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はじめに：「情報リテラシー」の再構築を目指して

■
■
■　

本
報
告
書
作
成
の
経
緯

　

二
〇
一
一
年
が
多
く
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
年
に
な
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
報
告
書
は
、

そ
の
二
〇
一
一
年
の
混
乱
の
中
で
、
立
教
大
学
に
お
い
て
、
司
書
課
程
が
緊
急
で
企
画
・
実
施
し
た
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
携
わ
る
人

の
た
め
の
公
開
連
続
講
座
「
情
報
を
評
価
し
、
判
断
す
る
力
を
い
か
に
育
む
か
」
の
記
録
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
九
月
か
ら
一
月
に
か
け

て
の
五
回
の
講
座
に
は
、
毎
回
、
学
内
・
学
外
の
三
〇
名
前
後
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。

　

こ
の
講
座
が
目
指
し
た
の
は
、
一
言
で
い
う
と
、
過
去
の
「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
概
念
の
解
体
と
再
構
築
の
た
め
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
三
．
一
一
後
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
新

し
い
概
念
を
掲
げ
、
そ
の
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
人
た
ち
―
「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
専
門
家
」
だ
ろ
う
―
が
、
私
を
含
め
て
、
震
災

直
後
、
そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
発
揮
し
て
、
社
会
的
な
存
在
感
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
三
．
一
一
後
、
直
感
的
に
も
、

ま
た
理
性
的
に
考
え
て
も
、
日
本
社
会
で
は
、
言
葉
が
ま
っ
た
く
信
頼
で
き
な
い
よ
う
に
思
っ
て
、
危
機
意
識
を
も
っ
た
人
は
少
な
く
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
原
発
事
故
に
関
わ
る
言
論
で
は
、「
専
門
家
」
が
科
学
的
根
拠
が
あ
る
と
し
て
語
る
こ
と
ば
は
互
い
に
矛
盾
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
や
政
府
が
使
う
こ
と
ば
に
は
ダ
ブ
ル
ス
ピ
ー
ク
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
も
の
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の
人
が
、
そ
う
し
た
情
報
の

渦
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
を
い
か
に
評
価
し
、
判
断
す
る
べ
き
か
が
わ
か
ら
ず
、
翻
弄
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。「
専
門
家
」
ら
の
こ
と

ば
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
、「
専
門
家
」
や
国
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
権
威
に
寄
り
か
か
っ
て
情
報
を
判
断
し
て
き
た
自
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分
に
気
づ
い
た
人
も
、
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
企
画
者
ら
は
、
情
報
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
、
身
に
つ
け

て
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
、
情
報
を
い
か
に
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
、
緊
急
に
、

根
本
か
ら
再
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

■
■
■　

「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
育
成
の
議
論
に
欠
け
て
い
た
も
の

　

一
九
八
〇
年
代
末
以
降
の
米
国
で
定
義
が
明
確
化
し
、
広
ま
っ
た
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（in

fo
rm

a
tio

n
 

lite
ra
c
y

）」
概
念
を
、
日
本
の
教
育
や
図
書
館
の
関
係
者
ら
は
輸
入
し
、「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」、「
情
報
活
用
能
力
」
と
呼
ん
で
普
及
さ
せ

よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
今
と
な
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
と
育
成
に
関
わ
る
議
論
に
お
い
て
、
私
た
ち
に
は
身
体
感
覚
を
と
も
な
っ
て
そ
れ

を
理
解
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
部
分
が
多
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」

概
念
と
そ
れ
に
関
係
す
る
研
究
に
、
根
本
的
な
不
備
か
欠
陥
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
．
一
一
後
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
そ
の
よ
う

な
問
題
意
識
を
、
関
連
す
る
研
究
テ
ー
マ
を
長
年
、
追
っ
て
き
た
、
複
数
分
野
の
研
究
者
と
の
対
話
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
こ
と
を
、
今
回

の
連
続
講
座
で
試
み
た
。

　

米
国
で
は
、「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
概
念
は
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
そ
の
誕
生
の
当
初
か
ら
、
主
と
し
て
図
書

館
関
係
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
き
た（

１
）。

そ
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
構
成
主
義
の
学
習
論
に
基
づ
い
て
過
程
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま

