
学習指導計画  
 

教科(科目) 国語（現代文 B）  授業者  福田 亜里沙  

日時  平成３０年 ９月 ２５日（火）第４限  対象・場所  ２年４組教室  

単元  
本時の位置  

複数の観点を生かして今後の本の在り方について意見を深めよう  
(『おじいさんのランプ』と『読み書きする身体』のペアリテリングを通して）  

全 ６時間中の ４時間目  

本  
 

時  
 

の  
 

過  
 

程  

 

（本時までの流れ） 
前時までのところで、ワークシートⅠを用いて、比較評論ＡとＢのペアリテリングを

行った（１時間目）後、Ａ・Ｂそれぞれエキスパート班に分かれ、比較評論の主題を発
表させた（２時間目、主題の共有）。その後ワークシートⅡを用いてジグソー活動を行い、
２時間目で話し合った筆者の主張（主題）やそれに対する個人の意見を共有する（３時
間目）。 

本時は前時に引き続きジグソー班で集まっている。ジグソー班というのは評論Ａ、Ｂ
どちらかを中心に読んだ生徒たちが半数ずつほどに集まっている班である。それぞれの
意見を交流させながら、本時では、「今後の本の在り方」について意見を考え、ワーク
シートⅢにある発表原稿づくりに取り組んだ。 
  
１ （個人の活動）教員の指示を聞く。（３分） 
２ （個人の活動）ワークシートⅡの後半にある「今後の本の在り方」について 

自分の意見を記述する。（１０分） 
その際、比較評論に沿った主張の問題点を解決できるように書く。 
（例：今後本はどのような媒体にのせられるのが望ましいか、 
   本がかつて担ってきた役割をどのように更新するか等） 

３ （グループの活動）班活動は４名から５名で８班。 
比較評論ＡやＢを踏まえて、具体的に本の在り方は 
今後どのようであるべきか意見を交流する。（１５分） 

４ （個人の活動）友だちの意見をメモしたり、班で広がった意見を手がかりに、 
再度自分の意見を記述したりする。（５分） 

（３，グループの活動と並行して） 
５ （グループの活動）次時の発表会に向けて役割分担を決め、 

ワークシートⅢの発表原稿を作成する。（１２分） 
          ※その際、発言は全員が必ず行うこと、 
           直前に発表した班の感想を３０秒程度で一名が発表すること、 
           発表する際、本文の根拠を示すことを指示した。 
６ （個人の活動）教員の指示を聞く。次時の発表順を決めた。（５分）  

反 
 

 
 

 

省 
 一学期に評論文の読解の基礎を養成してきたため、その力を活用し定着を図るた
めに今回の授業を行った。また、本文の読解のみならず、自己の主張をもち、複数
の観点から多面的に物事を捉える能力を養うことは、二学期後半から学習する小論
文記述にも役立つと考えた。今回の教材は、話題が「本」についてであり、生徒に
とっても季節感があり身近である。話題が同一の教材を続けて教員主導で読み解い
ていくよりも、生徒自らが言語を用い、協働的な学習を通して内容を説明しあうこ
とによって、効果的に内容読解を深めることができるのではないかと考えた。  

反省としては、ペアリテリングや主題紹介、エキスパート活動についてはおおむ
ね基準を満たす学習活動であったが、発表時の課題の設定が悪く、どの班も「電子
媒体と紙媒体の本の共存」という意見が大半を占めた。発問を仮に「絵本」や「教
科書」など具体に絞れば多様な意見を導けたかもしれない。それでも具体例を班独
自に考えようとする姿勢はよかった。ルーブリックについては毎度苦労しているの
だが、生徒も教員も効果的に活用できていなかったように思う。文言が曖昧だとや
はりうまくいかない。例えば適切に論理のつながりを導くよう、接続詞を指定して
もよかったかもしれない。  

良かった点としては、この学年で班活動を行うのは初めてであったが、活発に取
り組んでいた。授業の初めに多面的に物事を捉えるというねらいも伝えていたた
め、そのねらいに向かっていく姿勢や手応えは感じられた。  
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番
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自
分
が
読
ん
だ
本
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お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
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読
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書
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す
る
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を
つ
け
る
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お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
Ｍ
Ｅ
Ｍ
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※
リ
テ
リ
ン
グ
の
評
価
を
し
ま
す
。「
話
し
手
」「
聞
き
手
」
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
に
〇
△
×
を
記
入
し
て
評
価
し
よ
う
。 

