
三
年
Ｂ
組
　伊
勢
　萌
花
さ
ん
（
35
冊
）

Q 

好
き
な
本
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

佐
野
洋
子
さ
ん
の
『
１
０
０
万
回
生
き
た
ね
こ
』
で
す
。
こ
の
作

品
は
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と
読
ん
で
い
て
、
読
む
た
び
に
本
当
に

深
い
話
だ
と
感
動
し
ま
す
。
絵
本
だ
か
ら
と
侮
ら
ず
、
読
ん
だ
こ

と
の
な
い
人
は一度
で
も
良
い
の
で
読
ん
で
ほ
し
い
作
品
で
す
。

Q 

好
き
な
作
家
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

浅
葉
な
つ
さ
ん
で
す
。『
神
様
の
御
用
人
』
シ
リ
ー
ズ
が
好
き

で
す
。

Q 

今
年
読
ん
だ
本
で一番
印
象
に
残
って
い
る
本
は
何
で
す
か
。

A	

江
戸
川
乱
歩
の
『
押
絵
を
旅
す
る
男
』
で
す
。
読
み
進
め
て

い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
と
世
界
観
に
入
り
込
み
、
自
分
も
同
じ

情
景
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
印
象
的
な
作

品
で
し
た
。

Q 

今
後
読
ん
で
み
た
い
本
は
あ
り
ま
す
か
。

A	

凪
良
ゆ
う
さ
ん
の『
汝
、星
の
ご
と
く
』と
安
壇
美
緒
さ
ん
の『
ラ

ブ
カ
が
静
か
に
弓
を
持
つ
』
で
す
。
他
に
は
、
今
ま
で
の
読
ん

だ
こ
と
の
な
い
ミ
ス
テ
リ
ー
や
推
理
小
説
な
ど
も
読
ん
で
み
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
年
Ａ
組
　高
橋
　叶
夢
さ
ん(

16
冊)

Q 

好
き
な
本
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

好
き
な
本
は
『
カ
ラ
フ
ル
』『
線
は
僕
を
描
く
』
で
す
。

Q 

好
き
な
作
家
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

森
絵
都
さ
ん
、
砥
上
裕
將
さ
ん
で
す
。
二
人
と
も
私
の
好
き
な

本
の
作
家
で
す
。

Q 

今
年
読
ん
だ
本
で一番
印
象
に
残って
い
る
本
は
何
で
す
か
。

A	

『
カ
ラ
フ
ル
』
で
す
。
こ
の
本
は
中
学
生
の
時
に
初
め
て
読
ん
だ

本
で
す
が
、読
み
終
わ
っ
た
時
の
感
動
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

本
を
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
本
で
す
。
今
年
も
ま
た

読
ん
で
み
ま
し
た
。
普
段
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
親
の
優

し
さ
と
、
自
分
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
作
品
で
す
。
今
悩

ん
で
い
る
人
、
自
分
を
変
え
た
い
人
、
ぜ
ひ
こ
の
本
を
読
ん
で
み

て
ほ
し
い
で
す
。

Q 

今
後
読
ん
で
み
た
い
本
は
あ
り
ま
す
か
。

A	

『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
や
い
ろ
ん
な
作
家
の
エ
ッ
セ
イ
を

読
ん
で
み
た
い
で
す
。

編
集
後
記

と
が
で
き
ま
す
。
テ
ー
マ
も
毎
回
興
味

深
い
も
の
が
多
く
、
小
論
文
関
連
の
本

や
授
業
や
探
究
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
も

の
、
メ
デ
ィ
ア
化
し
た
作
品
な
ど
多
様

な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
の
展
示
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
ま
で
は
手
に
取
る
こ
と
が

な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
図
書
と
も
出
合

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
移

動
図
書
館
を
愛
用
し
て
く
れ
て
い
た
方

も
利
用
し
た
こ
と
の
な
い
方
も
ぜ
ひ
移

動
図
書
館
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

  

図
書
館
便
り

　
城
南
生
の
読
書
や
本
へ
の
興
味
関
心

よ
う
、
通
常
サ
イ
ズ
の
絵
本
も
同
時
に

展
示
し
ま
し
た
。
図
書
委
員
が
そ
れ
ぞ

れ
お
す
す
め
の
絵
本
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
作
成

し
ま
し
た
。
図
書
新
聞
の
展
示
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
図
書
委
員
の
視

点
か
ら
、
図
書
や
読
書
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
新
聞
と
な
り
ま
し

た
。

　
今
年
度
も
多
く
の
方
に
来
場
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
来
場
者
の
方
に
と
っ

て
少
し
で
も
読
書
を
身
近
に
感
じ
て
も

ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　今
年
度
の
横
手
城
南
高

校
図
書
館
か
ら
の
貸
出
総

数
は
二
百
十
六
冊(

十
二
月

三
十
一
日
現
在)

で
し
た
。

昨
年
度
は
九
十
四
冊
（
令
和

四
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
統
計
）
で

し
た
の
で
、
昨
年
度
よ
り
も

本
校
図
書
館
の
貸
出
総
数
は

増
え
ま
し
た
。

　各
学
年
で
本
を
借
り
て
い

る
人
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、

一
年
生
が
合
計
八
十
八
冊
、

二
年
生
が
合
計
十
二
冊
、
三

年
生
が
合
計
九
十
四
冊
と
な

り
、
三
年
生
の
図
書
館
利
用

　
先
日
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
、

我
々
の
主
要
な
情
報
源
で
あ
っ
た
４
マ

ス
媒
体
（
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
雑

誌
と
い
う
４
つ
の
メ
デ
ィ
ア
の
総
称
）
の

存
在
感
が
薄
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
話

を
聞
い
た
。

　
30
代
を
境
に
テ
レ
ビ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
時
間
が
逆
転
し
て
い
る
状
況
に

あ
り
、
現
在
の
若
者
世
代
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
介
し
て
日
常
的
に

様
々
な
情
報
と
接
触
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
進
み
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
更
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を

も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
専
門
家
は
予
測
し

て
い
る
。

　
4
マ
ス
媒
体
で
は
自
然
と
幅
広
い
情
報

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
は
、
情
報
を
自
分
の
好
み
に
合

わ
せ
て
作
り
変
え
た
り
、
取
捨
選
択
し
た

り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま

り
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
情
報
ば
か

り
を
収
集
し
、
反
対
に
都
合
の
悪
い
情
報

や
興
味
の
な
い
情
報
は
排
除
す
る
と
い
う
、

情
報
収
集
の
偏
り
が
進
む
こ
と
と
な
る
。

　
加
え
て
、
昨
今
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

や
動
画
な
ど
、
事
実
を
伝
え
る
メ
デ
ィ

ア
よ
り
も
面
白
い
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
も
の
も
出
現
し
、
一
見
す
る
と

「
嘘
」
が
「
真
実
」
に
見
え
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
情
報
が
氾
濫
す

る
現
在
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
を
真
正
面

か
ら
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
情
報
の

真
偽
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
力
、
正
し

く
活
用
す
る
力
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
の
一
助
と
な
る
の
が
本
で
あ
り
、
読

書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
校
は
令
和
２
年
度
か
ら
「
学
校
図
書

館
活
性
化
モ
デ
ル
校
」
に
指
定
さ
れ
、
今

年
度
も
図
書
部
や
図
書
委
員
会
が
中
心
と

な
っ
て
読
書
推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
全
校
生
徒
及
び
教
職
員
に
図
書
カ
ー

ド
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
県
立
図
書
館

か
ら
の
セ
ッ
ト
貸
出
の
利
用
を
継
続
す
る

こ
と
で
、
移
動
図
書
館
を
各
学
年
の
フ
ロ

ア
に
設
置
す
る
な
ど
、
読
書
へ
の
興
味
・

関
心
を
高
め
利
用
促
進
に
つ
な
げ
よ
う
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
学
校
図
書
館
の
魅
力
は
様
々
あ
る
が
、

買
っ
た
本
と
違
っ
て
読
後
の
置
き
場
所
に

困
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
無
料

で
あ
る
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
更
に

は
新
着
本
が
数
多
く
あ
る
こ
と
も
あ
り
が

た
い
。
城
南
生
で
あ
れ
ば
誰
で
も
無
料
で

利
用
で
き
る
の
で
、
限
ら
れ
た
小
遣
い
も

他
の
こ
と
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
全
校
生
徒
に
は
、
是
非
、
一
人
で
も
多
く

本
校
図
書
館
に
足
を
運
ん
で
み
て
ほ
し
い
。

　
そ
こ
に
は
、
あ
な
た
の
人
生
を
変
え
る

本
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

貸
出
の
現
状 

読
書
で
本
質
を
見
抜
き

　
　
　
　    

活
用
す
る
力
を

　
　
　

　
　
　
校校    

長
　
長
　
寺
　
田
　
　
潤

 