た
情
報
行
動
、
情
報
探
索
行
動
の
研
究
の
進
展
が
あ
っ
て
、
情
報
の
活
用
の
過
程
を
示
し
た
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
モ
デ
ル
が
い
く
つ

も
出
さ
れ
、
広
ま
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
く
ら
い
か
ら
は
、「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
定
義
は
具
体
的
に
な
る
と

と
も
に
、
わ
か
り
や
す
く
箇
条
書
き
に
さ
れ
、
細
分
化
さ
れ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
。
一
九
九
八
年
に
ア
メ
リ
カ
・
ス
ク
ー
ル
・
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
協
会
（A

m
e
ric

a
n
 A

s
s
o
c
ia
tio

n
 o

f S
c
h
o
o
l L

ib
ra
ria

n
s
: A

A
S
L

）
が
発
表
し
た
、
学
校
図
書
館
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
『
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ワ
ー

：

学
習
の
た
め
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
（In

fo
rm

atio
n
 P

o
w
er: B

u
ild
in
g
 P

artn
ersh

ip
 fo

r 

L
earn

in
g
.

）』
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、「
情
報
を
探
索
・
活
用
す
る
能
力
で
あ
り
、
生
涯
学
習
の
要（

２
）」

で
あ
る

と
さ
れ
、
ま
た
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
収
載
さ
れ
た
「
児
童
・
生
徒
の
学
習
の
た
め
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
基
準
」
は
、
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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー

基
準
１

：

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
る
児
童
・
生
徒
は
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
情
報
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
。

基
準
２

：

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
る
児
童
・
生
徒
は
、
批
判
的
か
つ
適
切
に
情
報
を
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

基
準
３

：

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
い
る
児
童
・
生
徒
は
、
正
確
か
つ
創
造
的
に
情
報
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

自
主
学
習

基
準
４

：

自
主
学
習
者
で
あ
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
個
人
的
な
興
味

に
関
連
の
あ
る
情
報
を
求
め
る
。

基
準
５

：

自
主
学
習
者
で
あ
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
文
学
な
ど
の
情

報
の
創
造
的
な
表
現
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

基
準
６

：

自
主
学
習
者
で
あ
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
情
報
探
索
と
知

識
の
生
成
に
優
れ
よ
う
と
努
力
す
る
。

社
会
的
責
任

基
準
７

：
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
社
会
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に

つ
け
て
お
り
、
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
の
情
報
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。

基
準
８

：

学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
社
会
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に

つ
け
て
お
り
、
情
報
と
情
報
技
術
に
関
し
て
倫
理
的
行
動
を
と
る
。

基
準
９

：

学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
社
会
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
児
童
・
生
徒
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に

つ
け
て
お
り
、
グ
ル
ー
プ
へ
の
効
率
的
な
参
加
を
通
し
て
情
報
を
探
索
し
、
生
成
す
る
。

次
に
示
す
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
九
つ
の
基
準
で
構
成
さ
れ
て
い
た（

３
）。
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そ
の
後
、
約
十
年
が
経
っ
て
、
こ
の
た
び
米
国
で
は
同
協
会
が
、「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
に
関
わ
る
基
準
で
は
な
く
て
、

「
二
一
世
紀
の
学
習
者
の
た
め
の
基
準
」
と
い
う
視
点
の
基
準
を
発
表
し
た
（A

m
e
ric

a
n
 A

s
s
o
c
ia
tio

n
 o

f S
c
h
o
o
l L

ib
ra
ria

n
s
. 

S
tan

d
ard

s fo
r th

e 21st-C
en

tu
ry L

earn
er, th

e
 a

s
s
o
c
ia
tio

n
, 2007.

）。
こ
の
基
準
で
は
、「
学
習
の
」
基
準
と
い
う
視
点
の
変

化
と
同
時
に
、「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
定
義
が
複
数
の
リ
テ
ラ
シ
ー
（m

u
ltip

le
 lite

ra
c
ie
s

）
を
含
む
も
の
に
拡
げ

ら
れ
た
。
そ
の
複
数
の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
の
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
の
、
テ
ク
ス
ト
の
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
こ
の
情
報
の
豊
か
な
社
会
で
成
功
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
学
習
者
に

と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
こ
の
新
し
い
基
準
は
策
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ（

４
）。

　

