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に

平
成
十
七
年
十
月
に
、
中
央
教
育
審
議
会
「
新
し
い
時
代
の
義
務
教
育
を
創
造
す
る
」
の
答
申
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
答
申
で
は
、

義
務
教
育
の
目
的
遂
行
の
た
め
に

「
学
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
『
確
か
な
学
力
』
と
し
て
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
と
思
考
力
、
創
造
力
を
は
ぐ

、

く
む
と
と
も
に

『
豊
か
な
心

『
健
や
か
な
体
』
を
培
い
、
こ
れ
ら
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
育
成
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
答

、

』

申
に
お
い
て
は
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
と
適
切
な
役
割
分
担
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
十
年
度
か
ら
区
市
町
村
教
育
委
員
会
と
連
携
し
て

「
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座
」
を
実
施
し
て
ま
い

、

り
ま
し
た
。
こ
の
公
開
講
座
の
趣
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①

意
見
交
換
を
通
し
て
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
た
道
徳
教
育
を
推
進
す
る
。

②

道
徳
の
授
業
の
質
を
高
め
、
道
徳
の
時
間
の
活
性
化
を
図
る
。

③

道
徳
の
授
業
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
開
か
れ
た
学
校
教
育
を
推
進
す
る
。

道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座
は
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
は
都
内
す
べ
て
の
公
立
小
・
中
学
校
で
実
施
さ
れ
、
平
成
十
五
年
度
に
は
公
開
講
座
の
一

層
の
充
実
を
目
的
と
し
た
同
推
進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
今
日
ま
で
、
家
庭
や
地
域
社
会
と
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
心
の
教
育
の
普
及
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
、
よ
り
一
層
、
道
徳
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
要
で
あ
る
「
道
徳
の
時
間
」
の
特
質
を
生
か
し
た

指
導
の
一
層
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

本
書
は
、
東
京
都
公
立
小
・
中
学
校
の
す
べ
て
の
児
童
・
生
徒
に
充
実
し
た
道
徳
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
道
徳
の
時
間
に
活
用
す
る

「
東
京
都
を
題
材
と
し
た
読
み
物
資
料
」
を
、
活
用
例
と
と
も
に
編
集
し
た
も
の
で
す
。

各
学
校
に
お
い
て
は
、
本
書
の
活
用
と
同
時
に
道
徳
の
時
間
の
一
層
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
よ
う
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

終
わ
り
に
な
り
ま
す
が
、
本
書
の
編
集
に
当
た
ら
れ
た
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座
推
進
委
員
会
の
皆
様
、
資
料
提
供
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

各
区
市
町
村
教
育
委
員
会
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
八
年
三
月

東
京
都
教
育
委
員
会
教
育
長

中

村

正

彦
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と
う
ふ
や

八
べ
え
（
文

京

区
）

ぶ
ん

き
ょ
う

く

あ
る
日
、
と
う
ふ
を

う
り
あ
る
い
て

い
た

八
べ
え
は
、

き
ず
つ
い
て

ぐ
っ
た
り
し
た

子
ぎ
つ
ね
を

見
つ
け
ま
し
た
。

「
こ
れ
で
も

た
べ
て
、
げ
ん
き
を

だ
し
な

」
。

八
べ
え
は
、
う
り
も
の
の

と
う
ふ
を

子
ぎ
つ
ね
に

あ
げ

ま
し
た
。
す
る
と
、
子
ぎ
つ
ね
は
、
そ
れ
を

お
い
し
そ
う
に

た
べ
ま
し
た
。

げ
ん
き
に

な
っ
た

子
ぎ
つ
ね
は
、
八
べ
え
の

ほ
う
を

な
ん
ど
も

な
ん
ど
も

ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
山
の

ほ
う
に

か
え
っ
て

い
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら

す
う
年
が

た
ち
ま
し
た
。
八
べ
え
は
、
小
石
川

こ

い
し
か
わ

（
文
京
区
）
に

店
を

も
ち
ま
し
た
。
お
金
が

ひ
つ
よ
う
な

み
せ

か
ね

八
べ
え
は
、
か
ん
が
え
ま
し
た
。

「
そ
う
だ
。
と
う
ふ
を

少
し

小
さ
く
し
よ
う
。
そ
の
ぶ
ん
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た
く
さ
ん

