
3 2

特集 「国語の力」を育てる II ―読む力―

造
と
組
織
が
平
明
に
図
示
さ
れ
て
納
得
し
た
。「
読
む
」
と
は
こ
の
よ

う
な
「
分
か
り
易
さ
へ
の
体
験
」
と
感
じ
た
。
ま
た
、
新
潮
社
の
月
刊

誌
『
波
』
の
表
紙
で
、
藤ふ

じ

沢さ
わ

周し
ゅ
う

平へ
い

の
自
筆
に
出
会

．
．

っ
た
の
は
昨
年
十

一
月
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
た
そ
が
れ
清
兵
衛
』
の
題
名
は
『
う
つ
む
き

清
兵
衛
』
が
初
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
発
見

．
．

、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。（
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
語
教
育
学
会
の
機
関
誌
『
月
刊
国
語
教
育
研

究
』
の
四
月
号
に
書
い
た
。）
最
近
の
映
画

．
．

の
中
で
は
、『
た
そ
が
れ
清

兵
衛
』
が
好
評
で
あ
っ
た
が
、
私
は
小こ

泉い
ず
み

堯た
か

史し

監
督
の
『
阿
弥
陀
堂

だ
よ
り
』
を
観
て

．
．

、〈
自
然
を
よ
む

．
．
．
．
．

〉
体
験
を
し
た
。
信
州
の
山
々
が

こ
れ
ほ
ど
の
美
し
さ
で
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
感
動
し
、
さ
ら
に
北き

た

林ば
や
し

谷た
に

栄え

の
お
ば
あ
さ
ん
役
に
魅
了
さ
れ
た
。
こ
の
映
画
の
キ
ャ
ス
ト
紹
介
や

主
人
公
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん

．
．

で
、
映
画
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
切

実
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
原
作
者
南な

木ぎ

佳け
い

士し

の
活
字

（
文
春
文
庫
）
を
読
む

．
．

に
至
っ
た
の
だ
っ
た
。
文
献
の
連
鎖
性
と
い
う

本
能
め
い
た
も
の
が
、
人
間
を
読
者

．
．

に
す
る
。
文
献
か
ら
文
献
へ
、
情

報
（
テ
レ
ビ
・
映
画
そ
の
他
の
文
化
財
）
か
ら
文
字

．
．

へ
。（
北
林
谷
栄

か
ら
『
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
』
の
キ
ム
・
ウ
ル
ブ
ン
へ
）。
そ
の
意
味

で
は
、
音
読
、
朗
読
、
暗あ

ん

誦し
ょ
う

な
ど
の
最
近
の
流
行
も
関
連
拡
散

．
．
．
．

の
風
潮

と
し
て
の
一
つ
の
「
流
れ
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
新
日
本
語
の

現
場
』（
橋は

し

本も
と

五ご

郎ろ
う

監
修
　
読
売
新
聞
　
新
日
本
語
企
画
班
　
中
公
新

書
ラ
ク
レ
）
も
こ
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
。

私
た
ち
の
仲
間
、
津つ

田だ

成せ
い

一い
ち

氏
に
「
読
む
こ
と
か
ら
よ
む
こ
と
へ
」

と
い
う
発
想
が
あ
る
。
読
む
・
よ
む
は
読
書
で
あ
り
情
報
処
理
で
あ

る
。
よ
み
人
知
ら
ず
に
代
表
さ
れ
る
表
現
・
賦
詠
（
創
作
）
で
も
あ

る
。
意
義
が
広
い
。
二
十
一
世
紀
は
こ
の
広
が
り
を
許
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
津
田
成
一
（
敬
称
略
）
は
、
よ
み
の
対
象
と
し
て
、
文
章
・

情
報
・
記
号
・
課
題
・
将
来
・
時
間
・
状
況
・
自
然
・
内
面
・
く
ら
し

な
ど
を
挙
げ
た
。〈
文
章
〉・〈
記
号
〉
に
は
、
行
間
・
羅ら

針し
ん

盤ば
ん

・
計

器
・
楽
譜
・
点
字
等
々
が
含
ま
れ
る
。〈
情
報
〉
の
中
に
は
、
挿
絵
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
等
々
十
九
の
対

象
が
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
〈
占
い
（
く
ら
し
）〉
に
は
家
相
・
人
相
・

手
相
。
こ
れ
ら
の
項
目
を
数
え
挙
げ
る
と
総
計
七
十
に
及
ぶ
。
お
そ
ら

く
視
点
を
変
え
て
い
け
ば
、
百
以
上
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

読
み
の
力
は
内
面
的

．
．
．

で
あ
る
。
読
み
手
の
心
の
中
で
ゆ
ら
め
い
て
い

る
。
動
い
て
い
る
。
止
ま
っ
た
り
す
る
。「
主
題
」
な
ど
と
い
わ
れ
て

作
品
で
は
大
事
に
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
が
、
文
意
は
固
定
的
で
は
絶
対
に

な
い
。
津
田
が
挙
げ
て
い
る
「
内
面
を
よ
む
」
の
十
三
項
目
に
は
、
顔

色
・
表
情
・
気
持
ち
、
行
動
・
裏
・
腹
・
人
・
長
所
を
よ
む
。
音
声
・

自
己
・
家
風
・
音
・
味
を
よ
む
な
ど
が
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