た
だ
、こ
の
基
準
に
対
す
る
私
個
人
の
関
心
は
、「
複
数
の
リ
テ
ラ
シ
ー
」と
い
う
と
こ
ろ
に
は
実
は
あ
ま
り
な
い
。「
リ
テ
ラ
シ
ー（lite

ra
c
y

）」

の
定
義
は
、
こ
の
よ
う
な
実
際
的
な
、
便
宜
的
な
観
点
か
ら
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、A

A
S
L

が
し
て
い
る
議
論
は
往
々
に
し
て
表
層
的

だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
そ
の
議
論
を
深
め
る
の
も
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。）
む
し
ろ
、「
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
修
得
で
は
な
く
て
「
学
習
者
」
の
成
長
に
、
学
校
図
書
館
の
活
動
の
焦
点
を
あ
て
る
と
転
換
を
宣
言
し
た

こ
と
が
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
具
体
化
・
基
準
化
に
よ
る
単
純
化
の
弊
害
を
ど
う
乗
り
こ
え
る
か
、
本
報
告
書
で
こ
の
あ
と
議
論
す
る
情
報

リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
わ
る
教
育
実
践
の
問
題
に
い
か
に
対
応
す
る
か
、
と
い
う
意
味
で
示
唆
に
富
む
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　

新
し
い
基
準
で
は
ま
た
、
二
一
世
紀
の
学
習
者
は
、
ス
キ
ル
と
情
報
資
源
と
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
、
次
の
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
い
う

基
準
が
示
さ
れ
た
。

１
）
探
究
し
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
考
え
、
知
識
を
増
や
す
。

２
）
結
論
を
導
き
、
情
報
に
通
じ
て
決
断
を
下
し
、
新
し
い
状
況
に
知
識
を
応
用
し
、
新
し
い
知
識
を
創
造
す
る
。

３
）
私
た
ち
の
民
主
主
義
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、
知
識
を
共
有
し
、
倫
理
的
に
、
生
産
的
に
、
参
加
す
る
。

４
）
個
人
的
、
美
的
な
成
長
を
追
究
す
る
。
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こ
の
１
）
か
ら
４
）
の
す
べ
て
に
、
日
本
に
お
け
る
「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
概
念
の
再
検
討
に
お
い
て
重
要
な
鍵
が
見
つ
か
る
よ
う
に
思
う
。

１
）
に
は
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
」
と
い
う
基
本
の
姿
勢
が
、
ま
た
２
）
に
は
「
新
し
い
知
識
を
創
造
す
る
」
と
い
う
構
成
主
義
的
な
学
習
の
考

え
が
、
３
）
に
は
民
主
主
義
社
会
で
の
知
識
の
「
共
有
」
と
「
倫
理
的
」「
生
産
的
」
な
社
会
「
参
加
」
と
い
う
行
動
が
、
４
）
に
は
望
ま

し
い
個
人
的
な
成
長
の
質
が
「
美
的
」
と
形
容
さ
れ
て
、
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
行
動
主
義
的
な
、

定
式
化
さ
れ
た
基
準
で
あ
り
、
こ
れ
で
学
習
者
の
成
長
を
十
全
に
表
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
も
思
わ
な
い
が
、
学
校
教
育
で
身
に
つ
け
る

べ
き
生
涯
を
通
じ
て
学
び
成
長
す
る
た
め
の
力
が
、
簡
潔
に
、
し
か
し
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
か
な
り
の
深
さ
と
広
が
り
の
可
能
性
を
も

た
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
参
考
に
値
す
る
と
考
え
る
。

　

一
方
、
日
本
で
は
、「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」、
の
ち
「
情
報
活
用
能
力
」
と
呼
ば
れ
る
語
の
定
義
は
、
文
部
省
の
主
導
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

き
た
感
が
あ
り
、
そ
れ
は
表
１
の
よ
う
に
変
遷
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
末
に
は
一
定
程
度
確
定
し
て
い
る
。
文
部
省
は
、「
体
系
的
な
情
報

教
育
の
実
施
に
向
け
て
」
以
降
、
情
報
教
育
で
育
成
す
る
べ
き
は
「
情
報
活
用
能
力
」
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
に

告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
か
ら
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
中
学
校
の
技
術
・
家
庭
科
、
高
校
の
情
報
科
で
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
を
示

し
た
。
ま
た
、
主
と
し
て
大
学
、
学
校
の
図
書
館
関
係
者
の
間
で
は
、「
情
報
活
用
能
力
」
よ
り
も
「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
い
回