 

話
し
手
は
（ 

 
 
 
 
 

）
さ
ん
。
本
文
は
【 

お
じ
ラ
ン 

・ 

読
み
書
き
～ 

】
で
す
。 

本
文
の
内
容
は
わ
か
り
ま
し
た
か
？
【 

 
 

】
聞
き
取
り
や
す
い
話
し
方
で
し
た
か
？
【 

 
 

】 
 

自
己
評
価
に
な
り
ま
す
。 

本
文
の
内
容
は
理
解
で
き
ま
し
た
か
？
【 

 
 

】
そ
れ
を
相
手
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
か
？
【 

 
 

】 
 

要
旨 

           

見
出
し
を
つ
く
ろ
う
！ 

   

筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
意
見
・
感
想
を
書
き
な
さ
い
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今
更
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
僕
た
ち
を
取
り
巻
く
メ
デ
ィ
ア
環
境
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
新
し
い
技
術
は
必
ず
新
し
い
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
淘
汰
さ
れ
ゆ
く
も
の
だ
け
が
持
つ
良
さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
僕
は
実

の
と
こ
ろ
「
電
子
書
籍
の
波
が
や
っ
て
き
た
後
も
残
る
で
あ
ろ
う
紙
の
本
の
良
さ
」
と
か
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
も
残
る
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
役
割
」
と
い
っ
た
「
い
い
話
」
に
、
心
の
ど
こ
か
で
冷
淡
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
「
い
い
話
」
は
正
し
い
。
だ
が
そ
の
正
し
さ
は
、
何
か
も
っ
と
本
質
的
な
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
必
要
以
上

に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

実
は
こ
の
種
の
問
題
を
語
る
時
に
引
用
さ
れ
る
童
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
新
美
南
吉
の
童
話
『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
』
で
す
。
こ

れ
は
日
露
戦
争
の
頃
、
農
村
に
ラ
ン
プ
を
普
及
さ
せ
て
成
功
し
た
男
の
物
語
で
す
。
あ
る
日
、
村
に
電
気
を
引
く
こ
と
が
決
ま
り
、
主
人

公
の
営
む
ラ
ン
プ
屋
は
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
行
政
を
逆
恨
み
し
た
主
人
公
は
な
ん
と
区
長
の
家
へ
の
放
火
を
試
み
る
の
で

す
が
、
そ
の
時
火
打
ち
石
で
な
か
な
か
着
火
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
焦
っ
て
独
り
ご
ち
る
の
で
す
。
マ
ッ
チ
を
持
っ
て
く
れ
ば
よ
か
っ

た
、
火
打
ち
石
の
よ
う
な
古
い
も
の
は
い
ざ
と
い
う
時
に
役
に
立
た
な
い
、
と
。
そ
し
て
こ
こ
で
主
人
公
は
は
っ
と
し
ま
す
。
古
い
も
の

は
い
ざ
と
い
う
時
に
役
に
立
た
な
い
―
―
自
分
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
彼
は
、
泣
き
な
が
ら
在
庫
の
ラ
ン
プ
を
自
ら
の
手

で
割
っ
て
、
廃
業
を
決
意
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
僕
の
考
え
る
こ
の
童
話
の
白
眉
は
そ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
す
。
時
は
下
り
昭
和
十
年
代
、
ラ
ン
プ
屋
を
辞
め
て
街
で
本
屋
を

営
む
よ
う
に
な
っ
た
主
人
公
は
そ
の
孫
に
自
分
の
体
験
を
語
り
ま
す
。
こ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
新
美
の
「
知
」

へ
の
信
頼
で
す
。
主
人
公
が
ラ
ン
プ
屋
を
廃
業
し
た
後
、
本
屋
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
ど
ん
な
に
時
代
が
移
ろ
っ
て
、
ラ
ン
プ
が
電
球