「
仮
面
病
棟
」知

念
　
実
希
人

　
こ
の
本
を
一
言
で
表
す
な
ら

ば
「
大
ど
ん
で
ん
返
し
」
で
す
。

自
分
も
今
ま
で
様
々
な
ミ
ス
テ

リ
ー
小
説
を
読
ん
で
き
た
の
で

す
が
、
こ
の
本
に
は
他
の
小
説

と
は
違
う
異
質
さ
が
あ
り
ま
し

た
。
舞
台
で
あ
る
病
院
の
情
景

が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る

ほ
ど
、
読
ん
で
い
て
分
か
り
や

す
く
、
と
て
も
お
す
す
め
の
ミ

ス
テ
リ
ー
小
説
で
す
。
文
章
の

中
で
細
か
い
伏
線
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
て
、
そ
の
伏
線
を
回

収
し
て
い
く
の
が
と
て
も
面
白

か
っ
た
で
す
。
ま
た
ス
ト
ー
リ
ー

の
中
で
出
て
く
る
ピ
エ
ロ
の
展

開
に
と
て
も
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド

はばたけ

発行者

秋田県横手市根岸町2−14

秋田県立横手城南高等学校

図書委員会

　
全
国
の
高
校
生
の
不
読
率
の
割
合
が

五
割
を
超
え
る
と
い
う
デ
ー
タ
に
、
本

校
の
実
態
は
ど
う
だ
ろ
う
と
気
に
な
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
結
果

は
記
事
の
通
り
で
す
が
、
自
由
記
述
の

欄
に
一
人
一
人
が
自
分
の
読
書
観
を
し
っ

か
り
と
記
入
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
が
、

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
度
は
創
立
百
十
周
年
の

記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
図

書
館
に
あ
る
資
料
を
参
考
に
、
幸
田
露

伴
の
校
歌
に
思
い
を
寄
せ
て
み
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
図
書
館
に
足
を
運
ん
で

も
ら
え
た
ら
幸
い
で
す
。

　
読
書
の
楽
し
み
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

す
。
最
近
は
電
子
書
籍
や
電
子
情
報
も

充
実
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
書
物
に
触

れ
、
じ
っ
く
り
と
自
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

思
考
を
巡
ら
す
こ
と
で
、
心
が
豊
か
に

な
り
ま
す
。

　
今
年
度
、
図
書
カ
ー
ド
を
作
成
し
た

と
こ
ろ
、
図
書
の
利
用
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
城
南
高
校
図
書
部
で
は
、
一
人
で

も
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
持
ち

し
て
い
ま
す
。

キ
し
夢
中
で
読
み
進
め
て
し
ま

い
ま
す
。

　
こ
の
小
説
は
、
坂
口
健
太
郎

さ
ん
が
主
演
し
た
実
写
映
画
が

２
０
２
０
年
３
月
に
公
開
さ
れ

て
い
て
、
映
画
の
方
も
面
白
い

で
す
。

　

 

「
き
み
の
た
め
に

で
き
る
コ
ト
」

菊
田
　
ま
り
こ

　
わ
た
し
は
こ
の
本
で
「
あ
た

り
ま
え
の
日
々
は
小
さ
な
積
み

重
ね
で
簡
単
に
壊
れ
て
し
ま
う
」

と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

家
族
、
友
人
、
恋
人
…
。
み
な

さ
ん
の
大
切
な
人
と
の
時
間
は

当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
や  

〝伝

え
た
い
こ
と
は
言
葉
に
し
な
い

と
伝
わ
ら
な
い〟  

と
い
う
こ
と
を

改
め
て
知
る
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。
私
も
一
分
一
秒
を
無

駄
に
し
な
い
よ
う
に
、
自
分
の

気
持
ち
を
言
葉
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

 

桜
風
堂
も
の
が
た
り

鈴
ノ
木
　
ユ
ウ

　
こ
の
物
語
は
万
引
き
事
件
を

き
っ
か
け
に
長
年
勤
め
て
い
た

書
店
を
辞
め
た
青
年
・
月
原
一

整
が
、
と
あ
る
町
の
書
店
で
さ

ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
し
て
い
く

と
い
う
物
語
で
す
。
本
を
通
じ

て
伝
え
た
い
作
者
の
思
い
や
、

  

移
動
図
書
館

　
横
手
城
南
高
校
の
各
フ
ロ
ア
に
、
図

書
の
展
示
・
貸
出
を
行
う
移
動
図
書

館
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
城
南
高
校
所

蔵
の
図
書
の
中
か
ら
、
図
書
委
員
が
毎

回
お
す
す
め
の
本
を
選
び
展
示
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
秋
田
県
立
図
書
館
か
ら

の
本
も
展
示
・
貸
出
し
て
い
ま
す
。
ど

ち
ら
の
本
も
誰
で
も
自
由
に
借
り
る
こ

そ
れ
を
多
く
の
人
に
届
け
た
い

と
い
う
書
店
員
た
ち
の
お
も
い

が
繋
が
り
、
奇
跡
を
起
こ
し
て

い
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

こ
の
本
を
読
む
と
温
か
い
気
持

ち
に
な
る
と
と
も
に
勇
気
を
も

ら
え
ま
す
。
登
場
人
物
全
員
が

本
を
愛
し
、
大
切
に
し
て
い
る

気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
本
は
文
章
表
現
の

美
し
さ
が
魅
力
的
で
す
。
情
景

描
写
は
も
ち
ろ
ん
登
場
人
物
た

ち
の
繊
細
な
気
持
ち
も
動
き
が
、

と
て
も
綺
麗
な
言
葉
で
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
お
と
ぎ

話
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な

心
温
ま
る
文
章
は
読
ん
で
い
て

引
き
込
ま
れ
ま
す
。

で
は
、「
し
お
り
コ
ン
テ
ス
ト
」、「
大

型
絵
本
の
展
示
」「
図
書
新
聞
の
展
示
」

を
行
い
ま
し
た
。
し
お
り
コ
ン
テ
ス
ト

は
、
全
学
年
、
全
職
員
を
対
象
に
募
集

し
、
合
計
35
枚
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

力
作
揃
い
の
エ
ン
ト
リ
ー
作
品
か
ら
、

２
Ａ
の
六
郷
優
海
さ
ん
と
１
年
Ｂ
組
本

間
凜
さ
ん
の
し
お
り
が
最
優
秀
作
品
に

選
ば
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
芸

術
性
が
高
く
素
敵
な
作
品
で
し
た
。
大

型
絵
本
の
展
示
で
は
、
子
ど
も
向
け
の

大
型
絵
本
、
仕
掛
け
絵
本
を
中
心
に
展

示
を
し
ま
し
た
。
実
際
に
来
場
さ
れ
た

方
に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
教
職
員
は
合
計

二
十
二
冊
借
り
て
い
る
状
況

で
、
学
校
全
体
で
図
書
館
を

利
用
し
て
い
る
こ
と
が
デ
ー
タ

か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

　今
年
度
の
貸
出
ラ
ン
キ
ン
グ

を
見
る
と
、
小
説
か
ら
絵
本
、

マ
ン
ガ
と
幅
白
い
図
書
が
貸

し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
刊
だ

け
で
は
な
く
、
教
科
書
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
文
学
作

品
も
見
ら
れ
ま
す
。

　本
校
の
図
書
館
に
は
、
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
図
書
が
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
図
書
館
に
足
を
運

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な

本
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

多
読
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

【移動図書館】クラス別貸出冊数（2023.4～12月）

【図書館】クラス別貸出冊数（2023.4～12月）
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図
書
委
員
会
活
動
報
告

三年生の
オススメの本

　皆さんの読書時間が豊かになるように

と、三年生のみなさんがお薦めの図書を

選びました。読書の参考にしてください。

を
高
め
て
も
ら
お
う
と
図
書
館
だ
よ
り

を
発
行
し
て
い
ま
す
。
新
任
の
先
生
方

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
先
生
方
の

読
書
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
お
す

す
め
の
本
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
毎
回

様
々
な
テ
ー
マ
で
図
書
館
便
り
を
作
成

し
、
読
書
の
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
な

編
集
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、

城
南
生
の
読
書
や
本
へ
の
興
味
関
心
を

引
き
出
せ
る
よ
う
な
編
集
に
努
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

  

城  

南  

祭

　
今
年
度
の
城
南
祭
で
、
図
書
委
員
会

横手城南高等学校図書館報「翔」 横手城南高等学校図書館報「翔」（１）令和 6年３月１日 令和 6年３月１日 第 103 号（４）第 103 号



「
校
歌
に
思
い
を
寄
せ
て
」

　
　

小
山
　
隆

実
際
の
手
紙
の
一
部
が
本
校
に
残
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
露
伴
全
集
に
も
沼
田

校
長
と
の
書
簡
が
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
当
時
の
様
子
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
あ
ら
た
め
て
本
校
の
校
歌
の
歌
詞
を

読
ん
で
み
る
と
、
一
番
か
ら
四
番
ま
で

起
承
転
結
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

内
容
の
素
晴
ら
し
さ
だ
け
で
な
く
、
一

つ
一
つ
の
言
葉
を
吟
味
し
て
選
ん
で
い

る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
番
の
歌
詞
に
は
、「
鳥
海
の
山
は
我

等
の
窓
に
入
る
」
と
あ
り
ま
す
。
よ
く

晴
れ
た
日
に
は
校
舎
の
南
側
に
素
晴
ら

し
い
鳥
海
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、「
露
の
あ
し
た
も
雪
の
日
も
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
海
山
は
い
つ
も
私