し
が
継
続
し
て
使
わ
れ
、
米
国
で
広
ま
っ
た
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
（in

fo
rm

a
tio

n
 lite

ra
c
y

）
の
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー

チ
の
モ
デ
ル
を
参
照
し
た
教
育
実
践
が
報
告
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
で
文
部
省
が
「
情
報
活
用
能
力
」
育
成
に
関
す
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
た
と
き
、「
情
報
活
用
能
力
」
と
「lite

ra
c
y

」
の

相
違
に
つ
い
て
考
え
る
人
た
ち
の
な
か
に
違
和
感
が
述
べ
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
が
今
、
改
め
て
思
い
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
坂
本
旬
は
、

国
が
情
報
教
育
の
実
施
を
進
め
る
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
有
害
情
報
へ
の
規
制
を
行
お
う
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
文

部
省
の
進
め
る
「
情
報
活
用
能
力
」
の
教
育
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
指
摘
し
て
い
た
。

文
部
省
の
「
情
報
活
用
能
力
」
の
定
義
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
た
い
す
る
「
批
判
的
能
力
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
視
点
は

希
薄
で
あ
る
。「
主
体
的
」
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も
「
批
判
的
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
こ
れ
は
「
有
害
情
報
」
の
規
制
を
一

方
で
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
つ
ま
り
、
一
種
の
情
報
無
菌
状
態
の
な
か
で
の
「
情
報
活
用
能
力
」
の
育
成
な
の
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で
あ
る
。
現
実
の
社
会
の
さ
ま

ざ
ま
な
矛
盾
や
問
題
の
な
か
で
、

誰
の
た
め
の
何
を
す
る
た
め
の

「
情
報
活
用
」
な
の
か
と
い
う

も
っ
と
も
肝
心
な
問
題
が
こ
こ

で
は
十
分
に
語
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る（

５
）。

　

坂
本
は
こ
こ
で
、「
批
判
的
能
力
」
と

い
う
視
点
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
三
．
一
一
後
の

経
験
を
み
れ
ば
、
日
本
の
「
情
報
リ
テ
ラ

シ
ー
」
も
し
く
は
「
情
報
活
用
能
力
」
の

育
成
の
取
り
組
み
の
多
く
が
、
や
は
り
そ

の
よ
う
な
視
点
を
欠
い
た
ま
ま
進
ん
で
き

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
て
他
者
の
表
現
を

受
け
と
め
る
側
と
し
て
も
っ
て
い
る
べ
き
、

批
判
的
な
、
複
眼
的
な
視
点
が
、
社
会
に

あ
っ
て
、
建
設
的
で
有
意
義
な
も
の
に
昇

華
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
参
加
、
対

話
、
協
同
、
創
造
、
成
長
に
つ
な
が
っ
て

表１　日本の文部省関連文書に見る「情報活用能力」の定義の変遷

発表年 文　　 書 呼　び　方 定　　　　 義

1986 臨時教育審議会第

２次答申

情報活用能力（情

報リテラシー）

「情報および情報手段を主体的に

選択し活用していくための個人の

基礎的な資質」

1987 臨時教育審議会第

３次答申

情報活用能力の方

向性

・情報モラル

・情報の判断、選択、整理、処理

能力、生産、伝達能力

・情報手段の理解と操作

1991 『情報教育に関す

る手引』

情報活用能力の具

体的な内容

・情報の判断、選択、整理、処理

能力及び新たな情報の創造、伝

達能力

・情報化社会の特質、情報化の社

会や人間に対する影響の理解

・情報の重要性の認識、情報に対

する責任感

・情報科学の基礎及び情報手段（特

にコンピュータ）の特徴の理解、

基本的な操作能力の習得

1997 「体系的な情報教

育の実施に向けて」

初等中等教育段階

における情報教育

で育成すべき情報

活用能力の焦点

・情報活用の実践力

・情報の科学的な理解

・情報社会に参画する態度
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い
く
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
、
私
を
含
め
、
日
本
の
「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
」
ま
た
は
「
情
報
活
用
能
力
」
の
唱
導
者
は
、
十
分
に

議
論
を
ひ
ろ
げ
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
■
■　

情
報
の
専
門
家
と
し
て

　

連
続
講
座
は
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
に
携
わ
る
方
た
ち
を
主
た
る
参
加
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
専
門
家
」
批
判
は
、