に
な
り
電
球
が
蛍
光
灯
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
言
葉
を
通
し
て
知
を
共
有
す
る
文
化
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

新
美
の
こ
の
確
信
を
僕
は
支
持
し
た
い
。
し
か
し
新
美
が
強
く
信
じ
て
い
た
文
化
の
か
た
ち
、
つ
ま
り
人
間
と
知
（
を
伝
達
す
る
情

報
）
と
の
関
係
は
、
彼
が
想
像
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
よ
り
も
圧
倒
的
に
速
く
、
そ
し
て
決
定
的
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
古
い
メ

デ
ィ
ア
の
役
割
は
今
す
ぐ
ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
「
こ
の
ま
ま
」
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
旧
メ
デ
ィ
ア
だ
か

ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
。
」
と
い
っ
た
「
い
い
話
」
た
ち
の
何
割
か
は
確
実
に
、
こ
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
る
た
め
に
さ
さ

や
か
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
「
正
し
い
」
話
た
ち
は
別
の
次
元
で
は
害
悪
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

エ
ピ
ロ
ー
グ
で
更
に
彼
は
告
白
し
ま
す
。
実
は
電
気
が
村
に
通
っ
た
後
も
、
ラ
ン
プ
の
需
要
そ
の
も
の
は
決
定
的
に
は
な
く
な
ら
ず
、

続
け
よ
う
と
思
え
ば
ラ
ン
プ
屋
は
継
続
で
き
た
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
は
廃
業
し
た
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
ラ
ン
プ
が
彼
に
と

っ
て
文
明
開
化
の
象
徴
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
ラ
ン
プ
が
時
代
を
象
徴
す
る
力
を
失
う
と
同
時
に
廃
業
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
僕
は
思
い
ま
す
。
時
代
を
切
り
開
き
、
本
当
の
意
味
で
文
化
を
守
り
育
て
る
の
は
こ
う
し
た
知
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。 

  

前
述
の
通
り
、
こ
の
『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
』
は
電
子
書
籍
を
め
ぐ
る
議
論
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
童
話
で
す
。
し
か
し
僕
は
こ

の
童
話
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
技
術
革
新
が
も
た
ら
す
社
会
の
変
革
は
今
、
日
本
の
文
字
文
化
に
つ
い
て
は
よ
り
本
質
的
な
レ
ベ

ル
で
進
行
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
紙
の
本
が
な
く
な
っ
て
電
子
書
籍
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
、
と
い
う
表
面
的
な
レ
ベ

ル
の
変
化
で
は
な
い
。 

 

例
え
ば
今
流
通
し
て
い
る
日
本
語
の
、
い
わ
ゆ
る
「
四
六
判
（
約
一
三
〇
×
一
八
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
サ
イ
ズ
）
」
の
本
は
ど
う
い
う
も

の
か
と
い
う
と
、
一
冊
一
〇
～
一
五
万
字
を
、
大
体
約
一
万
字
の
章
に
分
け
て
読
ま
せ
て
い
る
も
の
で
す
。
一
文
の
文
字
数
は
大
体
一

〇
〇
～
二
〇
〇
字
く
ら
い
で
で
き
て
い
ま
す
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
形
式
と
規
模
は
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
合
理
性
も
な
く
決
ま
っ
て
い
る

も
の
で
す
。
こ
の
日
本
語
の
散
文
の
形
式
は
恐
ら
く
、
明
治
期
の
知
識
人
が
外
国
語
の
翻
訳
作
業
を
通
し
て
現
在
の
日
本
語
を
形
作
っ

て
い
っ
た
頃
に
そ
の
原
型
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
の
出
版
事
情
の
変
化
の
中
で
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
繰
り
返
し
て
き
た
も
の
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
こ
の
日
本
語
の
本
と
散
文
の
形
式
を
定
め
て
い
る
の
は
、
出
版
社
の
制
作
コ
ス
ト
や
書
店
で
の
陳
列
ル
ー

ル
の
慣
習
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
を
基
準
に
本
の
大
き
さ
や
ペ
ー
ジ
数
、
ひ
い
て
は
文
章
量
や
そ
の
区
切
り
方
が
決
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
と
、
前
述
の
日
本
語
の
形
式
は
特
に
人
間
が
生
理
的
に
理
解
し
や
す
い
形
式
で
も
な
け
れ
ば
、