た
ち
の
「
心
の
窓
」
に
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
鳥
海
山
の
よ
う
に
姿
清
ら
に
潔
く
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
溢
れ
た
城
南
生
で

あ
り
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
二
番
の
歌
詞
は
、「
海
を
学
び
て
海
に

ゆ
く
」
と
始
ま
り
、
大
き
な
目
標
に
向

か
っ
て
常
に
流
れ
て
い
る
水
の
よ
う
に
、

目
標
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
を
惜
し

ま
ず
に
自
ら
行
動
す
る
こ
と
の
大
切
さ

が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
の
古
い
書
物
に
「
百
川
海
に
学

ん
で
海
に
至
る
、
丘
陵
は
山
に
学
ん
で

山
に
至
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
の
川
の
水
は
大
き
な
海
に

あ
こ
が
れ
て
常
に
動
い
て
い
る
の
で
、

や
が
て
海
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
丘
陵
は
高
い
山
に
あ
こ
が
れ
て

も
、
自
分
か
ら
動
か
な
い
の
で
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
丘
陵
の
ま
ま
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
露
伴
は
漢
文
学
を
研
究

し
て
い
ま
し
た
の
で
、こ
の
「
百
川
学
海
」

と
い
う
言
葉
と
旭
川
を
結
び
付
け
て
作

詞
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
二
番
の
歌
詞
の
構
成
が
一

番
の
歌
詞
の
構
成
と
対
に
な
っ
て
お
り
、

雄
大
な
山
で
あ
る
鳥
海
山
と
豊
か
に
流

れ
る
旭
川
を
城
南
生
の
指
針
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
魅
力
的
で
す
。

　
三
番
で
は
景
色
が
遠
景
か
ら
近
景
へ

と
変
わ
り
、
花
の
雲
の
よ
う
に
咲
く
お

城
山
の
桜
に
目
が
移
り
ま
す
。「
匂
ふ
」

は
「
目
に
見
え
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
季
節
は
春
、
希
望
や
期
待
に
満
ち
溢

れ
て
い
て
、
新
し
い
決
意
を
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
お
城
山
の
周
辺
に
は
お

寺
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
今
で
も
定
時
に

鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

お
城
山
の
下
を
流
れ
る
旭
川
に
は
赤
い

欄
干
の
あ
る
橋
が
あ
り
ま
す
。
橋
か
ら

お
城
山
を
見
上
げ
て
希
望
を
新
た
に
す

る
と
き
、「
朱
欄
を
め
ぐ
る
鐘
の
声
」
は
、

そ
ん
な
自
分
自
身
の
決
意
を
励
ま
し
て

く
れ
る
よ
う
に
心
に
響
き
ま
す
。

　
お
城
山
に
咲
く
桜
を
見
て
、
そ
の
時

の
城
南
生
は
ど
ん
な
「
思
い
」
を
抱
い

た
の
だ
ろ
う
か
、
と
想
像
が
ふ
く
ら
み

ま
す
。

　
結
び
の
四
番
で
は
、
本
校
の
敷
地
に

堂
々
と
そ
び
え
立
つ
銀
杏
に
焦
点
を
あ

て
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
と
根
を
張
り

ま
っ
す
ぐ
に
力
強
く
立
つ
姿
を
手
本
に

し
て
、
高
い
志
を
持
ち
、
様
々
な
こ
と

を
吸
収
し
な
が
ら
成
長
で
き
ま
す
よ
う

に
、
在
学
中
も
卒
業
後
も
仲
睦
ま
じ
く

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、
そ

し
て
銀
杏
の
葉
の
よ
う
に
末
広
が
り
で

幸
多
い
人
生
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
と

い
う
城
南
生
の
未
来
へ
の
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
歌
詞
に
は
「
露
の
あ
し

た
」、「
雪
の
日
」、「
風
の
暁
」、「
雨
の

夕
」
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ
ま

り
嬉
し
く
な
い
天
気
を
表
す
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
い
い
天
気
が
感
じ
ら

れ
る
の
は
「
銀
杏
の
樹
蔭
」
く
ら
い
で
す
。

ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、

そ
の
答
え
が
「
百
周
年
記
念
誌
」
の
中

に
あ
り
ま
し
た
。

　
本
校
に
在
職
し
て
い
た
津
川
威
智
夫

先
生
に
よ
る
と
、
校
歌
に
は
主
題
と
な

る
「
色
」
が
あ
る
そ
う
で
す
。
一
番
は

「
白
」、
二
番
は
「
青
」、
三
番
は
「
赤
」、

四
番
は
「
緑
と
黒
」
で
す
。
中
国
の
思

想
に
、東
西
南
北
の
方
角
を
守
る
「
神
獣
」

と
い
う
の
が
あ
り
、
西
を
守
る
の
が
「
白

虎
」、
東
が
「
青
龍
」、
南
が
「
朱
雀
」、

そ
し
て
北
が
緑
色
の
亀
に
黒
い
蛇
が
巻

き
付
い
た
「
玄
武
」
と
い
う
名
前
の
神

獣
だ
そ
う
で
す
。
漢
文
学
に
通
じ
て
い

た
露
伴
は
、
こ
の
四
つ
の
「
神
獣
」
の

色
を
な
ぞ
っ
て
作
詞
し
た
に
違
い
な
い
、

と
津
川
先
生
は
寄
稿
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
た
し
か
に
、一
番
は
「
雪
の
日
」
や
「
露
」

な
ど
冬
の
白
い
鳥
海
山
を
連
想
さ
せ
る

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
番
は
水

の
青
、「
暁
」
も
夜
明
け
前
で
風
が
吹
い

て
い
る
の
で
薄
暗
い
青
の
イ
メ
ー
ジ
だ

そ
う
で
す
。
三
番
は
桜
と
朱
欄
の
赤
で

す
。
そ
し
て
四
番
は
銀
杏
の
幹
の
黒
と

葉
の
色
。
た
だ
し
、
葉
の
色
は
黄
色
で

は
な
く
若
い
緑
、「
向
上
の
意
気
天
を
衝

き
」
が
若
さ
を
表
し
て
お
り
、
さ
ら
に

「
銀
杏
の
樹
蔭
」
と
し
た
の
は
夏
を
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
て
葉
の
色
を
緑
に
し
た
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
。
な

る
ほ
ど
、
い
わ
れ
て
み
る
と
納
得
さ
せ

ら
れ
ま
す
。

　「
神
獣
」
は
ま
る
で
姿
が
見
え
な
い
神

の
よ
う
に
校
歌
の
背
景
に
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
方
角
か
ら
横
手
城
南
高
校
を
見
守

っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
校
歌
の

歌
詞
は
、
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う

に
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
選
び
抜
か
れ

て
い
て
、
と
て
も
味
わ
い
深
く
、
文
豪

「
幸
田
露
伴
」
が
練
り
に
練
っ
て
作
詞
し

た
様
子
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、「
小
松
耕
輔
」
は
由
利
本
荘

市
出
身
の
音
楽
家
で
、
作
曲
家
と
し
て

活
躍
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
曲
家
の

著
作
権
を
守
る
「
作
曲
者
組
合
（
現
在

のJA
S
R

A
C

）」
を
組
織
し
た
り
、
日

本
最
初
の
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
「
合
唱
競

演
大
音
楽
祭
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
日

本
の
音
楽
の
普
及
と
向
上
に
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。
日
本
初
の
オ
ペ
ラ
「
羽

衣
」
を
創
作
し
、
歌
曲
や
童
謡
も
数
多

く
発
表
し
て
お
り
、
豊
か
な
心
を
育
む

「
音
楽
教
育
の
父
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

校
歌
も
数
多
く
作
曲
し
、
国
内
お
よ
び

海
外
で
確
認
さ
れ
た
も
の
は
百
六
十
校

を
超
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
近
隣
の
学

校
で
は
、横
手
高
校
や
角
館
高
校(

若
杉
、

駒
草)

の
校
歌
も
作
曲
し
て
い
ま
す
。

　
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
年
）
に
制

定
さ
れ
た
本
校
の
校
歌
は
、
百
余
年
も

の
長
い
間
、
歌
い
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

自
然
豊
か
な
郷
土
の
美
し
い
情
景
に
託

し
、
友
情
・
向
上
心
・
努
力
の
尊
さ
を

諭
し
て
い
る
校
歌
を
歌
う
と
き
、
私
た

ち
は
目
指
す
べ
き
道
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
、
連
携
の
き
ず
な
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
今
年
度
四
月
か
ら
感
染
症
対
策
が
緩

和
さ
れ
、
三
年
ぶ
り
に
全
校
生
徒
が
一

堂
に
会
し
て
歌
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
名
曲
の
誉
れ
高
い
本

校
の
校
歌
を
、
こ
れ
か
ら
も
声
高
ら
か

に
歌
い
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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露
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九
巻

　
横
手
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ウ
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松
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楽
兄
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会
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育
委
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会

　
校   

歌

幸
田
露
伴
　
作
詞
　

小
松
耕
輔
　
作
曲
　

一
、 

姿
清
ら
に
い
さ
ぎ
よ
く

 