つ
く
っ
て

も
う
け
て

や
る
ぞ

」
。

八
べ
え
は
、
小
さ
く
し
た

と
う
ふ
を
、
お
き
ゃ
く
さ
ん
に

う
り
は
じ
め
ま
し
た
。

あ
る
日
、
八
べ
え
が
、
店
の

ぜ
に
ば
こ
の

お
金
を

し
ら
べ
る
と
、
木
の

は
が

ま
ざ
っ
て

い
ま
し
た
。

「
お
か
し
い
な
。
お
金
が

木
の

は
に

か
わ
っ
て

し
ま
っ
た
ぞ

」
。

つ
ぎ
の

日
も
、
つ
ぎ
の

日
も
、
木
の

は
が

お
金
に

。

、

ま
ざ
っ
て

い
ま
し
た

小
さ
く
し
た

と
う
ふ
が

う
れ
る
ほ
ど

木
の

は
は

ふ
え
て

い
く
の
で
す
。

八
べ
え
は
、
ふ
し
ぎ
に

思
っ
て
、
お
か
み
さ
ん
に

お
も

た
ず
ね
ま
し
た
。

「
だ
れ
の

し
わ
ざ
か

知
ら
な
い
か

」
。

「
そ
う
い
え
ば
、
十
さ
い
く
ら
い
の

お
と
こ
の
子
が

と
う
ふ
を
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か
い
に

き
た

あ
と
、
か
な
ら
ず

木
の

は
が

入
っ
て

い
ま
す
の
じ
ゃ

」
。

お
か
み
さ
ん
は
、
く
び
を

か
し
げ
な
が
ら

い
い
ま
し
た
。

「
そ
い
つ
に

ち
が
い
な
い
。
つ
か
ま
え
て

と
っ
ち
め
て

や
る

」
。

つ
ぎ
の

日
、
八
べ
え
は
、
お
と
こ
の
子
の

あ
と
を

つ
け
て

み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
八
べ
え
は
、
お
と
こ
の
子
に

お
い
つ
く
と
、

「
お
い
、
わ
る
さ
を

す
る
の
は

や
め
る
ん
じ
ゃ

」
。

と

い
っ
て
、
う
で
を

つ
か
ま
え
ま
し
た
。

男
の
子
は

き
ゃ
っ
と

こ
え
を

あ
げ
て
、
そ
の

ば
に

す
わ
り
こ
む
と
、
な
ん
と

き
つ
ね
に

な
り
ま
し
た
。

「
お
お
、
お
ま
え
は

あ
の
と
き
の

き
つ
ね
じ
ゃ
な
い
か
。

た
す
け
て
や
っ
た
の
に
、
な
ん
だ
っ
て

木
の

は
で
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ご
ま
か
し
て
、
わ
し
を

こ
ま
ら
せ
る
ん
じ
ゃ

」
。

す
る
と
、
き
つ
ね
は

か
な
し
そ
う
に
、
小
さ
な

と
う
ふ
を

手

に

し

て

、

八

べ

え

の

か

お

を

じ

っ

と

見
つ
め
ま
し
た
。

「
そ
う
か
、
お
ま
え
は
、
わ
し
ら
に

気
づ
か
せ
よ
う
と

し
て
く
れ
た
の
か

」
。

きそ
れ
か
ら
、
八
べ
え
は
、
も
と
の

大
き
く
て

お
い
し
い

と
う
ふ
を

つ
く
っ
て
、
ま
た
、
み
ん
な
に

よ
ろ
こ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
大
野

真

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会

小
学
校

）

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集

第
２
集
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た
ま
川
の
夕
日

（
世
田
谷
区
）

が
わ

ゆ

う

ひ

せ

た

が
や

く

、

。

三
吉
じ
い
さ
ん
は

た
ま
川
の

わ
た
し
ぶ
ね
の

せ
ん
ど
う
で
す

さ
ん
き
ち

あ
る
日
の

お
ひ
る
す
ぎ
、
め
ず
ら
し
く

お
き
ゃ
く
が

な
い
の
で

三
吉
じ
い
さ
ん
は

た
い
く
つ
で
し
た
。
き
せ
る
に

た
ば
こ
を

つ
め
、
ス
パ
ッ
、
ス
パ
ッ
と

白
い

け
む
り
を

、

。

は
き
だ
し
な
が
ら

た
ま
川
の

な
が
れ
を

な
が
め
て
い
ま
し
た

や
が
て

日
も

西
に

か
た
む
き
、
た
ま
川
の

な
が
れ
が
、

夕
日
に

き
ら
き
ら

か
が
や
き
は
じ
め
ま
し
た
。
う
つ
く
し
く

夕
日
に

か
が
や
く

た
ま
川
の

な
が
れ
を

見
て
い
た

三
吉
じ
い
さ
ん
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
う
と
う
と
と

い
ね
む
り
を

は
じ
め
ま
し
た
。

三
吉
じ
い
さ
ん
が
、
は
っ
と

目
を

ひ
ら
く
と
、
そ
こ
に

一
人
の

女
の
人
が

た
っ
て
い
ま
し
た
。
女
の