リ
ズ
ム
で
も
な
け
れ
ば
、
分
量
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
た
め
に
最
適
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は

な
い
。 

 

例
え
ば
短
文
投
稿
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
フ
ォ
ロ
ー
数
が
百
人
く
ら
い
の
人
は
、
ほ
ぼ
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
投
稿
を
全
部
読
ん
で
い
る
こ
と
が
多

い
は
ず
で
す
。
仮
に
一
人
一
日
二
回
つ
ぶ
や
い
た
と
し
た
場
合
、
一
日
に
こ
れ
を
全
部
読
む
と
最
大
二
万
八
〇
〇
〇
字
に
な
る
。
こ
う

し
て
考
え
て
み
る
と
活
字
離
れ
な
ん
て
う
そ
で
、
日
本
人
は
三
日
か
四
日
で
一
冊
分
く
ら
い
の
活
字
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
同
じ
書
き
言
葉
で
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
と
本
の
言
葉
は
全
く
違
う
。
け
れ
ど
、
今
の
日
本
語
の
本
で
支
配
的
な

散
文
の
形
式
や
そ
の
切
り
分
け
方
が
、
人
間
に
文
字
情
報
を
通
じ
て
何
か
を
伝
え
る
時
に
ど
れ
く
ら
い
適
し
て
い
る
か
考
え
直
さ
な
い

と
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
技
術
的
に
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
は
出
版
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
僕
た
ち
の
書
き
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
教
育
す
ら
変
え
う
る
も
の
で
し
ょ

う
。 



 
単
純
に
考
え
て
、
こ
こ
十
年
余
り
の
情
報
化
の
進
行
は
人
間
と
言
葉
と
の
関
係
を
大
き
く
書
き
換
え
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
で
「
紙

の
本
」
と
い
う
も
の
の
存
在
意
義
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
僕
は
も
っ
と
本
質
的
な
変
化
が
現
代
に

は
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

有
史
以
来
、
人
間
が
こ
こ
ま
で
日
常
的
に
書
き
言
葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
例
え
ば
僕
た
ち
は
携

帯
の
メ
ー
ル
な
ど
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
日
々
の
雑
感
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
点
を
も
っ
て
し
て
も
、
現

代
に
お
け
る
情
報
化
の
進
行
は
人
類
の
文
化
そ
の
も
の
を
大
き
く
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
僕
た
ち
は
言
葉
と
い
う
も

の
と
の
関
わ
り
方
自
体
を
い
や
お
う
な
く
問
い
直
す
時
代
に
生
き
て
い
て
、
そ
の
大
き
な
変
化
の
あ
く
ま
で
一
部
分
と
し
て
本
や
雑
誌

の
問
題
が
あ
る
、
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。 

 

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
は
「
本
と
い
う
形
式
が
得
意
と
す
る
領
域
」
以
上
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
知
識
や
技
術
の
伝
達
、
政
治
的
主
張
、
宗
教
の
布
教
活
動
、
共
同
体
の
神
話
や
物
語
の
保
存
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
本
は
多
く
の
役
割
を

担
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
目
的
で
、
人
間
が
他
者
の
ま
と
ま
っ
た
考
え
に
文
字
情
報
で
接
す
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
、
長
い
間
本

を
読
む
と
い
う
こ
と
以
外
に
手
段
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
本
を
読
む
こ
と
以
外
に
、
情
報
に
触
れ
る
た
め
の
回
路
が
た
く
さ
ん

登
場
し
て
い
て
、
必
然
的
に
本
そ
れ
自
体
が
機
能
面
を
含
め
た
更
新
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
こ
れ
ま
で
の
形
式
の
本
と
い
う
の
は
、

本
と
い
う
形
式
を
愛
す
る
趣
味
人
の
た
め
の
骨
董
品
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
本
が
担
っ
て

い
た
快
楽
や
人
に
与
え
る
知
的
興
奮
、
社
会
的
な
効
果
な
ど
は
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
人
間
と
情
報
の
関
係
が
大
き

く
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
今
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
乗
せ
て
人
に
届
け
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
し