力
に
充
て
る
鳥
海
の

 

山
は
我
等
の
窓
に
入
る

 

露
の
あ
し
た
も
雪
の
日
も

二
、 

海
を
学
び
て
海
に
ゆ
く

 

流
れ
た
ゆ
ま
ぬ
旭
川

 

水
は
我
等
の
影
う
つ
す

 

風
の
暁
　
雨
の
夕

三
、 

故
城
に
匂
ふ
花
の
雲

 

思
ふ
こ
と
あ
り
我
が
心

 

朱
欄
を
め
ぐ
る
鐘
の
声

 

響
く
こ
と
あ
り
我
が
胸
に

四
、 

向
上
の
意
気
　
天
を
衝
き

 

根
柢
つ
よ
く
地
に
立
て
る

 

銀
杏
の
樹
蔭
睦
み
合
い

 

月
日
を
経
な
む
た
の
も
し
く

 

銀
杏
の
葉
形
末
広
く

 

我
が
世
を
経
な
む
幸
多
く

　
本
校
は
大
正
二
年
に
開
校
し
、
今
年

創
立
百
十
周
年
の
記
念
式
典
を
行
い
ま

し
た
。
校
歌
は
創
立
か
ら
九
年
後
の
大

正
十
一
年
頃
、
第
三
代
校
長
沼
田
平
治

先
生
が
「
幸
田
露
伴
」
に
依
頼
し
て
作

詞
さ
れ
ま
し
た
。
幸
田
露
伴
は
「
五
重

塔
」
な
ど
の
文
語
体
作
品
で
文
壇
で
の

地
位
を
確
立
し
、
尾
崎
紅
葉
と
と
も
に

「
紅
露
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
一
時
代
を
築

い
た
作
家
で
す
。
し
か
し
、
露
伴
は
横

手
に
一
度
も
来
た
こ
と
が
な
く
、
沼
田

校
長
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
、

苦
労
し
て
作
詞
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の

★自分の知らない言葉を知ることができてたくさんの言葉と出会うことができ
る。また、自分に必要な語句を覚えることができるし、視野が広がり、違う
視点から物事を見ることができる。また、感応性や共感性が高くなり、人間
関係が良好になる。図書を使って調べ物をするメリットは、図書においてあ
る小説や学術書などは何回も校正されて私達の手に届くので、どの本も信憑
性が高く、図などもあるのでわかりやすいもので調べやすいということ。
★自分は読書のメリットは実際に体験しなくても様々なことを体験した気持ち
になれることだと思います。自分がよく読む小説では作者の表現や言い回し
を通し、その作者がどの場面を強調したいのかや、登場人物がどんなことを
考えているのかなどを考えることができます。図書を利用して調べるメリット
は、全てが正確な情報という訳では無いけれどしっかりとした情報元があり、
信頼性のあるもので調べることができるところだと思います。
★心が落ち着く。心が豊かになって人生も豊かになるし視野が広がる。色々
なジャンルの本に親しむことができる。作者の作り出す世界観に没頭できる。
知らなかった知識が身につき、新しい価値観を知ることができる。自分と
異なる新たな解釈や考え方が生まれることで、新たな自分が見つかるかも
しれないこと。
★作者の考えと自分の考えを比べ、新しい考えを見つけたり、自分の考えを深め
たりすることができる点だと思います。また、作者が本当に伝えたいことを自
分で読み取り、新しい視野を広げることができると思います。図書を使って調
べ物をすることで、ネットよりも詳しい情報を得ることができると考えます。図
書を利用することで自分自身が大きく成長できるきっかけになると考えます。
★私は読書には語彙力を広げ、表現力を磨く力があると考えます。例えば小説
では、舞台となる地域・時代などにより、訛りが入ったり、独特の言い回しが出
てくると思います。そういったものを知り、自分で何かを表現する力をつけるこ
とができる、ということが読書のメリットだと考えます。また、図書を使用した
調べ物をするメリットは、その本の作者や、作者の周りの例や、考えにも触れ
ることができ、調べごとに対する視点を増やすことができる点だと思います。

読書についてのアンケートから
　令和４年度の「学校読書調査」によると、1か月に1冊も本を読まない「不読率」の割合は、小学生6.4%、中学生18.6%、高校生51.1%
という結果でした。本校は秋田県の読書推進型モデル校として、各学年のフロアでの移動図書館の設置や学校祭での展示、図書カードの発
行など、読書に親しんでもらうための様 な々工夫をしています。今回は城南生の読書に対する意識や考え方を知りたいと思いアンケート調査を
実施しました。アンケートは１月25日から１月31日までの１週間、任意に回答してもらう形で実施したところ、１年生129名、２年生94名、
３年生は自宅学習期間でしたが46名の生徒が回答してくれました。学校全体の回答率は60％でした。以下にその結果をお知らせします。

Q1.あなたはどんなジャンルの本が好きですか。（複数回答）

　全体的に小説やエッセイ、コミックなどの人気が圧倒的でした。
また、学年が進行するにしたがって、専門書や資格取得など進路
関係の分野への関心が高まる傾向がみられました。

Q3. 学校の図書館や移動図書館をどれくらい利用しましたか。
　授業以外で図書館を利用する回数を尋ねたところ、１回も利用し
たことのない生徒が５８％でした。本校の図書館は場所がわかりに
くく、なかなか足を運びにくいと
いうこともあると思います。しか
し、今年度図書カードを発行し
たところ、図書の貸し出し数が
大幅に増えています。また、図
書館では、学校司書の下タ村さ
んが丁寧にリファレンスサービス
をしてくれます。各学年のフロア
に設置している移動図書館も、
ぜひ積極的に利用してほしいと
思います。

Q5.インターネット上の情報を利用するときのメリットは何だと
思いますか。またデメリットは何だと思いますか。（自由記述）

　メリットは、◇簡単に最新情報を入手できる。◇時場所問わ
ず調べたいときすぐに検索できる。◇手軽にたくさんの情報を
比較できる。◇専門的な、マニアックな内容でも検索できる。
◇様々な視点から考えることができる。◇動画が見れる。など
の意見が多くありました。一方でデメリットとしては、◆間違っ
た情報がたくさん流れている。◆デマ情報や危険なサイトの判
別が難しい。◆情報元が分からない。◆広告に勧誘される。◆
情報の取捨選択が必要。◆トラブルに巻き込まれる。◆自分に
都合の良い情報だけになる。◆いいことも悪いこともすぐ広まる。
◆情報は半永久的にネット上に残り続ける。などの意見が多くありました。
　ほとんどの人が、ネットは手軽にいろいろな情報を手に入れる
ことができる一方で、情報の信憑性が低く玉石混合であり、自
分で情報の真偽を判断することが難しいと回答していました。ネ
ットの情報を鵜呑みにするのではなく、自分で真偽を確かめよ
うとする姿勢が素晴らしいと感じました。

Q2.４月から今まで何冊くらいの本を読みましたか。
　本を全く読んでいない人は回答
者の19％でした。読んでいない人
も含めて、１か月の一人当たりの
平均冊数を計算してみると1.03
冊となりました。多読の人もおり、
質問の仕方が異なるので単純比
較はできませんが、城南生は全
国の高校生に比べると読書に興
味や関心を持っている生徒の割
合が多いのではないかと感じてい
ます。

Q4.	知りたい事や、詳しく調べたいことがあるときあな
たはどうしますか。

　スマホ世代ということもあり、約９割の生徒がインターネット検
索を活用すると回答していて、図書館を利用する生徒は少ないのが
現実でした。中には両方を併用している生徒も複数おりました。ネ
ットの情報と図書から得られる情報のどちらにも利点があります。
上手に活用したいものです。

Q6. 読書のメリットは何だと思いますか。また図書を使って
調べ物をするメリットは何だと思いますか。（自由記述）

　一人一人が自分なりの読書観を持ちながら読書の魅力を感じており、
前向きに回答してくれていることに感銘を受けました。普段から読書に
親しんでいる様子が感じられ、これからも様々な本との出会いを通して、
さらに心が豊かになることを期待しています。

★自分の求めている情報がピンポイントで得ることができるということ
だと思う。時間がなかったり、今すぐ必要な情報な場合とても良いも
のだが、見方が一方的になってしまうのがデメリットになると思った。
また、正しい情報だけが載っているとは限らないのも欠点だと思う。
★多くの情報や様々な視点の情報を集めることができるというメリット
がある反面、その情報が必ず正しいとは限らないため、他の情報とも
照らし合わせて自分でも深く考えないといけないというデメリットがあ
ると考えます。
★わかりやすく、簡潔にまとめられているものが多いので、すぐに問題
を解決できる点がメリットだと思います。デメリットは一つの問題に対
して複数の回答がある場合もあり、どの情報が正しいのかわからない
点だと思います。また、ネット上での問題に巻き込まれないためにも、
自分の個人情報や特定されそうな情報を多く発信しないこと、自分
が閲覧した情報は本当に正しいのか周りの人に聞いてみたり、ネット
ではなく、図書館などにある資料を使ってみたりすることが大切だと
考えます。
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「
校
歌
に
思
い
を
寄
せ
て
」

