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　「
う
ち
ど
く
」は
、家
読
と
書
く
。家
族
が
そ
ろ
っ

て
本
を
読
む
の
が
家
読
だ
。
毎
日
、
夕
食
や
お

風
呂
の
あ
と
に
家
読
を
す
る
家
庭
も
あ
れ
ば
、
同

じ
本
を
読
ん
で
感
想
を
話
し
合
う
家
庭
も
あ
る
。

　
家
読
運
動
の
推
進
者
、
佐
川
二
亮
さ
ん
の
話

で
は
茨
城
県
大
子
町
、
そ
れ
に
佐
賀
の
伊
万
里

市
、
青
森
の
板
柳
町
な
ど
は
こ
の
運
動
の
先
駆
的

な
地
域
だ
。
福
島
の
矢
祭
町
、青
森
の
野
辺
地
町
、

岩
手
の
雫
石
町
、
茨
城
の
牛
久
市
、
福
岡
の
小

郡
市
、
長
崎
の
諫
早
市
な
ど
の
地
域
で
も
運
動
は

ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
。

　
市
や
町
や
図
書
館
が
、
中
心
に
な
り
、
あ
る
い

は
各
家
庭
が
「
家
読
」
を
は
じ
め
る
こ
と
を
決
め
、

家
族
そ
ろ
っ
て
本
を
読
み
は
じ
め
れ
ば
、
そ
れ
で

も
う
十
分
に
家
読
の
仲
間
だ
。

　
現
実
に
は
、
こ
の
運
動
で
、
同
じ
本
を
み
な
で

読
み
、
感
想
を
語
り
あ
う
家
族
が
ふ
え
て
き
た

そ
う
だ
。
家
読
を
き
っ
か
け
に
家
族
の
会
話
が
ふ

え
て
き
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
親
が
子
に
、
兄
や

姉
が
弟
妹
に
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
る
家
庭
も
ふ
え

て
い
る
。
読
ん
だ
本
の
感
想
ノ
ー
ト
を
作
る
家
も

あ
り
、
家
読
の
た
め
に
「
ノ
ー
テ
レ
ビ
、
ノ
ー
テ

レ
ビ
ゲ
ー
ム
」
の
日
を
き
め
て
い
る
家
も
あ
る
。

　
伊
万
里
市
は
第
一
日
曜
を
「
家
読
の
日
」
に

き
め
て
い
る
が
、
市
立
黒
川
小
学
校
の
父
母
へ
の

「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
は
、
こ
ん
な
言
葉
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
◎
寝
る
前
に
「
お
母
さ
ん
、
本
を
読
も
う
」

と
子
ど
も
た
ち
か
ら
声
が
か
か
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
本
の
力
っ
て
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
に
行
く
回
数
も
増
え
ま
し
た
。

　
◎
「
息
子
は
こ
う
い
う
本
が
好
き
な
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
誕
生
日
に
送
る
本
が

決
ま
り
ま
し
た
。

　
◎
「
ノ
ー
テ
レ
ビ
デ
ー
」
が
定
着
し
、
静
か

な
時
を
家
族
み
ん
な
で
過
ご
せ
ま
し
た
。
三
人

の
子
に
本
を
読
ん
で
や
り
、
本
の
中
に
で
て
き

た
花
や
虫
の
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

　
◎
一
歳
に
な
る
妹
に
お
兄
ち
ゃ
ん
が
動
物
の

本
を
読
ん
で
く
れ
て
、
と
っ
て
も
う
れ
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。
妹
も
本
を
持
っ
て
き
て
『
ま
た
読

ん
で
』
と
お
兄
ち
ゃ
ん
に
せ
が
ん
で
い
ま
す
。

　
◎
私
が
子
に
読
ん
で
聞
か
せ
よ
う
と
す
る

と
、
自
分
が
読
む
と
い
っ
て
最
後
ま
で
読
ん

で
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
気
持
ち
が
入
っ

て
、
上
手
で
し
た
。

　
子
ど
も
の
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
だ
こ

と
が
、
文
章
力
を
高
め
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
経
験
で
知
っ

て
い
る
。
子
ど
も
の
こ
ろ
夢
中
で
読
ん
だ
本
が
い

ま
、
自
分
の
「
生
き
る
糧
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と

も
経
験
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
子
に
「
本
を
読

む
楽
し
み
」
を
教
え
て
や
る
こ
と
、
そ
れ
は
親
の

責
務
だ
。

　
さ
ら
に
大
切
な
の
は
、
家
読
が
、
家
族
の
会
話

を
復
活
さ
せ
、
家
族
の
結
び
つ
き
を
強
い
も
の
に

し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
現
代
の
家
族

が
喪
失
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
よ
み
が
え
ら
せ
て
く

れ
る
、
と
い
う
貴
い
役
割
が
家
読
に
は
あ
る
。

「うちどく」ってなんでしょう（下）

辰
濃 

和
男
　
●
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
元
筆
者

前号に引き続き、今号のテーマも「うちどく（家読）」です。
家族の会話が少なくなっているといわれる昨今ですが、
「うちどく（家読）」は豊かなコミュニケーションを生み出すきっかけにもなります。
先駆的な取り組み事例を基に、その効果を辰濃先生に具体的に紹介していただきました。
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講

座

⑰

●
た
つ
の
・
か
ず
お

朝
日
新
聞
社
入
社
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
局
長
、

東
京
本
社
社
会
部
次
長
、編
集
委
員
を
経
て
、

解
説
委
員
。
「
天
声
人
語
」
を
13
年
間
に
わ

た
り
執
筆
。
平
成
６
年
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ

ン
タ
ー
社
長
を
経
て
、
現
在
著
述
業
。