ょ
う
。 

 

例
え
ば
知
識
取
得
の
手
段
を
ゲ
ー
ム
と
し
て
捉
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
自
分
の
外
に
本
を
い
く
つ
積
み
上
げ
る
か
と
い
う
ゲ
ー
ム
だ

っ
た
の
が
、
今
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
膨
大
な
情
報
か
ら
何
を
切
り
出
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
ゲ
ー
ム
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
時
に
「
お
前
ら
、
ち
ゃ
ん
と
本
を
読
め
。
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
無
意
味
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
か
つ
て
本
が
担
っ
て
い
た
機

能
を
更
新
さ
せ
る
方
法
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。 

 

極
端
な
話
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
る
人
間
が
多
数
派
と
な
り
、
彼
ら
が
吐
き
出
し
た
言
葉
が
ネ
ッ
ト

上
に
自
動
的
に
集
積
さ
れ
て
い
く
環
境
が
所
与
の
も
の
と
な
っ
た
と
し
た
ら
、
集
積
さ
れ
た
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
検
索
ツ
ー

ル
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
状
態
も
十
二
分
に
想
定
し
う
る
。
今
ま
で
書
き
言
葉
と
は
基
本
的
に
自
分
の
外
側
に
あ
る
特
別
な
も
の

で
、
そ
れ
を
本
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
さ
れ
た
も
の
を
通
し
て
摂
取
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
る
こ
と
が
教
養
を

得
る
こ
と
で
あ
り
、
成
長
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
今
の
僕
た
ち
は
既
に
、
言
葉
や
教
養
、
知
識
体
系
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
る
た
め
、
個
々
の
情
報
を
ど
こ
で
区
切
る
か
の
ほ
う
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
の
人
間
と
情
報
の
関
係
が
ほ
ぼ
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

  

そ
れ
に
し
て
も
『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
』
の
主
人
公
が
始
め
た
本
屋
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
お
じ
い
さ
ん
が

自
分
の
体
験
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
孫
は
今
八
十
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
計
算
に
な
り
ま
す
が
、
彼
が
思
い
余
っ
て
ネ
ッ
ト
書
店
の
倉

庫
に
火
を
付
け
に
行
っ
た
り
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
僕
は
と
て
も
心
配
で
す
。
た
ぶ
ん
そ
ん
な
時
に
限
っ
て
彼
の
車
の
カ
ー
ナ
ビ
は

故
障
し
て
し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
彼
は
し
か
た
な
く
コ
ン
ビ
ニ
で
紙
の
地
図
を
買
っ
て
き
て
、
狭
い
車
内
で
広
げ
る
。
暗
い
車
内

で
老
眼
を
酷
使
し
な
が
ら
、
必
死
に
現
在
位
置
が
ど
こ
か
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
き
っ
と
こ
う
つ
ぶ
や
く
の
で
す
。「
紙
の
よ
う

な
古
い
も
の
は
い
ざ
と
い
う
時
に
役
に
立
た
な
い
。
」
と
。 

   

比
較
評
論
Ｂ 

読
み
書
き
す
る
身
体 

 
 
 
 

港 

千
尋 

  

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
親
し
ん
で
き
た
、
モ
ノ
と
し
て
の
本
の
属
性
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
電
子
化
さ
れ
た
本
に
パ
ル
プ
は
い

ら
な
い
。
し
か
し
、
電
気
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
も
同
じ
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
文
書
も
光
デ
ィ
ス
ク

の
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
も
の
に
も
、
本
が
持
っ
て
い
た
「
厚
み
」
が
な
い
。
果
た
し
て
「
厚
み
」
や
指
先
で
触
る
紙
の
「
感

触
」
と
い
っ
た
本
の
属
性
と
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
は
全
く
無
関
係
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
、
形
態
が
ど
う
あ
れ
、
問
題
は
中
身
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
印
刷
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
液
晶
画
面
で
見
よ
う
が
、
内
容
は
、
器
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
考
え
る

人
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
の
物
質
性
と
読
書
と
の
間
に
は
、
も
っ
と
深
遠
な
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
物
質
と
情
報
の
間
に