　
　

小
山
　
隆

実
際
の
手
紙
の
一
部
が
本
校
に
残
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
露
伴
全
集
に
も
沼
田

校
長
と
の
書
簡
が
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
当
時
の
様
子
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
あ
ら
た
め
て
本
校
の
校
歌
の
歌
詞
を

読
ん
で
み
る
と
、
一
番
か
ら
四
番
ま
で

起
承
転
結
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

内
容
の
素
晴
ら
し
さ
だ
け
で
な
く
、
一

つ
一
つ
の
言
葉
を
吟
味
し
て
選
ん
で
い

る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
番
の
歌
詞
に
は
、「
鳥
海
の
山
は
我

等
の
窓
に
入
る
」
と
あ
り
ま
す
。
よ
く

晴
れ
た
日
に
は
校
舎
の
南
側
に
素
晴
ら

し
い
鳥
海
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、「
露
の
あ
し
た
も
雪
の
日
も
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
海
山
は
い
つ
も
私

た
ち
の
「
心
の
窓
」
に
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
鳥
海
山
の
よ
う
に
姿
清
ら
に
潔
く
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
溢
れ
た
城
南
生
で

あ
り
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
二
番
の
歌
詞
は
、「
海
を
学
び
て
海
に

ゆ
く
」
と
始
ま
り
、
大
き
な
目
標
に
向

か
っ
て
常
に
流
れ
て
い
る
水
の
よ
う
に
、

目
標
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
を
惜
し

ま
ず
に
自
ら
行
動
す
る
こ
と
の
大
切
さ

が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
の
古
い
書
物
に
「
百
川
海
に
学

ん
で
海
に
至
る
、
丘
陵
は
山
に
学
ん
で

山
に
至
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
の
川
の
水
は
大
き
な
海
に

あ
こ
が
れ
て
常
に
動
い
て
い
る
の
で
、

や
が
て
海
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
丘
陵
は
高
い
山
に
あ
こ
が
れ
て

も
、
自
分
か
ら
動
か
な
い
の
で
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
丘
陵
の
ま
ま
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
露
伴
は
漢
文
学
を
研
究

し
て
い
ま
し
た
の
で
、こ
の
「
百
川
学
海
」

と
い
う
言
葉
と
旭
川
を
結
び
付
け
て
作

詞
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
二
番
の
歌
詞
の
構
成
が
一

番
の
歌
詞
の
構
成
と
対
に
な
っ
て
お
り
、

雄
大
な
山
で
あ
る
鳥
海
山
と
豊
か
に
流

れ
る
旭
川
を
城
南
生
の
指
針
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
魅
力
的
で
す
。

　
三
番
で
は
景
色
が
遠
景
か
ら
近
景
へ

と
変
わ
り
、
花
の
雲
の
よ
う
に
咲
く
お

城
山
の
桜
に
目
が
移
り
ま
す
。「
匂
ふ
」

は
「
目
に
見
え
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
季
節
は
春
、
希
望
や
期
待
に
満
ち
溢

れ
て
い
て
、
新
し
い
決
意
を
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
お
城
山
の
周
辺
に
は
お

寺
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
今
で
も
定
時
に

鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

お
城
山
の
下
を
流
れ
る
旭
川
に
は
赤
い

欄
干
の
あ
る
橋
が
あ
り
ま
す
。
橋
か
ら

お
城
山
を
見
上
げ
て
希
望
を
新
た
に
す

る
と
き
、「
朱
欄
を
め
ぐ
る
鐘
の
声
」
は
、

そ
ん
な
自
分
自
身
の
決
意
を
励
ま
し
て

く
れ
る
よ
う
に
心
に
響
き
ま
す
。

　
お
城
山
に
咲
く
桜
を
見
て
、
そ
の
時

の
城
南
生
は
ど
ん
な
「
思
い
」
を
抱
い

た
の
だ
ろ
う
か
、
と
想
像
が
ふ
く
ら
み

ま
す
。

　
結
び
の
四
番
で
は
、
本
校
の
敷
地
に

堂
々
と
そ
び
え
立
つ
銀
杏
に
焦
点
を
あ

て
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
と
根
を
張
り

ま
っ
す
ぐ
に
力
強
く
立
つ
姿
を
手
本
に

し
て
、
高
い
志
を
持
ち
、
様
々
な
こ
と

を
吸
収
し
な
が
ら
成
長
で
き
ま
す
よ
う

に
、
在
学
中
も
卒
業
後
も
仲
睦
ま
じ
く

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、
そ

し
て
銀
杏
の
葉
の
よ
う
に
末
広
が
り
で

幸
多
い
人
生
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
と

い
う
城
南
生
の
未
来
へ
の
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
歌
詞
に
は
「
露
の
あ
し

た
」、「
雪
の
日
」、「
風
の
暁
」、「
雨
の

夕
」
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ
ま

り
嬉
し
く
な
い
天
気
を
表
す
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
い
い
天
気
が
感
じ
ら

れ
る
の
は
「
銀
杏
の
樹
蔭
」
く
ら
い
で
す
。

ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、

そ
の
答
え
が
「
百
周
年
記
念
誌
」
の
中

に
あ
り
ま
し
た
。

　
本
校
に
在
職
し
て
い
た
津
川
威
智
夫

先
生
に
よ
る
と
、
校
歌
に
は
主
題
と
な

る
「
色
」
が
あ
る
そ
う
で
す
。
一
番
は

「
白
」、
二
番
は
「
青
」、
三
番
は
「
赤
」、

四
番
は
「
緑
と
黒
」
で
す
。
中
国
の
思

想
に
、東
西
南
北
の
方
角
を
守
る
「
神
獣
」

と
い
う
の
が
あ
り
、
西
を
守
る
の
が
「
白

虎
」、
東
が
「
青
龍
」、
南
が
「
朱
雀
」、

そ
し
て
北
が
緑
色
の
亀
に
黒
い
蛇
が
巻

き
付
い
た
「
玄
武
」
と
い
う
名
前
の
神

獣
だ
そ
う
で
す
。
漢
文
学
に
通
じ
て
い

た
露
伴
は
、
こ
の
四
つ
の
「
神
獣
」
の

色
を
な
ぞ
っ
て
作
詞
し
た
に
違
い
な
い
、

と
津
川
先
生
は
寄
稿
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
た
し
か
に
、一
番
は
「
雪
の
日
」
や
「
露
」

な
ど
冬
の
白
い
鳥
海
山
を
連
想
さ
せ
る

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
番
は
水

の
青
、「
暁
」
も
夜
明
け
前
で
風
が
吹
い

て
い
る
の
で
薄
暗
い
青
の
イ
メ
ー
ジ
だ

そ
う
で
す
。
三
番
は
桜
と
朱
欄
の
赤
で

す
。
そ
し
て
四
番
は
銀
杏
の
幹
の
黒
と

葉
の
色
。
た
だ
し
、
葉
の
色
は
黄
色
で

は
な
く
若
い
緑
、「
向
上
の
意
気
天
を
衝

き
」
が
若
さ
を
表
し
て
お
り
、
さ
ら
に

「
銀
杏
の
樹
蔭
」
と
し
た
の
は
夏
を
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
て
葉
の
色
を
緑
に
し
た
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
。
な

る
ほ
ど
、
い
わ
れ
て
み
る
と
納
得
さ
せ

ら
れ
ま
す
。

　「
神
獣
」
は
ま
る
で
姿
が
見
え
な
い
神

の
よ
う
に
校
歌
の
背
景
に
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
方
角
か
ら
横
手
城
南
高
校
を
見
守

っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
校
歌
の

歌
詞
は
、
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う

に
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
選
び
抜
か
れ

て
い
て
、
と
て
も
味
わ
い
深
く
、
文
豪

「
幸
田
露
伴
」
が
練
り
に
練
っ
て
作
詞
し

た
様
子
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、「
小
松
耕
輔
」
は
由
利
本
荘

市
出
身
の
音
楽
家
で
、
作
曲
家
と
し
て

活
躍
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
曲
家
の

著
作
権
を
守
る
「
作
曲
者
組
合
（
現
在

のJA
S
R

A
C

）」
を
組
織
し
た
り
、
日

本
最
初
の
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
「
合
唱
競

演
大
音
楽
祭
」
を
開
催
す
る
な
ど
、
日

本
の
音
楽
の
普
及
と
向
上
に
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。
日
本
初
の
オ
ペ
ラ
「
羽

衣
」
を
創
作
し
、
歌
曲
や
童
謡
も
数
多

く
発
表
し
て
お
り
、
豊
か
な
心
を
育
む

「
音
楽
教
育
の
父
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

校
歌
も
数
多
く
作
曲
し
、
国
内
お
よ
び

海
外
で
確
認
さ
れ
た
も
の
は
百
六
十
校

を
超
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
近
隣
の
学

校
で
は
、横
手
高
校
や
角
館
高
校(

若
杉
、

駒
草)