人
は
、

す
き
と
お
る
よ
う
な

う
つ
く
し
い
こ
え
で

し
ず
か
に

い
い
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ま
し
た
。

「
び
っ
く
り
さ
せ
て
、
も
う
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
、

こ
の
川
に

す
む

さ
か
な
の

精
で
す
。
わ
た
し
の

夫

が

せ
い

お
っ
と

つ
り
ば
り
を

の
ん
で
、
も
う
五
日
も

く
る
し
ん
で

お
り
ま
す
。
ど
う
か

お
た
す
け
く
だ
さ
い

」
。

ふ
し
ぎ
な

で
き
ご
と
に
、
口
も

き
け
な
い
ほ
ど

お
ど
ろ
い
た

三
吉
じ
い
さ
ん
で
し
た
が
、
女
の
人
の

か
な
し
そ
う
な

こ
え
を

き
く
と
、
と
て
も

き
の
ど
く
に

お
も
い
ま
し
た
。

「
く
る
し
ん
で
い
る

か
た
は
、
ど
こ
に

い
る
の
で
す
か

」
。

「
は
い
、
あ
の

よ
ど
み
の

川
ぞ
こ
に

お
り
ま
す

」
。

ゆ
び
さ
す
ほ
う
を

見
る
と
、
そ
の
よ
ど
み
は

ふ
か
く
、

き
み
が

わ
る
い
ほ
ど

し
ず
ま
り
か
え
っ
て

い
る
の
で
す
。

「
た
す
け
て

あ
げ
た
い
が
、
わ
た
し
は

も
う
こ
の
年
だ
。

と
て
も

川
ぞ
こ
ま
で
は

も
ぐ
っ
て

い
か
れ
な
い
な

」
。

と
こ
と
わ
り
ま
し
た
。
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「
は
い
、
そ
れ
は

ご
し
ん
ぱ
い

い
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
と

い
っ
し
ょ
な
ら

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
。
ど
う
か
…
…

」
。

あ
ま
り

し
ん
け
ん
に

い
う
の
で
、
た
す
け
て

や
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

よ
ど
み
に

つ
く
と

女
の
人
は
、
三
吉
じ
い
さ
ん
の

手
を

と
っ
て

よ
ど
み
の
中
へ

あ
ん
な
い
し
ま
し
た
。
川
ぞ
こ
を

し
ば
ら
く

い
く
と
、
大
き
な

い
わ
あ
な
の

ま
え
に

つ
き
ま
し
た
。
中
か
ら

く
る
し
そ
う
な

う
め
き
ご
え
が

き
こ
え
ま
す
。

三
吉
じ
い
さ
ん
を

見
る
と
、
つ
り
ば
り
を

の
み
こ
ん
だ

さ
か
な
が
、
な
み
だ
を

な
が
し
な
が
ら

い
い
ま
し
た
。

「
お
た
す
け
く
だ
さ
い
。
は
り
が

の
ど
に

ひ
っ
か
か
り
、
も
う

五
日
も

た
べ
て
お
り
ま
せ
ん

」
。

三
吉
じ
い
さ
ん
が

口
の
中
を

の
ぞ
い
て
み
る
と
、
大
き
な
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ふ
と
い

つ
り
ば
り
が

一
本
、
の
ど
の

お
く
の
ほ
う
に

ひ
っ
か
か
り
、
と
て
も

い
た
そ
う
で
す
。

、

、

ど
う
や
っ
て

と
ろ
う
か
と

ち
ょ
っ
と

か
ん
が
え
ま
し
た
が

す
ぐ
に

よ
い

か
ん
が
え
が

う
か
び
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

き
せ
る
で
し
た
。
さ
き
の

ま
が
っ
て
い
る

き
せ
る
の

が
ん
く
び
は
、
は
り
を

と
る
の
に

ち
ょ
う
ど

よ
か
っ
た
の
で
す
。

三
吉
じ
い
さ
ん
は
、
お
も
い
き
っ
て

の
ど
の

お
く
に

、

。

き
せ
る
を

つ
っ
こ
み

み
ご
と
に

は
り
を

ぬ
き
と
り
ま
し
た

よ
ど
み
の

そ
と
ま
で

ぶ
じ
に

お
く
り
だ
さ
れ
た

三
吉
じ
い
さ
ん
は
、
さ
っ
ぱ
り
し
た

き
も
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

そ
し
て
、
大
き
く

む
ね
を

ひ
ろ
げ
て
、

川
か
ぜ
を

い
っ
ぱ
い
す
い
こ
み
ま
し
た
。

大
き
な
、
ま
っ
赤
な

た
い
よ
う
が
、
ち
ょ
う
ど

西
の

か

山
の
は
し
に

か
く
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
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そ
の
つ
ぎ
の
日
も

