習
し
た
こ
と
を
日
常
生
活
で
生
か
す
こ
と
は
、
書
写
に
と
っ
て
最
大
の
目
標
で
す
が
、

ま
た
、
な
か
な
か
定
着
し
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

今
回
は
、
書
写
授
業
の
中
に
日
常
を
意
識
し
た
活
動
を
入
れ
た
実
践
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

国
語
教
育
相
談
室
六
十
八
号
の
続
編
に
も
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

生
活
に
生
か
す

書
写
授
業
の
ヒ
ン
ト

1617

1
試
書
を
す
る

2
既
習
事
項
（
「
へ
ん
」
を
書
く
と

き
の
原
則
）
の
確
認
を
す
る

3
左
右
の
組
み
立
て
方
の

原
則
を
考
え
る

4
「
試
書
」
の

自
己
評
価
を
す
る

5
原
則
に
留
意
し
て

「
か
ね
へ
ん
」の
漢
字
を
書
く

■
こ
の
授
業
で
の
板
書

単
元
名

「
左
右
の
組
み
立
て
方『
針
・
銀
』」         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

六
年

広
島
県
大
崎
上
島
町
立
大
崎
小
学
校

藤ふ
じ

井い

浩こ
う

治じ

◀
試
書
（
p. 

19
「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」
の
一
部
）

子どもたちいっしょに、「つくり」が「へん」よりも「上がるもの」
と「下がるもの」に分類していく。

「○た」は試書（ためし書き）。
「②」は原則に留意して書いた場合。
「○ま」はまとめ書き。
数字は原則が守れたと挙手した子どもの人数。人数を板書することで、
子どもたちに「できるようになった」と実感させることができる。

はじめに、「へんの
原則」をまとめる。

「つくり」が「へん」
よりも上がるもの。

「つくり」が「へん」
よりも下がるもの。

「つくり」と「へん」
が同じ高さのもの。
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全
員
が
書
き
終
え
た
ら
、「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」

の
表
に
向
か
っ
て
折
り
返
し
ま
す
。
す
る
と
、

「
試
書
」
と
「
ま
と
め
書
き
」
を
並
べ
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
用
紙
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、「
左
右
の
組
み
立
て
方
の
原
則
」

を
再
度
自
己
評
価
。「
針
」
の
つ
く
り
を
上
げ

て
書
い
た
児
童
、「
銀
」
の
つ
く
り
を
下
げ
て

書
い
た
児
童
は
両
方
と
も
二
十
五
名
で
し
た
。

　
「
授
業
の
最
初
に
書
い
た
も
の
と
、
最
後
に

書
い
た
も
の
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
指
示
。

自
分
の
文
字
の
進
歩
を
確
認
し
て
、
に
っ
こ
り

す
る
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

で
き
る
だ
け
消
し
ゴ
ム
を
使
用
さ
せ
な
い
。

時
間
を
制
限
し
て
練
習
さ
せ
る
。（
速
書
）

原
則
を
他
の
文
字
に
応
用
す
る
。

語
句
だ
け
で
な
く
短
文
を
書
か
せ
る
。

毛
筆
・
硬
筆
を
関
連
さ
せ
た
単
元
構
成

を
す
る
。

　

以
上
、
つ
た
な
い
実
践
で
す
が
、
書
写
授
業

作
り
の
小
さ
な
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

こ
こ
で
、
先
ほ
ど
書
い
た
「
か
ね
へ
ん
」
の

漢
字
八
字
を
今
度
は
時
間
を
制
限
し
て
一
分
間

で
書
く
よ
う
に
指
示
し
ま
す
。「
え
ー
！
無
理

だ
よ
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
声
。
し
か
し
、

顔
は
楽
し
そ
う
で
す
。

　
「
速
く
書
け
て
も
、
原
則
が
で
き
て
い
な
け

れ
ば
だ
め
だ
よ
」
と
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を

片
手
に
「
よ
ー
い
。
は
じ
め
」。
十
秒
ご
と
に

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
し
ま
す
。「
や
め
」
の
合
図

を
し
た
後
、「
一
分
間
で
八
文
字
書
く
こ
と
で

き
た
人
は
手
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、

十
数
名
が
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
続
い
て
、
つ
く

り
の
位
置
に
つ
い
て
手
を
挙
げ
さ
せ
て
自
己
評

価
を
し
ま
す
。
多
く
の
児
童
が
原
則
を
意
識
し

て
書
け
て
い
ま
し
た
。

　