の
校
歌
も
作
曲
し
て
い
ま
す
。

　
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
年
）
に
制

定
さ
れ
た
本
校
の
校
歌
は
、
百
余
年
も

の
長
い
間
、
歌
い
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

自
然
豊
か
な
郷
土
の
美
し
い
情
景
に
託

し
、
友
情
・
向
上
心
・
努
力
の
尊
さ
を

諭
し
て
い
る
校
歌
を
歌
う
と
き
、
私
た

ち
は
目
指
す
べ
き
道
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
、
連
携
の
き
ず
な
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
今
年
度
四
月
か
ら
感
染
症
対
策
が
緩

和
さ
れ
、
三
年
ぶ
り
に
全
校
生
徒
が
一

堂
に
会
し
て
歌
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
名
曲
の
誉
れ
高
い
本

校
の
校
歌
を
、
こ
れ
か
ら
も
声
高
ら
か

に
歌
い
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。

参
考
資
料

　
露
伴
全
集
　
第
三
十
九
巻

　
横
手
城
南
高
校
百
周
年
記
念
誌

参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
小
松
耕
輔
音
楽
兄
弟
顕
彰
会

　
由
利
本
荘
市
教
育
委
員
会

　
校   

歌

幸
田
露
伴
　
作
詞
　

小
松
耕
輔
　
作
曲
　

一
、 

姿
清
ら
に
い
さ
ぎ
よ
く

 

力
に
充
て
る
鳥
海
の

 

山
は
我
等
の
窓
に
入
る

 

露
の
あ
し
た
も
雪
の
日
も

二
、 

海
を
学
び
て
海
に
ゆ
く

 

流
れ
た
ゆ
ま
ぬ
旭
川

 

水
は
我
等
の
影
う
つ
す

 

風
の
暁
　
雨
の
夕

三
、 

故
城
に
匂
ふ
花
の
雲

 

思
ふ
こ
と
あ
り
我
が
心

 

朱
欄
を
め
ぐ
る
鐘
の
声

 

響
く
こ
と
あ
り
我
が
胸
に

四
、 

向
上
の
意
気
　
天
を
衝
き

 

根
柢
つ
よ
く
地
に
立
て
る

 

銀
杏
の
樹
蔭
睦
み
合
い

 

月
日
を
経
な
む
た
の
も
し
く

 

銀
杏
の
葉
形
末
広
く

 

我
が
世
を
経
な
む
幸
多
く

　
本
校
は
大
正
二
年
に
開
校
し
、
今
年

創
立
百
十
周
年
の
記
念
式
典
を
行
い
ま

し
た
。
校
歌
は
創
立
か
ら
九
年
後
の
大

正
十
一
年
頃
、
第
三
代
校
長
沼
田
平
治

先
生
が
「
幸
田
露
伴
」
に
依
頼
し
て
作

詞
さ
れ
ま
し
た
。
幸
田
露
伴
は
「
五
重

塔
」
な
ど
の
文
語
体
作
品
で
文
壇
で
の

地
位
を
確
立
し
、
尾
崎
紅
葉
と
と
も
に

「
紅
露
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
一
時
代
を
築

い
た
作
家
で
す
。
し
か
し
、
露
伴
は
横

手
に
一
度
も
来
た
こ
と
が
な
く
、
沼
田

校
長
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
、

苦
労
し
て
作
詞
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の

★自分の知らない言葉を知ることができてたくさんの言葉と出会うことができ
る。また、自分に必要な語句を覚えることができるし、視野が広がり、違う
視点から物事を見ることができる。また、感応性や共感性が高くなり、人間
関係が良好になる。図書を使って調べ物をするメリットは、図書においてあ
る小説や学術書などは何回も校正されて私達の手に届くので、どの本も信憑
性が高く、図などもあるのでわかりやすいもので調べやすいということ。
★自分は読書のメリットは実際に体験しなくても様々なことを体験した気持ち
になれることだと思います。自分がよく読む小説では作者の表現や言い回し
を通し、その作者がどの場面を強調したいのかや、登場人物がどんなことを
考えているのかなどを考えることができます。図書を利用して調べるメリット
は、全てが正確な情報という訳では無いけれどしっかりとした情報元があり、
信頼性のあるもので調べることができるところだと思います。
★心が落ち着く。心が豊かになって人生も豊かになるし視野が広がる。色々
なジャンルの本に親しむことができる。作者の作り出す世界観に没頭できる。
知らなかった知識が身につき、新しい価値観を知ることができる。自分と
異なる新たな解釈や考え方が生まれることで、新たな自分が見つかるかも
しれないこと。
★作者の考えと自分の考えを比べ、新しい考えを見つけたり、自分の考えを深め
たりすることができる点だと思います。また、作者が本当に伝えたいことを自
分で読み取り、新しい視野を広げることができると思います。図書を使って調
べ物をすることで、ネットよりも詳しい情報を得ることができると考えます。図
書を利用することで自分自身が大きく成長できるきっかけになると考えます。
★私は読書には語彙力を広げ、表現力を磨く力があると考えます。例えば小説
では、舞台となる地域・時代などにより、訛りが入ったり、独特の言い回しが出
てくると思います。そういったものを知り、自分で何かを表現する力をつけるこ
とができる、ということが読書のメリットだと考えます。また、図書を使用した
調べ物をするメリットは、その本の作者や、作者の周りの例や、考えにも触れ
ることができ、調べごとに対する視点を増やすことができる点だと思います。

読書についてのアンケートから
　令和４年度の「学校読書調査」によると、1か月に1冊も本を読まない「不読率」の割合は、小学生6.4%、中学生18.6%、高校生51.1%
という結果でした。本校は秋田県の読書推進型モデル校として、各学年のフロアでの移動図書館の設置や学校祭での展示、図書カードの発
行など、読書に親しんでもらうための様 な々工夫をしています。今回は城南生の読書に対する意識や考え方を知りたいと思いアンケート調査を
実施しました。アンケートは１月25日から１月31日までの１週間、任意に回答してもらう形で実施したところ、１年生129名、２年生94名、
３年生は自宅学習期間でしたが46名の生徒が回答してくれました。学校全体の回答率は60％でした。以下にその結果をお知らせします。

Q1.あなたはどんなジャンルの本が好きですか。（複数回答）

　全体的に小説やエッセイ、コミックなどの人気が圧倒的でした。
また、学年が進行するにしたがって、専門書や資格取得など進路
関係の分野への関心が高まる傾向がみられました。

Q3. 学校の図書館や移動図書館をどれくらい利用しましたか。
　授業以外で図書館を利用する回数を尋ねたところ、１回も利用し
たことのない生徒が５８％でした。本校の図書館は場所がわかりに
くく、なかなか足を運びにくいと
いうこともあると思います。しか
し、今年度図書カードを発行し
たところ、図書の貸し出し数が
大幅に増えています。また、図
書館では、学校司書の下タ村さ
んが丁寧にリファレンスサービス
をしてくれます。各学年のフロア
に設置している移動図書館も、
ぜひ積極的に利用してほしいと
思います。

Q5.インターネット上の情報を利用するときのメリットは何だと
思いますか。またデメリットは何だと思いますか。（自由記述）

　メリットは、◇簡単に最新情報を入手できる。◇時場所問わ
ず調べたいときすぐに検索できる。◇手軽にたくさんの情報を
比較できる。◇専門的な、マニアックな内容でも検索できる。
◇様々な視点から考えることができる。◇動画が見れる。など
の意見が多くありました。一方でデメリットとしては、◆間違っ
た情報がたくさん流れている。◆デマ情報や危険なサイトの判
別が難しい。◆情報元が分からない。◆広告に勧誘される。◆
情報の取捨選択が必要。◆トラブルに巻き込まれる。◆自分に
都合の良い情報だけになる。◆いいことも悪いこともすぐ広まる。
◆情報は半永久的にネット上に残り続ける。などの意見が多くありました。
　ほとんどの人が、ネットは手軽にいろいろな情報を手に入れる
ことができる一方で、情報の信憑性が低く玉石混合であり、自
分で情報の真偽を判断することが難しいと回答していました。ネ
ットの情報を鵜呑みにするのではなく、自分で真偽を確かめよ
うとする姿勢が素晴らしいと感じました。

Q2.４月から今まで何冊くらいの本を読みましたか。
　本を全く読んでいない人は回答
者の19％でした。読んでいない人
も含めて、１か月の一人当たりの
平均冊数を計算してみると1.03
冊となりました。多読の人もおり、
質問の仕方が異なるので単純比
較はできませんが、城南生は全
国の高校生に比べると読書に興
味や関心を持っている生徒の割
合が多いのではないかと感じてい
ます。

Q4.	知りたい事や、詳しく調べたいことがあるときあな
たはどうしますか。

　スマホ世代ということもあり、約９割の生徒がインターネット検
索を活用すると回答していて、図書館を利用する生徒は少ないのが
現実でした。中には両方を併用している生徒も複数おりました。ネ
ットの情報と図書から得られる情報のどちらにも利点があります。
上手に活用したいものです。

Q6. 読書のメリットは何だと思いますか。また図書を使って
調べ物をするメリットは何だと思いますか。（自由記述）

　一人一人が自分なりの読書観を持ちながら読書の魅力を感じており、
前向きに回答してくれていることに感銘を受けました。普段から読書に
親しんでいる様子が感じられ、これからも様々な本との出会いを通して、
さらに心が豊かになることを期待しています。