あ
る
も
の
、
具
体
的
に
は
読
書
に
お
け
る
身
体
性
と
知
識
の
習
得
と
の
関
係
で
あ
る
。
物
質
と
し
て
の
形
を
持
た
な
い
本
に
慣
れ
て
し

ま
う
前
に
、
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

読
む
人
の
身
体
を
眺
め
て
み
よ
う
。
表
紙
を
開
け
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
読
み
終
え
た
ら
閉
じ
る
。
印
刷
さ
れ
た
本
と
電
子
の
本
と
の

差
異
は
、
ま
ず
触
覚
に
あ
る
。「
開
陳
す
る
」
と
い
う
表
現
や
「
扉
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
開
い
た
り
閉
じ
た
り
す
る
動

作
に
は
、
建
築
的
な
含
み
が
あ
る
し
、「
啓
く
」
あ
る
い
は
「
啓
示
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
書
か
れ
た
言
葉
の
宗
教
的
な
起
源
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 



 
私
た
ち
は
、
電
子
フ
ァ
イ
ル
を
「
開
く
」
と
言
う
が
、
実
際
の
動
作
は
、
マ
ウ
ス
を
動
か
し
て
い
る
だ
け
で
、
何
か
を
「
開
い
て
」
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
大
体
マ
ウ
ス
を
握
っ
た
手
は
、
何
か
を
開
く
動
作
と
は
逆
の
状
態
で
あ
る
。
普
通
は
手
を
握
っ
た
ま
ま
の
状
態
で

本
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
電
子
化
さ
れ
た
本
の
登
場
に
よ
っ
て
、
初
め
て
人
間
は
、
握
り
こ
ぶ
し
で
ペ
ー
ジ
を
め
く
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
更
に
携
帯
電
話
の
登
場
に
よ
っ
て
、
親
指
一
本
で
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に

及
ん
で
、
読
み
書
き
す
る
身
体
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
読
書
と
い
う
活
動
が
培
っ
て
き
た
指
先
や
手
の
動
作
が
、

電
子
化
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
紙
や
活
字
と
い
っ
た
物
質
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
役
割
を
、
私
た
ち
は
も
は
や
必
要
と
し
て

い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

し
ば
ら
く
前
、
あ
る
本
の
冒
頭
で
、
と
て
も
印
象
深
い
「
学
び
」
の
風
景
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。『
世
界
の
再
魔
術
化
』
で
知
ら

れ
る
著
者
モ
リ
ス
・
バ
ー
マ
ン
が
書
き
留
め
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
習
う
最
初
の
日
、

教
師
は
子
ど
も
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
石
盤
に
最
初
の
文
字
を
蜜
で
書
か
せ
、
そ
れ
を
な
め
さ
せ
た
と
い
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、
文
字
を

学
ぶ
最
初
の
瞬
間
に
、
知
識
は
甘
美
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
得
す
る
。
い
っ
た
い
今
の
世
界
で
、
誰
が
「
文
字
」
に
味
が
あ
る
こ
と

を
教
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
文
字
が
視
覚
以
外
の
感
覚
を
刺
激
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
論
、
活
字
で
は
不
可
能
だ
し
、
ま
し
て
電
子
テ

キ
ス
ト
で
は
あ
り
え
な
い
。「
文
字
」
を
単
な
る
伝
達
媒
体
と
す
る
考
え
か
ら
は
、
絶
対
に
出
て
こ
な
い
よ
う
な
「
教
育
」
が
、
か
つ
て

存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

文
字
が
「
味
覚
」
と
直
接
に
結
び
付
く
こ
と
は
、
恐
ら
く
ま
れ
な
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
触
覚
な
ら
、
ま
だ
分
か
る
。
私
た
ち
は
も
と
も

と
文
字
を
、
常
に
触
覚
を
通
し
て
学
ん
で
き
た
。
漢
字
文
化
圏
に
は
幸
い
に
し
て
書
道
が
生
き
て
い
る
し
、
ア
ラ
ブ
語
圏
に
も
み
ご
と