三
吉
じ
い
さ
ん
は

し
ご
と
に

で
か
け
ま
し
た
。
三
吉
じ
い
さ
ん
が

村
人
を

の
せ
、

む
ら
び
と

む
こ
う
ぎ
し
へ
と

ふ
ね
を

こ
い
で
い
る
と
、
そ
の
ふ
ね
の

そ
ば
を

ま
ご
い
と

ひ
ご
い
が

お
よ
い
で
い
ま
し
た
。

二
ひ
き
の

こ
い
は
、
三
吉
じ
い
さ
ん
が

し
ご
と
を

お
え
る
ま
で
、
ふ
ね
の

そ
ば
を

は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
ま
い
日
、
三
吉
じ
い
さ
ん
の

ふ
ね
を

ま
も
る
よ
う
に
、
い
つ
も

二
ひ
き
の

こ
い
の

お
よ
ぐ
す
が
た
が

あ
り
ま
し
た
。

出
典
（
世
田
谷
区
道
徳
教
育
資
料
集
十
五
集
）
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や
ま
め
の

や
ま
ち
ゃ
ん

（
青
梅
市
）

お

う

め

し

お
う
め
の

た
ま
川
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が

す
ん
で
い
る
よ
ね
。
そ
の
川
を

大
切
に
し
て
、
魚
を

そ
だ
て
よ
う
と

い
う
人
た
ち
が
、
魚
の

お
や
が
わ
り
に

な
っ
て

く
れ
る
人
を

さ
が
し
て
、
た
ま
ご
を

あ
ず
け
る
っ
て
い
う

話
を

聞
い
た
こ
と
が

あ
る
か
な
？

た
ま
ご
の

ぼ
く
を

び
ん
の
中
に

入
れ
て
、
う
ち
へ

つ
れ
て
か
え
っ
て

く
れ
た
の
が
、
し
ゅ
う
く
ん
。

そ
し
て
、
ぼ
く
の
な
ま
え
は
、
や
ま
め
の

赤
ち
ゃ
ん
・
や
ま
ち
ゃ
ん
っ
て

い
う
ん
だ
。

い
い

な
ま
え
だ
ろ
う
？
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し
ゅ
う
く
ん
が
、
つ
け
て

く
れ
た
ん
だ
よ
。

で
も
、
ぼ
く
た
ち

や
ま
め
の

な
か
ま
は
、

つ
め
た
く
て
、
き
れ
い
な

川
に
し
か

す
め
な
い
ん
だ
。

だ
か
ら
、
ぼ
く
の

今
す
ん
で
い
る

お
う
ち
は
、

し
ゅ
う
く
ん
の
家
の

れ
い
ぞ
う
こ
の
び
ん
の
中
。

し
ゅ
う
く
ん
は
、
び
ん
の

中
の

水
を

き
れ
い
に
、

と
り
か
え
た
り
、

え
さ
を

く
れ
た
り
し
て
、

大
切
に

ぼ
く
を

そ
だ
て
て
く
れ
た
ん
だ
よ
。

ぼ
く
は
、
ま
る
い

た
ま
ご
か
ら
、

小
さ
な

黒
い
目
が

二
つ

で
き
る
ん
だ
よ
。

そ
の
目
の

ま
わ
り
が

ぎ
ん
色
に

な
る
ん
だ
。
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そ
し
て
、
も
う
す
こ
し

大
き
く
な
る
と
、
む
ね
の

と

こ

ろ
に

、

大

き

な

ボ

ー

ル

を

ぶ
ら

さ

げ

た

、

魚

の

す

が

た

に

な
っ
て

い
っ
た
ん
だ
よ
。

そ
の

ボ
ー
ル
の

中
に
は
、

た
っ
ぷ
り

え
い
よ
う
が
、
つ
ま
っ
て
い
る
ん
だ
。

し
ゅ
う
く
ん
は
、

「
げ
ん
き
か
い
？
」

「
ぎ
ん
色
の
う
ろ
こ
が
で
て
き
た
ね
。
も
う
す
ぐ
外
に
出
ら
れ
る

ね

」
。

と
い
っ
て
、

ず
っ
と
、
ぼ
く
が

大
き
く
な
る
の
を
、
お
う
え
ん
し
て

く
れ
た
ん
だ
。
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で
も
、
ぼ
く
た
ち
の

中
に
は
、

魚
の

か
た
ち
に
、
な
れ
な
か
っ
た
な
か
ま
も
、

た
く
さ
ん

い
る
ん
だ
っ
て
。

今
、
ぼ
く
は

ま
だ
ま
だ

小
さ
い
け
れ
ど
、

り
っ
ぱ
に

や
ま
め
の

す
が
た
に

な
っ
た
ん
だ
よ
。

い
よ
い
よ
あ
し
た
は
、

ほ
ん
と
う
の

ぼ
く
た
ち
の

す
み
か
の
、
た
ま
川
へ

た
び
だ
つ
ん
だ
。

し
ゅ
う
く
ん
、
今
ま
で

あ
り
が
と
う
。

ま
た
、
き
っ
と

ど
こ
か
で
、
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あ
え
る
よ
ね
。

た
の
し
み
に

し
て
い
る
よ
。

（
中
嶋

博
子
）

出
典

（
青
梅
市
教
育
委
員
会
道
徳
資
料
集
）
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か
っ
ぱ
と