★自分の求めている情報がピンポイントで得ることができるということ
だと思う。時間がなかったり、今すぐ必要な情報な場合とても良いも
のだが、見方が一方的になってしまうのがデメリットになると思った。
また、正しい情報だけが載っているとは限らないのも欠点だと思う。
★多くの情報や様々な視点の情報を集めることができるというメリット
がある反面、その情報が必ず正しいとは限らないため、他の情報とも
照らし合わせて自分でも深く考えないといけないというデメリットがあ
ると考えます。
★わかりやすく、簡潔にまとめられているものが多いので、すぐに問題
を解決できる点がメリットだと思います。デメリットは一つの問題に対
して複数の回答がある場合もあり、どの情報が正しいのかわからない
点だと思います。また、ネット上での問題に巻き込まれないためにも、
自分の個人情報や特定されそうな情報を多く発信しないこと、自分
が閲覧した情報は本当に正しいのか周りの人に聞いてみたり、ネット
ではなく、図書館などにある資料を使ってみたりすることが大切だと
考えます。
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三
年
Ｂ
組
　伊
勢
　萌
花
さ
ん
（
35
冊
）

Q 

好
き
な
本
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

佐
野
洋
子
さ
ん
の
『
１
０
０
万
回
生
き
た
ね
こ
』
で
す
。
こ
の
作

品
は
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と
読
ん
で
い
て
、
読
む
た
び
に
本
当
に

深
い
話
だ
と
感
動
し
ま
す
。
絵
本
だ
か
ら
と
侮
ら
ず
、
読
ん
だ
こ

と
の
な
い
人
は一度
で
も
良
い
の
で
読
ん
で
ほ
し
い
作
品
で
す
。

Q 

好
き
な
作
家
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

浅
葉
な
つ
さ
ん
で
す
。『
神
様
の
御
用
人
』
シ
リ
ー
ズ
が
好
き

で
す
。

Q 

今
年
読
ん
だ
本
で一番
印
象
に
残
って
い
る
本
は
何
で
す
か
。

A	

江
戸
川
乱
歩
の
『
押
絵
を
旅
す
る
男
』
で
す
。
読
み
進
め
て

い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
と
世
界
観
に
入
り
込
み
、
自
分
も
同
じ

情
景
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
印
象
的
な
作

品
で
し
た
。

Q 

今
後
読
ん
で
み
た
い
本
は
あ
り
ま
す
か
。

A	

凪
良
ゆ
う
さ
ん
の『
汝
、星
の
ご
と
く
』と
安
壇
美
緒
さ
ん
の『
ラ

ブ
カ
が
静
か
に
弓
を
持
つ
』
で
す
。
他
に
は
、
今
ま
で
の
読
ん

だ
こ
と
の
な
い
ミ
ス
テ
リ
ー
や
推
理
小
説
な
ど
も
読
ん
で
み
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
年
Ａ
組
　高
橋
　叶
夢
さ
ん(

16
冊)

Q 

好
き
な
本
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

好
き
な
本
は
『
カ
ラ
フ
ル
』『
線
は
僕
を
描
く
』
で
す
。

Q 

好
き
な
作
家
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A	

森
絵
都
さ
ん
、
砥
上
裕
將
さ
ん
で
す
。
二
人
と
も
私
の
好
き
な

本
の
作
家
で
す
。

Q 

今
年
読
ん
だ
本
で一番
印
象
に
残って
い
る
本
は
何
で
す
か
。

A	

『
カ
ラ
フ
ル
』
で
す
。
こ
の
本
は
中
学
生
の
時
に
初
め
て
読
ん
だ

本
で
す
が
、読
み
終
わ
っ
た
時
の
感
動
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

本
を
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
本
で
す
。
今
年
も
ま
た

読
ん
で
み
ま
し
た
。
普
段
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
親
の
優

し
さ
と
、
自
分
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
作
品
で
す
。
今
悩

ん
で
い
る
人
、
自
分
を
変
え
た
い
人
、
ぜ
ひ
こ
の
本
を
読
ん
で
み

て
ほ
し
い
で
す
。

Q 

今
後
読
ん
で
み
た
い
本
は
あ
り
ま
す
か
。

A	

『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
や
い
ろ
ん
な
作
家
の
エ
ッ
セ
イ
を

読
ん
で
み
た
い
で
す
。

編
集
後
記

と
が
で
き
ま
す
。
テ
ー
マ
も
毎
回
興
味

深
い
も
の
が
多
く
、
小
論
文
関
連
の
本

や
授
業
や
探
究
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
も

の
、
メ
デ
ィ
ア
化
し
た
作
品
な
ど
多
様

な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
で
の
展
示
を
行
っ
て

い
ま
す
。
今
ま
で
は
手
に
取
る
こ
と
が

な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
図
書
と
も
出
合

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
移

動
図
書
館
を
愛
用
し
て
く
れ
て
い
た
方

も
利
用
し
た
こ
と
の
な
い
方
も
ぜ
ひ
移

動
図
書
館
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

  
図
書
館
便
り

　
城
南
生
の
読
書
や
本
へ
の
興
味
関
心

よ
う
、
通
常
サ
イ
ズ
の
絵
本
も
同
時
に

展
示
し
ま
し
た
。
図
書
委
員
が
そ
れ
ぞ

れ
お
す
す
め
の
絵
本
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
作
成

し
ま
し
た
。
図
書
新
聞
の
展
示
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
図
書
委
員
の
視

点
か
ら
、
図
書
や
読
書
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
な
新
聞
と
な
り
ま
し

た
。

　
今
年
度
も
多
く
の
方
に
来
場
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
来
場
者
の
方
に
と
っ

て
少
し
で
も
読
書
を
身
近
に
感
じ
て
も

ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　今
年
度
の
横
手
城
南
高

校
図
書
館
か
ら
の
貸
出
総

数
は
二
百
十
六
冊(

十
二
月

三
十
一
日
現
在)

で
し
た
。

昨
年
度
は
九
十
四
冊
（
令
和

四
年
四
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
統
計
）
で

し
た
の
で
、
昨
年
度
よ
り
も

本
校
図
書
館
の
貸
出
総
数
は

増
え
ま
し
た
。

　各
学
年
で
本
を
借
り
て
い

る
人
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、

一
年
生
が
合
計
八
十
八
冊
、

二
年
生
が
合
計
十
二
冊
、
三

年
生
が
合
計
九
十
四
冊
と
な

り
、
三
年
生
の
図
書
館
利
用

　
先
日
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
、

我
々
の
主
要
な
情
報
源
で
あ
っ
た
４
マ

ス
媒
体
（
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
雑

誌
と
い
う
４
つ
の
メ
デ
ィ
ア
の
総
称
）
の

存
在
感
が
薄
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
話

を
聞
い
た
。

　
30
代
を
境
に
テ
レ
ビ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
時
間
が
逆
転
し
て
い
る
状
況
に

あ
り
、
現
在
の
若
者
世
代
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
介
し
て
日
常
的
に

様
々
な
情
報
と
接
触
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
進
み
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
更
に
圧
倒
的
な
影
響
力
を

も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
専
門
家
は
予
測
し

て
い
る
。

　
4
マ
ス
媒
体
で
は
自
然
と
幅
広
い
情
報

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
は
、
情
報
を
自
分
の
好
み
に
合

わ
せ
て
作
り
変
え
た
り
、
取
捨
選
択
し
た

り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま

り
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
情
報
ば
か

り
を
収
集
し
、
反
対
に
都
合
の
悪
い
情
報

や
興
味
の
な
い
情
報
は
排
除
す
る
と
い
う
、

情
報
収
集
の
偏
り
が
進
む
こ
と
と
な
る
。

　
加
え
て
、
昨
今
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

や
動
画
な
ど
、
事
実
を
伝
え
る
メ
デ
ィ

ア
よ
り
も
面
白
い
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
も
の
も
出
現
し
、
一
見
す
る
と

「
嘘
」
が
「
真
実
」
に
見
え
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
情
報
が
氾
濫
す

る
現
在
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
を
真
正
面

か
ら
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
情
報
の

真
偽
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
力
、
正
し

く
活
用
す
る
力
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
の
一
助
と
な
る
の
が
本
で
あ
り
、
読

書
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
校
は
令
和
２
年
度
か
ら
「
学
校
図
書

館
活
性
化
モ
デ
ル
校
」
に
指
定
さ
れ
、
今

年
度
も
図
書
部
や
図
書
委
員
会
が
中
心
と

な
っ
て
読
書
推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
全
校
生
徒
及
び
教
職
員
に
図
書
カ
ー

ド
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
県
立
図
書
館

か
ら
の
セ
ッ
ト
貸
出
の
利
用
を
継
続
す
る

こ
と
で
、
移
動
図
書
館
を
各
学
年
の
フ
ロ

ア
に
設
置
す
る
な
ど
、
読
書
へ
の
興
味
・

関
心
を
高
め
利
用
促
進
に
つ
な
げ
よ
う
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
学
校
図
書
館
の
魅
力
は
様
々
あ
る
が
、