な
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
伝
統
が
あ
る
。
細
々
と
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
ペ
ン
と
イ
ン
ク
の
伝
統
は
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
小
学
校
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
書
き
始
め
る
際
に
、
今
日
で
も
ペ
ン
と
イ
ン
ク
を
子
ど
も
た
ち
に
使
わ
せ
る
。
か
の
有

名
な
写
真
家
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ワ
ノ
ー
の
作
品
に
、
両
手
を
イ
ン
ク
だ
ら
け
に
し
な
が
ら
勉
強
し
て
い
る
小
学
生
た
ち
を
活
写
し
た
傑
作

写
真
集
が
あ
る
。
こ
れ
は
半
世
紀
近
く
昔
の
撮
影
だ
が
、
今
日
で
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ
。
パ
リ
に
駐
在
し
て
い
る
ア
メ
リ

カ
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
学
校
に
通
う
息
子
が
、
手
を
イ
ン
ク
だ
ら
け
に
し
て
帰
っ
て
く
る
の
に
疑
問
を
投
げ
か

け
る
エ
ッ
セ
ー
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
イ
ン
ク
壺
は
さ
す
が
に
少
数
に
な
り
、
万
年
筆
を
使
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
普

通
に
考
え
れ
ば
、
小
学
校
の
一
年
生
が
今
ど
き
手
や
シ
ャ
ツ
に
、
イ
ン
ク
の
染
み
を
付
け
て
い
る
光
景
は
、
全
小
学
校
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
が
完
備
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
親
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

文
字
が
意
味
の
媒
体
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
イ
ン
ク
ま
み
れ
の
手
や
シ
ャ
ツ
は
時
代
遅
れ
の
産
物
で
あ
る
。
文
字
は
「
染
み
」
を
作
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
手
を
汚
し
な
が
ら
身
体
で
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
ペ
ン
先
の
角

度
、
イ
ン
ク
の
染
み
、
筆
圧
、
視
線
の
集
中
と
い
っ
た
、
そ
れ
自
体
か
な
り
複
雑
な
諸
力
が
組
み
合
わ
さ
り
、
意
識
と
物
質
と
の
相
互
的

作
用
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
る
も
の
が
、「
文
字
」
で
あ
り
「
言
葉
」
な
の
だ
。
そ
こ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、「
創
造
」
と
い
う
最
も
重
要

な
出
発
点
を
、
子
ど
も
の
時
代
に
逃
が
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
文
字
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
印
刷
さ
れ
る
紙
や
、
扉
表
紙
と

い
っ
た
本
の
物
理
的
な
構
造
に
も
、
同
様
の
検
討
を
加
え
て
み
る
価
値
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

  

文
字
と
は
有
限
の
記
号
に
よ
っ
て
、
無
限
を
創
出
す
る
英
知
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ら
、
た
っ
た
数
十
個
の
文
字
で
、
文
字
ど

お
り
、
限
り
な
い
こ
と
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
冊
の
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
数
は
有
限
だ
が
、
そ
の
読
み
は
無
限
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
う
る
。
書
物
は
物
質
で
あ
り
な
が
ら
、
読
ん
で
も
読
ん
で
も
、
決
し
て
減
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ

て
い
る
世
界
に
は
、
限
り
な
い
豊
か
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
不
思
議
を
、
読
書
経
験
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
少
し
ず
つ

見
い
だ
し
て
ゆ
く
の
だ
。
大
人
に
な
る
と
忘
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
文
字
や
言
葉
の
魔
術
的
な
性
質
は
、
そ
れ
を
電
子
の
媒
体
に
も

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
度
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

             



ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ 

「
複
数
の
観
点
を
生
か
し
て
理
解
を
深
め
る
」 

 

【
ジ
グ
ソ
ー
活
動
シ
ー
ト
】 

＊
異
な
る
資
料
を
担
当
し
た
者
ど
う
し
で
新
し
い
班
を
組
ん
だ
後
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
で
話
し
合
っ
た
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
説
明
を
す
る
。 

                     

＊
右
の
説
明
を
受
け
て
、
改
め
て
〔
課
題
〕
「
本
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
」
に
つ
い
て
話
し
合
う
。 

              

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

  班 
エキスパート 
     さん 

 班 
エキスパート 
     さん 

 班 
エキスパート 
     さん 

 班 
エキスパート 
     さん 

   