与
助

（
北
区
）

よ

す
け

き
た

く

ま
な
つ
の

た
い
よ
う
が
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と

て
り
つ
け
、
じ
っ
と

し
て

い
て
も
、
あ
せ
が

ふ
き
だ
し
て

く
る

あ
つ
さ
で
す
。

荒
川
で
、
さ
か
な
を

と
っ
て

か
え
っ
て

き
た

与
助
が
、

あ
ら
か
わ

川
ぎ
し
に

ふ
ね
を
つ
け
る
と
、
男
の
子
が

た
お
れ
て

い
ま
し
た
。

お
ど
ろ
い
て

だ
き
お
こ
し
て

み
る
と
、
な
ん
と
、
か
っ
ぱ
の

子
ど
も
で
し
た
。
び
っ
く
り
し
て
、
手
を

は
な
し
ま
し
た
。

、

、

、

。

で
も

か
わ
い
そ
う
に

な
っ
て

ま
た

だ
き
お
こ
し
ま
し
た

「
お
い
、
ど
う
し
た
。
し
っ
か
り
し
ろ

」
。

与
助
が
、
い
く
ら

か
ら
だ
を

ゆ
す
っ
て
も

か
っ
ぱ
の

子
ど
も
は
、
う
ん
う
ん
う
な
る
ば
か
り
で
す
。
与
助
が
、
こ
ま
っ
て

い
る
と
、
岩
渕
の

静

勝

寺
の

お
し
ょ
う
さ
ま
が
、

い
わ
ぶ
ち

じ
ょ
う
し
ょ
う

じ

と
お
り
か
か
り
ま
し
た
。
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「
た
す
け
る
に
は
、
ど
う