買
っ
た
本
と
違
っ
て
読
後
の
置
き
場
所
に

困
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
無
料

で
あ
る
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
更
に

は
新
着
本
が
数
多
く
あ
る
こ
と
も
あ
り
が

た
い
。
城
南
生
で
あ
れ
ば
誰
で
も
無
料
で

利
用
で
き
る
の
で
、
限
ら
れ
た
小
遣
い
も

他
の
こ
と
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
全
校
生
徒
に
は
、
是
非
、
一
人
で
も
多
く

本
校
図
書
館
に
足
を
運
ん
で
み
て
ほ
し
い
。

　
そ
こ
に
は
、
あ
な
た
の
人
生
を
変
え
る

本
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

貸
出
の
現
状 

読
書
で
本
質
を
見
抜
き

　
　
　
　    

活
用
す
る
力
を

　
　
　

　
　
　
校校    

長
　
長
　
寺
　
田
　
　
潤

 

「
仮
面
病
棟
」知

念
　
実
希
人

　
こ
の
本
を
一
言
で
表
す
な
ら

ば
「
大
ど
ん
で
ん
返
し
」
で
す
。

自
分
も
今
ま
で
様
々
な
ミ
ス
テ

リ
ー
小
説
を
読
ん
で
き
た
の
で

す
が
、
こ
の
本
に
は
他
の
小
説

と
は
違
う
異
質
さ
が
あ
り
ま
し

た
。
舞
台
で
あ
る
病
院
の
情
景

が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る

ほ
ど
、
読
ん
で
い
て
分
か
り
や

す
く
、
と
て
も
お
す
す
め
の
ミ

ス
テ
リ
ー
小
説
で
す
。
文
章
の

中
で
細
か
い
伏
線
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
て
、
そ
の
伏
線
を
回

収
し
て
い
く
の
が
と
て
も
面
白

か
っ
た
で
す
。
ま
た
ス
ト
ー
リ
ー

の
中
で
出
て
く
る
ピ
エ
ロ
の
展

開
に
と
て
も
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド

はばたけ

発行者
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全
国
の
高
校
生
の
不
読
率
の
割
合
が

五
割
を
超
え
る
と
い
う
デ
ー
タ
に
、
本

校
の
実
態
は
ど
う
だ
ろ
う
と
気
に
な
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
結
果

は
記
事
の
通
り
で
す
が
、
自
由
記
述
の

欄
に
一
人
一
人
が
自
分
の
読
書
観
を
し
っ

か
り
と
記
入
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
が
、

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
度
は
創
立
百
十
周
年
の

記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
図

書
館
に
あ
る
資
料
を
参
考
に
、
幸
田
露

伴
の
校
歌
に
思
い
を
寄
せ
て
み
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
図
書
館
に
足
を
運
ん
で

も
ら
え
た
ら
幸
い
で
す
。

　
読
書
の
楽
し
み
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

す
。
最
近
は
電
子
書
籍
や
電
子
情
報
も

充
実
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
書
物
に
触

れ
、
じ
っ
く
り
と
自
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

思
考
を
巡
ら
す
こ
と
で
、
心
が
豊
か
に

な
り
ま
す
。

　
今
年
度
、
図
書
カ
ー
ド
を
作
成
し
た

と
こ
ろ
、
図
書
の
利
用
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
城
南
高
校
図
書
部
で
は
、
一
人
で

も
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
持
ち

し
て
い
ま
す
。

キ
し
夢
中
で
読
み
進
め
て
し
ま

い
ま
す
。

　
こ
の
小
説
は
、
坂
口
健
太
郎

さ
ん
が
主
演
し
た
実
写
映
画
が

２
０
２
０
年
３
月
に
公
開
さ
れ

て
い
て
、
映
画
の
方
も
面
白
い

で
す
。

　

 

「
き
み
の
た
め
に

で
き
る
コ
ト
」

菊
田
　
ま
り
こ

　
わ
た
し
は
こ
の
本
で
「
あ
た

り
ま
え
の
日
々
は
小
さ
な
積
み

重
ね
で
簡
単
に
壊
れ
て
し
ま
う
」

と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

家
族
、
友
人
、
恋
人
…
。
み
な

さ
ん
の
大
切
な
人
と
の
時
間
は

当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
や  

〝伝

え
た
い
こ
と
は
言
葉
に
し
な
い

と
伝
わ
ら
な
い〟  

と
い
う
こ
と
を

改
め
て
知
る
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。
私
も
一
分
一
秒
を
無

駄
に
し
な
い
よ
う
に
、
自
分
の

気
持
ち
を
言
葉
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

 

桜
風
堂
も
の
が
た
り

　
村
山　

早
紀

　
こ
の
物
語
は
万
引
き
事
件
を

き
っ
か
け
に
長
年
勤
め
て
い
た

書
店
を
辞
め
た
青
年
・
月
原
一

整
が
、
と
あ
る
町
の
書
店
で
さ

ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
し
て
い
く

と
い
う
物
語
で
す
。
本
を
通
じ

て
伝
え
た
い
作
者
の
思
い
や
、

  

移
動
図
書
館

　
横
手
城
南
高
校
の
各
フ
ロ
ア
に
、
図

書
の
展
示
・
貸
出
を
行
う
移
動
図
書

館
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
城
南
高
校
所

蔵
の
図
書
の
中
か
ら
、
図
書
委
員
が
毎

回
お
す
す
め
の
本
を
選
び
展
示
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
秋
田
県
立
図
書
館
か
ら

の
本
も
展
示
・
貸
出
し
て
い
ま
す
。
ど

ち
ら
の
本
も
誰
で
も
自
由
に
借
り
る
こ

そ
れ
を
多
く
の
人
に
届
け
た
い

と
い
う
書
店
員
た
ち
の
お
も
い

が
繋
が
り
、
奇
跡
を
起
こ
し
て

い
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

こ
の
本
を
読
む
と
温
か
い
気
持

ち
に
な
る
と
と
も
に
勇
気
を
も

ら
え
ま
す
。
登
場
人
物
全
員
が

本
を
愛
し
、
大
切
に
し
て
い
る

気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
本
は
文
章
表
現
の

美
し
さ
が
魅
力
的
で
す
。
情
景

描
写
は
も
ち
ろ
ん
登
場
人
物
た

ち
の
繊
細
な
気
持
ち
も
動
き
が
、

と
て
も
綺
麗
な
言
葉
で
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
お
と
ぎ

話
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な

心
温
ま
る
文
章
は
読
ん
で
い
て

引
き
込
ま
れ
ま
す
。

で
は
、「
し
お
り
コ
ン
テ
ス
ト
」、「
大

型
絵
本
の
展
示
」「
図
書
新
聞
の
展
示
」

を
行
い
ま
し
た
。
し
お
り
コ
ン
テ
ス
ト

は
、
全
学
年
、
全
職
員
を
対
象
に
募
集

し
、
合
計
35
枚
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

力
作
揃
い
の
エ
ン
ト
リ
ー
作
品
か
ら
、

２
Ａ
の
六
郷
優
海
さ
ん
と
１
年
Ｂ
組
本

間
凜
さ
ん
の
し
お
り
が
最
優
秀
作
品
に

選
ば
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
芸

術
性
が
高
く
素
敵
な
作
品
で
し
た
。
大

型
絵
本
の
展
示
で
は
、
子
ど
も
向
け
の

大
型
絵
本
、
仕
掛
け
絵
本
を
中
心
に
展

示
を
し
ま
し
た
。
実
際
に
来
場
さ
れ
た

方
に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
教
職
員
は
合
計

二
十
二
冊
借
り
て
い
る
状
況

で
、
学
校
全
体
で
図
書
館
を

利
用
し
て
い
る
こ
と
が
デ
ー
タ

か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

　今
年
度
の
貸
出
ラ
ン
キ
ン
グ

を
見
る
と
、
小
説
か
ら
絵
本
、

マ
ン
ガ
と
幅
白
い
図
書
が
貸

し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
刊
だ

け
で
は
な
く
、
教
科
書
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
文
学
作

品
も
見
ら
れ
ま
す
。

　本
校
の
図
書
館
に
は
、
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
図
書
が
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
図
書
館
に
足
を
運

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な

本
と
の
出
会
い
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

多
読
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

【移動図書館】クラス別貸出冊数（2023.4～12月）

【図書館】クラス別貸出冊数（2023.4～12月）
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三年生の
オススメの本

　皆さんの読書時間が豊かになるように

と、三年生のみなさんがお薦めの図書を

選びました。読書の参考にしてください。

を
高
め
て
も
ら
お
う
と
図
書
館
だ
よ
り

を
発
行
し
て
い
ま
す
。
新
任
の
先
生
方

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
先
生
方
の

読
書
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
お
す

す
め
の
本
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
毎
回

様
々
な
テ
ー
マ
で
図
書
館
便
り
を
作
成

し
、
読
書
の
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
な

編
集
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
、

城
南
生
の
読
書
や
本
へ
の
興
味
関
心
を

引
き
出
せ
る
よ
う
な
編
集
に
努
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

  

城  

南  

祭

　
今
年
度
の
城
南
祭
で
、
図
書
委
員
会
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