 



ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅲ 

「
複
数
の
観
点
を
生
か
し
て
理
解
を
深
め
る
」 

 
 
 
 
 

 

【
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
準
備
シ
ー
ト
】 

＊
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
の
た
め
の
発
表
原
稿
を
作
る
。
発
表
の
際
は
、
文
章
の
棒
読
み
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。 

 

ル
ー
ル 

①
発
表
は
各
班
２
分(
全
員
話
す)

、
班
に
よ
る
相
互
評
価
は
１
分
で
す
。 

②
発
表
す
る
際
は
、
主
張
と
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。(

具
体
例
や
本
文
の
引
用
を
い
れ
る
と
グ
ッ
ド) 

③
発
表
の
流
れ
と
し
て
、
直
前
の
班
の
感
想
を
簡
潔
に
述
べ
て
か
ら
、
自
分
の
班
の
発
表
を
し
ま
す
。 

                                  

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

                

《
発
表
原
稿
》 

                

                 



ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅳ 

「
複
数
の
観
点
を
生
か
し
て
理
解
を
深
め
る
」 

 

 

【
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
シ
ー
ト
】 

＊
ジ
グ
ソ
ー
活
動
で
得
ら
れ
た
班
の
考
え
を
ク
ラ
ス
で
発
表
す
る
。
ま
た
、
他
の
班
の
発
表
に
つ
い
て
評
価
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表

に
対
す
る
感
想
・
コ
メ
ン
ト
を
書
き
記
す
。 

                                

 

☆
評
価
は
、
左
の
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
参
照
し
て
行
お
う
！ 

          

自
分

の
班 

        

班 

         

Ａ 

         

Ｂ 

         

合
計 

         
内
容
・
良
か
っ
た
と
こ
ろ 

Ｂ 話
し
方 

Ａ 論
理
力 

（
内
容
） 

レ
ベ
ル 

観
点 

間
を
と
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
大
き

な
声
で
話
す
な
ど
、
話
し
方
に
工

夫
が
見
ら
れ
る
。 

主
張
と
そ
の
理
由
に
つ
な
が
り

が
あ
り
、
具
体
例
や
引
用
を
い
れ

て
説
明
し
て
い
る
。 

５ 

声
量
が
明
瞭
か
つ
声
の
ス
ピ
ー

ド
も
適
切
で
聞
き
や
す
い
。 

主
張
と
理
由
に
つ
な
が
り
が
あ

る
。 

３ 

声
量
や
声
の
ス
ピ
ー
ド
は
普
通

で
聞
き
取
れ
る
。 

主
張
と
理
由
に
つ
な
が
り
が
な

い
。
未
完
成
。 

１ 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 



ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅴ 

「
複
数
の
観
点
を
生
か
し
て
理
解
を
深
め
る
」 

 

【
自
己
評
価
シ
ー
ト
】 

 
 

 
 

３
…
よ
い 

２
…
ふ
つ
う 

１
…
改
善
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る 

 

◆
班
で
の
活
動
の
振
り
返
り 

◆
今
回
の
活
動
全
体
を
通
じ
て
の
感
想 

      

オ 

他
者
と
の
交
流
を
通
し
て
考
え
を
深
め
、
自
分
な
り
に
ま
と
め
た
り
、
自
分
の
考
え 

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
説
明
し
た
り
で
き
た
か
。 

エ 

他
者
の
考
え
を
受
け
止
め
、
自
分
の
考
え
と
比
較
し
て
、
複
数
の
観
点
か
ら
考
え
を 

深
め
る
こ
と
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
。 

ウ 

自
分
の
理
解
し
た
こ
と
を
、
他
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。 

イ 

意
欲
的
に
学
習
活
動
に
参
加
し
た
か
。 

ア 

学
習
目
標
を
確
認
し
て
授
業
を
受
け
た
か
。 

評
価
項
目 

３
・
２
・
１ 

３
・
２
・
１ 

３
・
２
・
１ 

３
・
２
・
１ 

３
・
２
・
１ 

評
価 

ジ
グ
ソ
ー
活
動
に
つ
い
て 

  

エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
に
つ
い
て 

 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

 
 

    