並
ん
で
は
、
あ
ま
り
に
羅ら

列れ
つ

的て
き

で
あ
り
、
目
標
が
む
や
み
に
広
が
り
す

ぎ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん
な
に
欲
ば
ら
な
く
て
も

い
い
で
は
な
い
か
。
小
学
校
で
は
、
も
っ
と
基
礎
的
な
読
み
書
き
そ
ろ

ば
ん
を
、
と
批
判
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。「
流
行
よ
り
も
不
易
を
」

と
い
う
思
想
が
今
の
マ
ス
コ
ミ
で
あ
る
。
が
、
流
行
か
ら
不
易
が
生
ま

れ
る
こ
と
も
あ
る
。（
不
易
か
ら
し
か
流
行
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
一

面
も
あ
る
の
だ
）読
書
と
読
解
と
は
、
盾
の
両
面
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

考
え
た
が
、「
泣
」
で
始
ま
る
「
恐
い
存
在
」
が
読
み
取
れ
な
い
。〈
２
〉

に
移
っ
た
。
こ
れ
も
分
か
ら
ず
、〈
１
〉〜〈
５
〉の
五
問
の
う
ち
、
で
き

た
の
は
二
問
だ
け
。
あ
る
研
究
会
（
国
語
主
任
級
の
先
生
た
ち
十
数

人
）
で
試
し
て
も
ら
っ
た
が
、
正
答
の
平
均
点
は
五
分
の
三
・
二
で
あ

っ
た
。
有
名
私
立
の
入
試
問
題
文
を
読
み
解
く
大
人
の
力
の
不
足
を
思

い
知
ら
さ
れ
た
。
が
、
こ
の
問
題
文
の
「
慣
用
句
」
と
は
？
「
始
め
に

く
る
漢
字
」
と
は
？
漢
字．
で
な
く
「
泣
く
」「
打
つ
」「
当
た
る
」
な

ど
の
動
作
を
意
味
す
る
語．
を
出
せ
ば
、
？
は
生
じ
に
く
い
。
だ
か
ら
、

「
問
題
文
」
の
表
現
の
仕
方
に
問
題

．
．

が
あ
る
の
だ
。

先
の
事
例
は
「
読
み
の
力
」
の
中
の
「
入
試
文
の
読
解
力
」
に
限
ら

れ
た
特
例
で
あ
る
。
で
は
、
最
近
の
「
読
（
よ
）
み
」
の
実
際
は
、
読

書
体
験
は
？

私
は
、
読
書
家
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
昨
年

か
ら
今
年
に
か
け
て
の
「
日
本
語
ブ
ー
ム
」
に
対
応
す
る
に
は
音
を
あ

げ
た
。
日
本
語
と
名
の
つ
く
刊
行
本
は
な
る
べ
く
手
に
入
れ
よ
う
と
し

て
三
十
冊
以
上
も
購
入
し
た
。
こ
れ
ら
を
む
ろ
ん
隅
か
ら
隅
ま
で
読
ん

だ
わ
け
で
は
な
い
。
積
ん
読
の
部
に
入
る
。
齋さ

い

藤と
う

孝た
か
し

の
本
が
火
付
け

役
に
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
人
の
書
い
た
本
は
十
冊
近
く
手
に
入
れ
た
。

が
、『
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
』（
草
思
社
）
を
完
読
し
た
だ

け
。
そ
れ
も
例
文
名
文
は
題
目
だ
け
。『
週
刊
文
春
』
の
連
載
な
ど
は
、

む
し
ろ
無
視
し
よ
う
と
さ
え
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
か
ら
だ
を
読
む
』（
養よ

う

老ろ
う

孟た
け

司し

ち
く
ま
新
書
）
は
、
帯
に
「
毒
に

も
薬
に
も
な
ら
な
い
。」
と
あ
っ
た
が
、
す
ら
す
ら
分
か
り

．
．
．

、
体
の
構
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私
の
読
書
体
験

二
十
一
世
紀
の「
読
み
」

日
本
国
語
教
育
学
会
会
長
　
倉く

ら

澤さ
わ

栄え
い

吉き
ち

左
に
挙
げ
た
の
は
、
有
名
私
立
中
の
入
試
問
題
の
一
部
│

次
の〈
１
〉
〜〈
５
〉の
意
味
を
表
す
慣
用
句
を
答
え
な
さ
い
。

慣
用
句
の
始
め
に
く
る
漢
字
は
示
し
て
あ
り
ま
す
。

（
例
）
見
る
に
た
え
な
い
ほ
ど
み
す
ぼ
ら
し
い
。「
見
」

答
え
…
「
見
る
影
も
な
い
」

〈
１
〉
こ
わ
い
存
在
で
あ
る
様
子
。「
泣
」（
以
下
略
）

最
初
の〈
１
〉の
問
題
か
ら
私
は
困
惑
し
た
。
掲
載
新
聞
（
二
〇
〇
三

年
三
月
三
十
一
日
　
読
売
新
聞
　
夕
刊
）
に
は
解
答
例
も
あ
っ
た
が
、

正
答
を
見
る
前
に
、
小
学
校
六
年
生
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
こ
の
有
名

私
立
中
の
入
試
に
応
じ
て
み
よ
う
と
し
た
の
だ
が
…
…
。
一
生
懸
命
に
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