私
（
た
ち
）
に
も
、
寄
せ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
、
と
企
画
者
の
私
は
、
強
く
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
三
．
一
一
の

後
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育
の
重
要
性
を
語
る
こ
と
が
、
と
て
も
恥
ず
か
し
か
っ
た
。

　

図
書
館
専
門
職
は
、
情
報
を
評
価
す
る
と
い
う
点
で
、
他
の
人
た
ち
と
は
違
う
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
、
専
門
職
た
る
ゆ
え
ん
と
し
、

そ
う
ふ
る
ま
っ
て
き
た
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
税
金
で
図
書
館
が
受
け
入
れ
る
資
料
を
選
択
す
る
職
務
を
果
た
す
の
に
、
そ
れ
を
任
せ
て
も

ら
え
る
だ
け
の
専
門
的
な
特
別
な
力
が
私
た
ち
に
は
あ
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
主
張
は
、
図
書
館
専
門
職
が
確
立

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
日
本
で
は
、
主
張
は
し
ば
し
ば
さ
れ
て
も
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。「
無

料
貸
本
屋
」
と
呼
ば
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
図
書
館
運
営
に
あ
っ
て
は
、
図
書
館
の
資
料
選
択
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
は
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
現
実
が
、
多
く
の
日
本
の
図
書
館
に
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
図
書
館
司
書
・
学
校
図
書
館
司

書
教
諭
の
養
成
を
担
当
し
て
き
た
私
は
、
そ
れ
ら
の
資
格
課
程
で
、
資
料
、
情
報
を
評
価
す
る
、
選
択
す
る
、
と
い
う
力
を
、
専
門
的
知
識
・

技
術
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
力
を
ベ
ー
ス
に
、
私
た
ち
は
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成

に
携
わ
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
き
た
。

　

そ
の
よ
う
な
力
を
日
本
の
図
書
館
専
門
職
が
身
に
つ
け
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
、
今
や
、
疑
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
仮
に
そ
う
し
た

力
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
し
か
し
、
そ
れ
が
図
書
館
の
中
で
の
み
発
揮
さ
れ
る
、
閉
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
情
報
の
専
門

家
と
し
て
社
会
で
一
定
の
位
置
づ
け
を
得
る
こ
と
を
選
択
し
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
教
え
る
者
た
る
こ
と
を
選
択
す
る
の
な
ら
ば
、
教
室
や

図
書
館
の
中
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
本
報
告
書
の
出
版
は
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
日
本
の
図
書
館
・
情
報
専
門
職
に
対
し
、
省
察
の
材
料
を
提
供
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
る
。
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■
■
■　

本
報
告
書
の
構
成

　

連
続
講
座
の
講
義
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
四
回
、
行
わ
れ
た
。
年
明
け
二
〇
一
二
年
一
月
に
は
、
四
回
の
講
義

参
加
者
が
集
ま
っ
て
、
互
い
の
学
び
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。

　

そ
の
四
回
の
構
造
と
し
て
は
、
最
初
の
二
回
は
主
と
し
て
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。
講
義
初
回
は
、
導
入
に
ふ
さ
わ
し
く
、
広

く
問
題
意
識
・
問
題
関
心
を
耕
し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
環
境
と
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
長
く
、
思
索
と
発
言
と
行
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
中
尾

ハ
ジ
メ
先
生
（
京
都
精
華
大
学
教
授
）
に
ご
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
テ
ー
マ
は
広
く
、
私
た
ち
の
知
性
は
い
か
に
社
会
の
中
で
発
揮
さ
れ
る

べ
き
な
の
か
、
ま
た
私
た
ち
は
い
か
に
情
報
と
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
に
関
わ
っ
て
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
第
二
回
は
、
三
．
一
一
後
、

明
ら
か
に
な
っ
た
、
メ
デ
ィ
ア
、
情
報
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
、
政
治
性
等
の
問
題
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
な
お
す
こ
と
を
助
け

て
く
だ
さ
る
よ
う
、
言
語
と
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
者
の
影
浦
峡
先
生
（
東
京
大
学
教
授
）
に
ご
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
こ
と
ば
と
メ
デ
ィ
ア
に

い
か
に
向
き
合
い
、
読
み
解
く
か
、
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
ど
の
よ
う
な
力
か
、
に
関
わ
る
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
第
三
回
は
読
書
、
読
む
こ
と
、