し
た
ら

よ
い
で
し
ょ
う

」
。

「
あ
つ
さ
で
、
あ
た
ま
の

さ
ら
の

水
が

か
わ
い
た
の

じ
ゃ
か
ら
、
さ
ら
に
、
水
を

か
け
て

や
る
が

よ
い

」
。

、

、

、

、

そ
こ
で

与
助
は

川
の

水
を

く
ん
で

き
て
は

さ
ら
に

水
を

か
け
て

や
り
ま
し
た
。

な
ん
か
い
も

な
ん
か
い
も

く
り
か
え
し
ま
し
た
。

夕

日

が

し

ず

む

こ

ろ

、

か

っ

ぱ

の

子

ど

も

は

、

げ

ん

き

を

と

り

も

ど

し

ま

し

た

。

与
助
が
、

「
よ
か
っ
た
な
あ
。
早
く

う
ち
へ

お
か
え
り

」
。

と
い
う
と
、
な
ん
ど
も

な
ん
ど
も

お
じ
ぎ
を
し
て
、
か
え
っ
て

い
き
ま
し
た
。

（
原

洋
子

作
）
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た
の
し
い

一
日

（
日
野
市
）

ひ

の

し

き
ょ
う
は
、
だ
い
す
き
な

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

多
摩
ど
う
ぶ
つ

た

ま

。

、

こ
う
え
ん
に

つ
れ
て

い
っ
て

く
れ
る
日
で
す

け
い
す
け
は

あ
さ
か
ら

わ
く
わ
く
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
イ
オ
ン
や

コ
ア
ラ
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

ど
う
ぶ
つ
を

早
く

見
た
い
と

お
も
っ
て

い
た
の
で
す
。

「
け
い
す
け
、
さ
か
み
ち
が

お
お
い
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と

あ
る
く
の
で
す
よ

」
。

「
う
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

つ
か
れ
な
い
よ
う
に

し
て

あ
げ
る
ん
だ

」
。

で
か
け
る

と
き
、
お
か
あ
さ
ん
に

げ
ん
き
よ
く

こ
た
え
ま
し
た
。
け
い
す
け
の

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
あ
し
が

よ
わ
く

な
っ
て

い
る
の
で
す
。

多
摩
ど
う
ぶ
つ
こ
う
え
ん
に

つ
い
て
、
見
て

ま
わ
っ
て
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い
る

う
ち
に
、
け
い
す
け
は

ど
の
ど
う
ぶ
つ
も

見
た
く
て
、

む
ち
ゅ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ハ
ア
ハ
ア

い
っ
て
い
る

お
じ
い
ち
ゃ
ん
を

い
つ
の
ま
に
か

い
そ
が
せ
る
よ
う
に

し
て

あ
る
い
て

い
ま
し
た
。

さ
か
を

の
ぼ
っ
た

と
こ
ろ
に
、
人
が

た
く
さ
ん

あ
つ
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
な
ん
だ
ろ
う
と

お
も
っ
て
、

け
い
す
け
は

ひ
と
り
で

さ
き
に

は
し
っ
て

い
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
と
て
も

見
た
か
っ
た

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が

い
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
小
さ
い

け
い
す
け
に
は

よ
く

見
え
ま
せ
ん
。

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に

の
び
あ
が
っ
て
も
、
や
っ
と

す
こ
し

の
ぞ
く

こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
し
た
。

そ
の

と
き
、
か
ら
だ
が

き
ゅ
う
に

ふ
わ
っ
と

も
ち
あ
が
っ
た
の
で
す
。

「
こ
れ
で

よ
く

見
え
る
だ
ろ
う

」
。
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

う
し
ろ
か
ら

だ
き
あ
げ
て

く
れ
た
の

で
し
た
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
の

よ
う
す
が

目
の

ま
え
に

ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の

ひ
た
い
に
は
、
あ
せ
が

に
じ
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
も
い
は
ず
の

け
い
す
け
の

か
ら
だ
を

も
ち
あ
げ
て

い
る
の
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は

に
こ
に
こ
し
て

い
ま
し
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う

」
。

そ
れ
か
ら
は
、
ふ
た
り
で

手
を
つ
な
ぎ
、
ゆ
っ
く
り

見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。

と
て
も

た
の
し
い

一
日
で
し
た
。

（
稲
葉

春
紀

作
）
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人
力
車

（

港

区
）

み
な

と

く

港

区

北

青

山

三

丁

目

に

あ

る

善

光

寺

と

い

う

お

寺

の

け

い

だ

い

に

「

人

、

み
な

と

き
た
あ
お
や
ま

ぜ
ん

こ
う

じ

力
車
発
明
記
念
碑
」
が
建
っ
て
い
ま
す

。

ひ

こ

の

碑

に

は

「

明

治

の

は

じ

め

、

和

泉

要

助

、

鈴

木

徳

次

郎

、

高

山

幸

助

、

い

ず

み

よ
う
す
け

す
ず

き

と
く

じ

ろ
う

た
か
や

ま

こ
う
す

け

の
三

人

が
人

力
車
を

発

明
し

、

国
か
ら

お
ほ
め

の
こ

と
ば
を

い
た
だ

い
た

記
念

と

し

て

、

こ

れ

を

後

の

世

ま

で

も

つ

た

え

た

い

」

と

い

う

意

味

の

こ

と

が

書

。

か
れ
て
い
ま
す

。

明

治
の

は
じ

め
ご

ろ

の
日

本
に

は
、

自
動

車
も
電
車
も
な

く

、
乗
り

物
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、
か
ご
や
馬
く
ら
い
の
も
の
で
し
た