日
常
場
面
で
は
、
ゆ
っ
く
り
字
形
に
気
を
つ

け
て
書
く
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
速
く
書
い
て

も
学
習
し
た
原
則
が
使
え
る
よ
う
に
す
る
練
習

の
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

日
常
場
面
で
学
習
し
た
原
則
を
使
え
る
よ
う

に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
原
則
を
他
の

文
字
に
応
用
し
て
い
く
こ
と
で
理
解
と
定
着

を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

練
習
用
紙
（
左
）
の
「
ご
ん
べ
ん
」
の
八
字

を
見
せ
て
「
つ
く
り
の
位
置
が
上
が
る
の
は
ど

れ
で
し
ょ
う
」
と
発
問
し
な
が
ら
全
員
で
確
認

し
ま
す
。「
計
・
読
・
詩
・
談
」
は
上
げ
て
書
く
。

　
「
話
」
は
同
じ
高
さ
。「
記
・
語
・
調
」
は
下

げ
て
書
く
。「
な
ぜ
で
す
か
」
と
理
由
も
付
け

加
え
て
答
え
さ
せ
ま
す
。

　

練
習
用
紙
の
「
ご
ん
べ
ん
」
を
な
ぞ
ら
せ
な

が
ら
、
つ
く
り
の
位
置
に
気
を
つ
け
て
練
習
さ

せ
ま
す
。練
習
用
紙
に
は
、早
く
書
け
て
し
ま
っ

た
児
童
が
自
主
練
習
し
て
待
つ
た
め
の
「
自
主

練
習
欄
」
を
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
は
、「
か
ね
へ
ん
」
の
練
習
と
同
様

の
流
れ
で
、
ゆ
っ
く
り
八
字
書
か
せ
た
後
、
一

分
間
で
同
じ
八
字
を
速
書
さ
せ
ま
す
。
今
度
は
、

ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
一
分
間
で
書
き
終

え
て
嬉
し
そ
う
で
し
た
。
ま
た
、
ゆ
っ
く
り
書

い
た
八
字
と
速
書
し
た
八
字
を
比
較
し
て
も
、

あ
ま
り
遜
色
な
い
字
形
で
書
け
て
い
る
子
ど
も

た
ち
も
多
く
い
ま
し
た
。

　
「
こ
の
一
時
間
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し

て
、
最
後
の
ま
と
め
書
き
を
し
ま
し
ょ
う
」
と

指
示
し
て
、「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」
の
裏
に
、
試

書
と
同
じ
「
針
・
銀
」
の
二
文
字
と
「
針
は
銀

色
に
光
っ
て
い
ま
す
。」の
短
文
を
書
か
せ
ま
す
。

　

試
書
と
ま
と
め
書
き
に
「
語
句
」
だ
け
で
な

く
「
短
文
」
を
書
か
せ
る
こ
と
は
、
よ
り
日
常

の
場
面
に
近
づ
け
る
た
め
の
工
夫
で
す
。
日
常

で
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
文
章
を
書
く
わ
け

で
す
か
ら
、
漢
字
の
練
習
だ
け
で
終
わ
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