読
み
方
の
教
育
の
あ
り
方
を
、
そ
の
背
景
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
問
い
直
す
こ
と
を
助
け
て
い
た
だ
こ
う
と
、
読
書
と
情
報
流
通
に
関
す
る

ご
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
和
田
敦
彦
先
生
（
早
稲
田
大
学
教
授
）
に
ご
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
第
四
回
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

や
民
主
主
義
と
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
を
助
け
て
い
た
こ
う
と
、
近
年
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
の
研
究
を
進
め
て

お
ら
れ
る
小
玉
重
夫
先
生
（
東
京
大
学
教
授
）
に
ご
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
後
半
の
二
回
で
は
、
ま
ず
は
教
育
や
図
書
館
の
仕
事
に
携
わ
る

人
び
と
を
含
む
、
情
報
の
流
通
の
仕
事
に
携
わ
る
者
の
存
在
の
意
識
化
と
自
覚
に
つ
い
て
、
続
い
て
最
終
回
は
、
公
共
性
を
担
う
べ
く
リ
テ

ラ
シ
ー
を
発
揮
す
る
こ
と
と
そ
の
よ
う
な
力
の
育
成
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
前
向
き
な
、
建
設
的
な
ご
提
案
を
い
た
だ
い
た
。、

　

以
上
を
と
お
し
て
、
情
報
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
議
論
し
、
そ
れ
を
育
も
う
と
い
う
と
き
に
認
識
し
て
お
く
べ
き
論
点
と
、
そ
れ
に
関

連
す
る
、
特
に
三
．
一
一
後
の
社
会
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
情
報
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
政
治

性
と
公
共
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
各
講
師
は
、
そ
の
性
質
を
ど
う
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
の
指
針
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

今
、
五
回
の
連
続
講
座
が
終
わ
っ
て
、
そ
の
学
び
を
私
の
言
葉
で
整
理
す
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
な
っ
た
。
講
師
の
先
生
方
の
お
話
に
、
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表２ 連続講座で示された情報に関するリテラシーにまつわる論点

人間・知性・倫理・哲学

・人間の知性は、情報をいかに取り扱うか

・意識的かつ倫理的な取り扱いをしないと、意志をもって（利己的に、または悪意

をもって）情報を利用する人たちにかなわないようだ

・適切に情報に向き合い、それを取り扱うためには、その人間に、姿勢や態度を決

める一本筋のとおったもの（哲学か）が形成されていなければならないのではな

いか

・客観性や科学、理論、論理の限界を認識し、自らも政治的な人間存在であること

を認めて、それらを民主主義社会で建設的な形で運用する態度が必要

・人間の尊厳に、まことをつくす

リテラシーの本性

・リテラシーは“反応”になるまで身につけるべきもの（それがリテラシーである

以上、それはそもそもそういうものではないか）（リテラシーに関わる専門家を

自称する人なら、３．１１後、“反応”できてしかるべきだった）

リテラシーのフェーズ

・相手の言葉をそのまままずは受けとめる（観察）

・言葉の概念や議論のレベル分けをするなどして、構造的にとらえて、読みとる（分

析）

・おかしさにも正しさにも気づいて反応できる

　

あいだに気づく

・リテラシーを運用するとき、あいだに入るもの、閉じて制限し、開放して促す、

そういう背景の存在を意識化する（図書館専門職は、後者を行うものでありたい

と願ってきた。が、実は前者も行っている。）

・様々な制度や物理的存在（たとえばメディア）、人が、実際に目や耳に入ってく

る情報の背景にある

リテラシーの社会における運用

・情報の政治性を認識する

・リテラシーを身につけてなににどう使うか

・対話し、交流し、よりよい社会の実現に参加するために必要な力を、リテラシー

として、子どもたちに身につけてもらいたい

・教師は、学校図書館専門職は、これからの教育において、子どもたちの間でコー

ディネーターになる



10

理
解
が
十
分
に
お
よ
ん
で
い
な
い
部
分
（
ま
た
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
誤
解
し
た
部
分
）
が
私
自
身
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
う
が
、
提
出
さ
れ

た
重
要
な
論
点
は
こ
の
メ
モ
に
書
き
込
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
者
の
方
が
た
に
は
、
こ
の
あ
と
の
本
文
を
読
ん
で
、
こ
の
メ
モ