。

や
が
て
、

外

国
か
ら

ゆ
入

さ
れ
た

馬
車
が
、
横

浜
の

町
を

走
る
よ
う
に
な
り

よ
こ
は
ま

ま
し

た

。
こ
れ
を
見
た

和
泉
要

助
た
ち

は
、

馬
が
引
く

か
わ
り

に
、
人
の
力
で

引
く

車
を
作

っ
た
ら

ど
う
だ

ろ
う
か

。
そ
う
す

る
と

、
手
が
る
に

引
く

こ
と
が

で

き
る
し

、

細
い

道
へ
も
入

っ
て
い
く

こ
と
が
で

き
る

か
ら

、

き
っ
と
べ
ん
り

に

ち
が

い
な

い

と
考

え
ま
し

た

。
三
人
は
、
力
を
合
わ
せ
て
作
る
こ

と
に
し
ま
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し
た
。

は

じ

め

に

作

っ

た

も

の

は

、

大

八

車

に

四

本

の

柱
は
し
ら

を

立

て

、

日

お

お

い

が

う

ご

か

な

い

よ

う

に

取

り

つ

け
た
か
ん
た
ん
な
も
の
で
し
た
。

た

め

し

に

の

っ

て

み

る

と

、

こ

し

か

け

に

く

い

う

え

に

、

足

を

置

く

と

こ

ろ

が

な

い

。

ゆ

れ

が

は

げ

し

く

て

、

す

わ

っ

て

い

ら

れ

な

い

。

東

京

府

か

ら

の

許

と
う

き

ょ
う

ふ

可

も

お

り

な

い

。

こ

の

よ

う

な

い

ろ

い

ろ

な

問

題

が

で

て

き
ま
し

た

。
そ

こ
で
、

客
が
こ
し

か
け

や
す

い
よ
う
に
、
す
わ

る
と
こ
ろ

を

工

夫
し

、

足
を

の

せ
る

ふ
み

板
を

作
り
ま
し
た

。
ま
た

、
ゆ
れ
を

ふ
せ
ぐ

た

め
に

車

体
に
ば

ね
を

つ

け
、

日

お
お
い
を
自
由
に
動

か
す

こ
と
が
で

き
る
よ
う

に
も
し
ま
し
た

。
、

、

、

こ
う
し
て

工
夫
に
工
夫
を
重
ね
な
が
ら

四
年
あ
ま
り
研
究
を
つ
づ
け
て

明
治

三

（
一

八
七
〇

）

年
三
月

、
つ
い
に
、
人

力
車

が
完
成
し
ま
し

た

。
東
京

府

か

ら

「

人

力

車

を

つ

か

っ

て

も

よ

い

」

と

い

う

ゆ

る

し

も

で

ま

し

た

。

三

。

人
の
よ
ろ
こ
び
は
、
た
い
へ
ん
な
も
の
で
し
た

。
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そ
の
こ
ろ
の
人
々
の
中
に
は
、
人
力
車
を
見
て

「
か
わ
っ
た
乗
り
物
だ

」

、

。

と
言
っ
て
わ
ら
う
人
も
い
ま
し
た
。

し

か
し

、

そ
れ
ま
で

の
人
を
運

ぶ
乗
り

物
で
あ

っ
た

か
ご

に
く
ら

べ
る
と
、

人
力
車
は
、
手

が
る
に

は
や
く
運

ぶ
こ

と
が
で

き
ま
す

。
そ

の
上
、
り
ょ
う
金

も
安

か

っ
た

の
で
、

東

京
の

町
じ
ゅ
う
の
人
気
を
さ
ら

っ
て
し
ま

い
ま

し
た

。

当
時
の
人
力
車
の
広
告
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

、

。

●
物
の
ね
だ
ん
の
高
い
こ
の
ご
ろ
で
す
が

安
い
り
ょ
う
金
で
乗
れ
ま
す

、

。

●
車
を
く
ふ
う
し
ま
し
た
の
で

と
て
も
は
や
く
走
る
こ
と
が
で
き
ま
す

●
雨
や
風
を
ふ
せ
ぐ
く
ふ
う
も
し
て
あ
り
ま
す
。

●
一

人
で

車
を

引
く

の
で

、
少

し
も

ゆ

れ
る

こ
と

が
な
く

、

安
定
し
て
い

ま
す
。

●
車

の
上

か
ら

、

四

方
の

け
し

き
を
見

は
ら

す

こ

と
が
で

き
、
は
れ
ば
れ

と
し
ま
す
。

●

車

体
が
ひ

く

い

の
で
、
だ

れ
が
乗

っ
て

も
落

ち
て

け
が
を
す

る
心
配
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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●

一

度
乗

っ
た

人
は
、
何

回

で
も

乗

り
た

い
と
い
う

気
持
ち
に
な

る

こ
と

で
し
ょ
う
。

そ
の
後
も

三

人
は
、

一
人
乗
り
の
人
力
車

か
ら

、
二
人
、
三

人
、

四
人
乗
り

の
人

力
車
ま

で

作
り

、

車
を

五
人
で

引
く
も

の
ま
で

つ
く
り
ま
し
た

。

鉄
の
車

り
ん

は
、
や
が
て

ゴ
ム

の
タ

イ
ヤ
を

使
う
よ
う
に
な

り

、
し

ん
動
を

い
っ
そ
う

少

な

く

し

ま

し

た

。

ま

た

、

車

体

全

体

に

美

し

い

絵

を

か

い

て

、

人

々

を

楽

し

ま

せ

、

し

た

し

ま

れ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

明

治

三

十

五

年

ご

ろ

に

は

、

人

力

車

は

、

手

が

る

で

べ

ん

り

な

乗

り

物

と

し

て

、

全

国

で

二

十

万

台
も
利
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

。

こ

の

よ

う

に

し

て

、

国

内

ば

か

り

で

な

く

、

中

、

、

、

国

東
南
ア
ジ
ア

ア
フ
リ
カ
な
ど
の
国
々
に
も

た

く

さ

ん

ゆ

出

さ

れ

ま

し

た

。

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン
ス
に
も

ゆ
出
さ
れ

「
リ
キ
シ
ャ
」
の
名
前
で
、

、
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外
国
の
人
々
に
も
し
た
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

