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本
校
の「
読
書
」に
関
す
る
取
り
組
み

本
校
で
は
夏
期
と
冬
期
の
長
期
休
業
中
に
、
学
年
全
員
が
一
冊
の
同
じ

本
を
読
み
、
長
期
休
業
後
に
そ
の
本
を
使
っ
た
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。

宿
題
と
し
て
課
す
だ
け
で
あ
る
と
生
徒
た
ち
の
負
担
も
大
き
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
長
期
休
業
前
二
週
間
を
「
朝
読
書
」
の
時
間
と
し
て
ま

と
め
取
り
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
星
新
一
訳
の
『
竹
取
物
語
』（
角
川
書
店
）、
辻
仁
成
の
『
そ

こ
に
僕
は
い
た
』（
新
潮
社
）、
池
澤
夏
樹
の
『
南
の
島
の
テ
ィ
オ
』（
文

藝
春
秋
）
を
扱
っ
た
。

本
稿
で
は
、
教
科
書
教
材
に
あ
る
『
竹
取
物
語
』
と
関
連
さ
せ
て
取
り

組
ん
だ
二
つ
の
実
践
を
紹
介
し
た
い
。

星
新
一
訳『
竹
取
物
語
』の
魅
力

『
竹
取
物
語
』は
古
典
の
入
門
単
元
と
し
て
ど
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
音
読
・
暗
唱
・
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
学
習
は
、
帯
単
元
と
し
て

継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
る「
古
典
暗
唱
」の
時
間
に
回
し
、
本
単
元
で

は
、
日
本
最
古
の
物
語
で
あ
り
、
だ
れ
も
が
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る「
か
ぐ

や
姫
」の
話
を
、
現
代
語
訳
で
全
編
通
し
て
読
む
と
い
う
学
習
を
行
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
星
新
一
訳
『
竹
取
物
語
』（
角
川
書
店
）を
使
用
し
た
。

こ
の
本
を
学
習
材
と
し
た
の
は
、
原
文
に
忠
実
で
文
章
が
平
易
で
あ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｓ
Ｆ
作
家
と
し
て
の
訳
者
自
身
の
解
釈
や
解
説
、
補
足

「
表
の
作
成
例
」
と
し
て
は
、
五
人
の
貴
公
子
た
ち
の
話
を
整
理
す
る

と
い
う
も
の
を
用
意
し
た
。「
貴
公
子
名
・
宝
物
・
入
手
方
法
・
結
果
・

生
ま
れ
た
言
葉
・
詠
ま
れ
た
和
歌
」
と
い
っ
た
項
目
を
立
て
て
、
そ
れ
に

関
す
る
必
要
な
情
報
を
素
早
く
読
み
取
っ
て
整
理
し
た
の
で
あ
る
。
学
習

者
に
は
、
自
分
の
関
心
に
応
じ
て
読
み
取
る
情
報
の
項
目
を
変
え
た
り
、

考
え
た
り
し
て
よ
い
と
伝
え
た
。

実
践
２
　
交
流
を
通
し
て
古
典
に
親
し
む
（
四
時
間
扱
い
）

本
単
元
で
は
、『
竹
取
物
語
』
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
理
由
を
読
み
解

き
、
そ
れ
を
交
流
す
る
こ
と
を
通
じ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
成
す
る

こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
。

実
践
１
で
整
理
し
な
が
ら
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
要
点
を
示
し
な
が

ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
以
下
は
、
意
見
の
交
換
を
通
じ
て

学
習
者
た
ち
が
獲
得
し
た
気
づ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

活
字
離
れ
が
進
ん
で
い
る
今
、
中
学
生
に
一
冊
の
本
を
読
み
通
し
た
充

足
感
を
味
わ
わ
せ
た
い
と
考
え
、
本
一
冊
を
丸
ご
と
授
業
で
扱
う
実
践
を

重
ね
て
い
る
。
今
回
の
実
践
で
は
、
古
典
を
楽
し
む
こ
と
を
最
終
の
目
的

と
し
つ
つ
、
情
報
の
活
用
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
意
識
し
て
授
業
を

展
開
し
て
い
っ
た
。

教
科
書
教
材
か
ら
読
書
に
発
展
さ
せ
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
も
実
践
し
て

き
て
い
る
が
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
本
一
冊
を
丸
ご
と
使
っ
た
実
践
を
重

ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中

で
も
各
章
末
に
あ
る
訳
者
の
「
一
息
」
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
を
学
習
者
に
投
げ
か
け
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
挿
絵
が
多
く
、
し
か
も
一

ペ
ー
ジ
大
で
あ
る
の
で
、
当
時
の
生
活
様
式
を
知
る
う
え
で
の
手
が
か
り

を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
学
習
材
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

実
践
１
　
情
報
を
整
理
し
て『
竹
取
物
語
』
を
読
む
（
三
時
間
扱
い
）

本
単
元
で
は
、『
竹
取
物
語
』
を
古
典
の
学
習
材
と
し
て
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
情
報
の
活
用
能
力
の
育
成
を
主
眼
と
し
た
。
あ
と
に
計
画
し
て

い
た
「
交
流
を
通
し
て
古
典
に
親
し
む
」（
実
践
２
）
と
の
流
れ
を
意
識

し
、『
竹
取
物
語
』
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
、
一
覧
で
き
る
よ
う
な
表

に
整
理
し
た
の
で
あ
る
。
授
業
に
際
し
て
、
指
導
者
が
用
意
し
た
「
学
習

の
手
び
き
」
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
最
終
的
に
は
、『
竹
取
物
語
』
と
い
う
古
典
が
、
千
年
以
上
も
日

本
人
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
理
由（
＝
魅
力
・
現
代
と
の
共
通
点
）

に
つ
い
て
、
考
え
る
こ
と
を
目
ざ
す
。

○「
自
分
の
読
み
」
を
も
つ
た
め
に
、『
竹
取
物
語
』
の
本
に
描
か
れ

て
い
た
内
容
を
整
理
す
る
。

○
Ｂ
４
用
紙
一
枚
に
、
整
理
し
た
内
容
が
「
一
覧
で
き
る
よ
う
に
」

ま
と
め
る
。

本
一
冊
を
丸
ご
と
授
業
で
扱
う
（
一
年
）

○
時
間
に
対
す
る
意
識
が
現
代
と
は

違
う
と
思
う
。『
竹
取
物
語
』
の

人
々
は
恋
で
も
何
で
も
ゆ
っ
た
り

と
か
ま
え
て
い
る
。

○
子
ど
も
を
大
切
に
育
て
る
心
や
、
そ

の
子
ど
も
と
別
れ
る
と
き
の
悲
し

さ
な
ど
は
現
代
と
共
通
し
て
い
る
。

○
こ
れ
は
平
安
時
代
の
Ｓ
Ｆ
！

昔
の

人
も
で
っ
か
い
夢
を
も
っ
て
い
た
。

○
昔
の
人
も
「
ダ
ジ
ャ
レ
」
が
好
き

だ
っ
た
。

▲表の作成例

▼プレゼンテーションの様子
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