と
は
異
な
る
、
一
歩
も
二
歩
も
先
の
理
解
に
い
た
る
方
が
多
く
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
記
録
集
の
出
版
を
契
機
に
、
さ
ら
に
議
論
が
進

む
こ
と
を
ま
た
期
待
し
て
い
る
。

　

本
報
告
書
に
こ
の
あ
と
収
載
の
講
義
録
の
内
容
理
解
を
助
け
る
本
を
、
た
く
さ
ん
の
著
作
の
あ
る
先
生
方
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず

は
一
冊
ず
つ
あ
げ
て
お
く
。
ぜ
ひ
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
手
に
と
ら
れ
る
よ
う
、
お
勧
め
し
た
い
。

中
尾
ハ
ジ
メ
『
原
子
力
の
腹
の
中
で
』S

U
R
E

、
二
〇
一
一
．

和
田
敦
彦
『
越
境
す
る
書
物

：

変
容
す
る
読
書
環
境
の
な
か
で
』
新
曜
社
、
二
〇
一
一
．　

小
玉
重
夫
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
教
育
思
想
』
白
澤
社
、
二
〇
〇
三
．

先
生
方
の
ご
紹
介
は
、
筆
者
の
ブ
ロ
グ
の
中
で
も
行
っ
て
き
た
。
ご
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
、
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。（
ア
ド
レ
ス
は
、

h
ttp

://d
.h
a
te
n
a
.n
e
.jp

/to
-y

u
rik

o
n
/

）

　

な
お
、
本
報
告
書
に
は
、
第
二
回
の
記
録
は
、
講
師
の
先
生
の
ご
希
望
で
、
残
念
な
が
ら
、
掲
載
し
て
い
な
い
。
影
浦
先
生
が
三
．
一
一

後
に
発
表
さ
れ
た
次
の
図
書
、
ご
論
考
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

影
浦
峡
『
三
．
一
一
後
の
放
射
能
「
安
全
」
報
道
を
読
み
解
く

：

社
会
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
実
践
講
座
』
現
代
企
画
室
、
二
〇
一
一
．

影
浦
峡
「「
専
門
家
」
と
「
科
学
者
」

：

科
学
的
知
見
の
限
界
を
前
に
」『
科
学
』
八
二
（
一
）、
二
〇
一
二
．
一
、
五
六
―
六
二
頁
．

影
浦
峡
「
信
頼
を
め
ぐ
る
状
況
と
語
り
の
配
置
」『
科
学
』
八
二
（
五
）、
二
〇
一
二
．
五
、
五
一
〇
―
五
一
六
頁
．

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
報
告
書
は
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
に
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
Ｂ
（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
２
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７
０
０
２
４
９
）
を
受
け
て
行
な
っ
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
出
版
は
同
補
助
金
に
よ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

注　

米
国
に
お
け
る
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
定
義
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
中
村
百
合
子
「
図
書
館
関
連
団
体
文
書
に
み
る
米

国
に
お
け
る
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
変
遷
」『
日
本
教
育
工
学
雑
誌
』
二
六
（
二
）、
二
〇
〇
二
．
九
、
九
五
―
一
〇
四

頁
．
に
整
理
し
て
あ
る
。

  A
m
e
ric

a
n
 
A
s
s
o
c
ia
tio

n
 
o
f 

S
c
h
o
o
l 

L
ib
ra
ria

n
s
. 

In
fo
rm

atio
n
 
P
o
w
er: 

B
u
ild
in
g
 
P
artn

ersh
ip
s 

fo
r 

L
earn

in
g
, 

th
e
 

a
s
s
o
c
ia
tio

n
, 1998, p

.2.

　

前
掲

、p

.8-9.

  A
m
e
ric

a
n
 A

s
s
o
c
ia
tio

n
 o

f S
c
h
o
o
l L

ib
ra
ria

n
s
. S

tan
d
ard

s fo
r th

e 21st-C
en

tu
ry L

earn
er in

 A
ctio

n
, th

e
 a

s
s
o
c
ia
tio

n
, 

2009, p
.5.

　

坂
本
旬
「
教
育
政
策
・
運
動
の
現
段
階
と
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」『
教
育
』
六
三
七
号
、
一
九
九
九
．
三
、
二
二
―
三
二
頁
．