6
「
か
ね
へ
ん
」
の
漢
字
を

速
書
き
す
る

7
原
則
を
他
の
へ
ん
の
漢
字
に

応
用
す
る
（
「
ご
ん
べ
ん
」
）

8
ま
と
め
書
き
を
す
る

9
「
試
書
」
と

「
ま
と
め
書
き
」
を
比
べ
る

10
生
活
に
生
か
す
書
写
授
業
の

工
夫
（
ま
と
め
）

■
こ
の
授
業
で
使
用
し
た
「
こ
う
ひ
つ
用
紙
」

12345

表裏

練習欄
「かねへん」と「ごんべん」
の８字を「ゆっくり書く」
と「１分間で速く書く」
練習をする。

「試書」
の欄

試書まとめ書き

「まとめ書き」
の欄

◀
練
習
用
紙
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枕草子古典って楽しい！ 第2回

こ
れ
は

ど
ん
な

意
味
か
な

ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
に

「
を
か
し
」
と
い
う
言
葉
と

出
会
わ
せ
ま
す
。

音
読
、
暗
唱
を
し
、

古
語
の
意
味
を
確
認
し
た
ら

い
よ
い
よ
翻
作
に
入
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が

翻
作
し
や
す
い
よ
う
に

条
件
を
し
ぼ
る
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

最
初
は
こ
れ
で
十
分
で
す
。

こ
こ
で
初
め
て

プ
リ
ン
ト
を
配
り

子
ど
も
た
ち
を

『
枕
草
子
』
の

原
文
に

出
会
わ
せ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て

「
を
か
し
」
に
は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の

意
味
し
か
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
ま
す
。

古
語
を
使
っ
た

作
文
を

小
学
生
に

指
導
で
き
る

の
か
し
ら
？

音
読
と
暗
唱
だ
け

で
十
分
で
は
？

ど
ん
な

意
味
か
な
？

「
う
つ
く
し
い
」
!?

う
っ
そ
ー
!!!

「
お
か
し
い
」
の
意
味
を

大
人
用
の
辞
書
で
調
べ
て
み
よ
う

こ
う
い
う
言
葉
が
載
っ
て
い
る
よ

「
変
」
!!

「
笑
え
る
」

「
お
も
し
ろ
い
」リ

ズ
ム
！

い
い
意
味
と

わ
る
い
意
味
が

あ
る
よ

何
を
ま
ね

し
た
ら
『
枕
草
子
』
っ

ぽ
く
な
る
か
な
？

５
分
で

作
っ
て
ね

昔
は

い
い
意
味
だ
け

「
を
か
し
」
を

使
う
！

景
色
を

入
れ
る
！

「
春
は
○
○
。」
と
か

言
い
切
り
の
形
に

す
る
！

夏
は
冷
ぼ
う
。

い
と
す
ず
し
く
て

を
か
し
。 「

を
か
し
」
は

「
お
か
し
い
」
の
元
に

な
っ
た
昔
の

言
葉
な
ん
だ
よ

「
こ
わ
れ
て
い
る
」

「
心
ひ
か
れ
る
」
？

へ
ぇ
ー
っ
!?

「
変
」
っ
て

意
味
が

な
い

「
を
か
し
」
の

意
味
は

「
お
か
し
い
」
と

ど
う

違
う
の
か
な
？

で
は

「
を
か
し
」
が

た
く
さ
ん

出
て
く
る

文
章
を

読
み
ま
す

今
回
は
『
枕
草
子
』
の

授
業
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う

私
は
「
を
か
し
」
を
使
っ
て

子
ど
も
た
ち
に
「
翻
作

※
」
を

さ
せ
ま
す

作・画／吉永直子

筑波大学附属小学校	
青山由紀先生

※
作
品
を
も
と
に
し
、
そ
れ
を
な
ぞ
っ
た
り
変
え
た
り
し
な
が
ら
自
分
な
り
の
表
現
を
す
る
こ
と
。

▲春夏秋冬すべて翻作すると大変なので、
　季節を一つにしぼりましょう。



古典って楽しい！研究会のご案内

22

平成23年度「言語教育振興財団」研究助成金　一般公募

第 36 回　大阪府小学校国語科教育研究大会（三島地区大会）
開催日　平成 22 年 11 月 10 日（水）
会　場　高槻市立桃園小学校
テーマ　「ことばの力を高める授業の創造─確かな言語力の習得と活用をめざして─」
内　容　記念講演：作家　あさのあつこ氏／公開授業／分科会
会　費　一般 2,500 円　学生 1,000 円（学習指導案等・資料代）
連絡先　大阪府小学校国語科教育研究会 長谷川秀子（高槻市立竹の内小学校長）
　　　　TEL：072–673–4495

第 15 回　「新しい国語実践」の研究会（群馬大会）
開催日　平成 22 年 12 月 26 日（日）・27 日（月）
会　場　ホテル磯部ガーデン
テーマ　「学習意欲を高める言語活動の開発」
内　容　（1 日目）講演：文部科学省初等中等教育局主任視学官　田中孝一先生／分科会
　　　　（2 日目）講演：青山学院大学教授　小森茂先生／パネルディスカッション
会　費　21,000 円（大会参加費・懇親会費・宿泊費・年会費等）
連絡先　高崎市立八幡中学校　事務局会計：村田伸宏（八幡中教頭）
　　　　TEL：027–343–1222　FAX：027–344–4334
　　　　E-Mail： nobuhiro-murata@staff.gsn.ed.jp

　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために、理論と実践の分野について優
れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 23 年４月〜 24 年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う小・
中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位も含む）

助成件数及び金額 助成件数は 80 件まで。助成金額は１件につき 20 万〜 50 万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上、研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書
等の参考書類を添えて、平成 22 年 12 月 22 日（水）必着で、当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は、直接又は返信用封筒を同封の上、当財団事務局までお申し
込みください。

・この応募要項については、都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い、選考結果を平成 23 年２月末までに通知。
平成 23 年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 財団法人「言語教育振興財団」事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9  TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174

日
を
改
め
る
と
子
ど
も
た
ち
は

友
だ
ち
の
作
っ
た
も
の
を
聞
い
た
り

他
の
物
事
が
気
に
な
っ
た
り
し
て

自
然
に
翻
作
が
進
み
ま
す
。

次
の
授
業
で

続
き
を

書
い
て

み
よ
う
ね

自
分
流
『
枕
草
子
』

で
き
た
か
な
？

夏
は
昼
。
せ
み
の
音
は

い
と
美
く
て
を
か
し
。

夜
に
な
る
と
音
色
だ
け
で

あ
は
れ
な
り
。

夏
は
冷
ぼ
う
。

よ
く
き
い
て
い
る
部
屋
で
の
昼
ね
は

す
ず
し
く
て
を
か
し
。

急
に
切
ら
れ
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
わ
ろ
し
。

の
び
の
び
と

お
も
し
ろ
い

翻
作
が

で
き
る
ん

で
す
ね

次回も楽しい授業をご紹介します

そ
う
で
す

自
分
の
感
覚
を
昔
風
に

表
現
す
る
こ
と
で

古
典
を
ぐ
っ
と
身
近
に

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

･････････
･･･

わ
ろ
し
。

「
わ
ろ
し
」
も

入
れ
た
い
な

つづく



教科書編集部便り

広報部便り

　来年度から新学習指導要領が実施されま
す。それに伴い、あるいは、それ以外にも、
行政的にさまざまな動きがあります。

▶移行措置
　国語科では、これまで第４学年で指導す
るとされていた「ローマ字」が、第３学年
に変更となります。そのため、今年度の第
３学年児童に対する移行措置として、教科
書にはない「ローマ字」の指導が必要です。
弊社では、４月に各学校へ資料をお届けし、
かつホームページからもダウンロードして
いただけるようにしています。

▶常用漢字表の改定
　今年度中には、常用漢字表の改定が行わ
れる予定です。これまでの常用漢字に196
字が加わり、５字が削除されて、計2136
字となります（文化審議会答申）。ただし、
「常用漢字」とは、「法令、公用文書、新
聞、雑誌、放送など、一般の社会生活にお
いて、現代の国語を書き表す場合の漢字使

用の目安」として定められるもので、学校
教育でどのような扱いをするかは、また別
の決まりが必要になります。変更漢字を、
どの学校段階で、いつから、どのように扱
うのがよいか、現在、文部科学省で審議中
です。それまでは、現行の常用漢字（小学
校では学習指導要領に示された学年配当漢
字）を指導します。

▶評価
　学習評価についても改正が行われます。
国語に関しては、
　・国語への関心・意欲・態度
　・話す・聞く能力
　・書く能力
　・読む能力
　・言語についての知識・理解・技能
の5 観点が設定され、従来と変わりません。
国立教育政策研究所のホームページなどで、
詳しい資料を見ることができます。弊社
「年間指導計画資料」も、ぜひご覧くださ
い。

　前号からスタートした連載「古典って楽
しい！」の取材のため、７月のある猛暑日、
イラストレーターといっしょに筑波大学
附属小学校へ行きました。教室は蒸し暑く、
まるで温室のよう。大人二人、汗をぬぐい
ながら、枕草子の授業を参観することとな
りました。
　しかし、子どもたちは元気いっぱい。意
欲的に枕草子の翻作に取り組みます。
「夏はかき氷。山のようにキラキラ光るの
はいとをかし。」

「夏はお祭り。金魚つりをするのはをかし。
冷たいラムネを飲むのもをかし。」
「夏はかき氷。氷をけずる音はいとをかし。
食べる前のドキドキ感もをかし。」
……など、すばらしい作品を次々と発表し
てくれました。子どもたちのみずみずしい
感性に驚くのと同時に、ふっと涼しさを感
じることができたひとときでした。
　次号も、子どもたちが生き生きと取り組
む古典の授業をご紹介します。どうぞお楽
しみに。 