や
が
て
、

世
の
中

は

大
き
く

か
わ
り
、
電
車

、
バ
ス
、
タ
ク
シ

ー
な

ど
、
外

国
の
乗

り

物
が

使
わ

れ
る

よ
う

に
な
り
ま
し
た

。
し

か
し

、
三
人
が
作

っ
た

人

力
車

は
、

日
本

人
の
発

明
し

た
乗
り

物

と
し
て
、
い
つ
の
世
ま
で
も

語
り

つ
が

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

出
典

（
港
区
道
徳
副
読
本

の
び
ゆ
く
こ
ど
も
四
年
）
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花
と
緑
の
ま
ち

（

調

布
市
）

ち

ょ
う

ふ

し

「

こ

の

花

び

ら

の

色

が

大

す

き

。

ま

る

で

桜

の

ト

ン

ネ

ル

。

今

の

き

せ

つ

が

さ
く
ら

最
高
。
ま
ゆ
み
さ
ん
は
？
」

ま
ん
か
い
の
桜
の
花
を
見
つ
め
な
が
ら
、
は
る
こ
が
言
い
ま
し
た

。

「

、

。

、

。
」

わ
た
し
は

夏
も
す
き

プ
ー
ル
の
帰
り

木
か
げ
が
す
ず
し
い
ん
だ
も
ん

「
本
当
ね

」
。

「
で
も
、
だ
れ
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
植
え
た
ん
だ
ろ
う

」
。

は

る
こ

と
ま

ゆ
み

の
学

校

は
、
多

摩

川
の
す
ぐ
近
く
で
す

。
そ
の
川
に
そ
っ

た

ま

が
わ

て

桜

堤

通
り

と

い

う
道

が
あ
り

ま
す

。
道

の
両

が
わ
に

は
、

桜
の
木
が
つ
ら

さ
く
ら

づ
つ
み

な
り
、
春
に
な
る
と
そ
の
花
が
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

学

校
の
帰
り
、

お
し

ゃ
ベ

リ
を
し

な

が
ら

市

民
プ

ー

ル
の
前
ま
で
く

る
と
、

し

み
ん

は
る
こ
が
と
つ
ぜ
ん
言
い
ま
し
た
。

「
山
田
さ
ん
の
お
ば
さ
ん
だ

」
。
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見

る
と
、

桜
の

木
の

根
も

と
に
た
て
ら

れ
た

石
碑
の
ま
わ
り
を

、

お
ば

さ
ん

せ
き

ひ

が
て
い
ね
い
に
そ
う
じ
を
し
て
い
ま
す
。

（

こ

ん

な

と

こ

ろ

に

石

碑

が

あ

る

な

ん

て

、

ぜ

ん

ぜ

ん

知

ら

な

か

っ

た

わ

）
。

「
お
ば

さ
ん

、

こ
ん

に

ち

は

。
こ
の
字

、
な
ん
て
書
い
て
あ

る
の
？
ど
う
い
う

い
み
な
の
？
」

二
人
は
、
声
を
そ
ろ
え
た
よ
う
に
聞
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

一
念明

治
の
氣
骨

植
樹
に
生
き
る

「

そ

う

ね

え
、

わ
た

し

か
ら

話
す

よ
り

、
中
村

さ
ん

の

お
ば
あ

ち
ゃ
ん

の
ほ
う

が
よ
く
知
っ
て
い
る
わ
。
行
っ
て
聞
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い

」
。

お
ば

さ
ん

は
、
そ

う
じ

の
手
を

休
め
て
、
に

こ
に
こ
し
な

が
ら
こ
た

え
て
く

れ
ま
し
た
。



- 28 -

家
に
か
え
る
と
、
二
人
は
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
中
村
の
お
ば
あ
さ
ん
の

と
こ
ろ
へ
い
そ
ぎ
ま
し
た
。

「
ど
う
し
た
ん
だ
い
。
そ
ん
な
に
あ
わ
て
て

」
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
知
っ
て
る
？
」

、

。

石
碑
の
文
字
を
う
つ
し
て
き
た
紙
を
出
し
な
が
ら

は
る
こ
が
言
い
ま
し
た

「

一

念

明

治

の

氣

骨

植

樹

に

生

き

る

あ

あ

、

市

民

プ

ー

ル

の

前

の

い
ち
ね
ん

め
い

じ

き

こ
つ

し

ょ
く

じ
ゅ

｜

｜

石
碑
の
言
葉
だ
ね
。
こ
れ
は
ね
、
私
た
ち
明
治
生
ま
れ
の
人
た
ち
の
願
い

な
ん
だ
よ

」
。

「
や
っ
ぱ
り
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
知
っ
て
い
た
ん
だ
。
ね
え
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
。
も
っ
と
く
わ
し
く
お
し
え
て

」
。

ま
ゆ
み
は
、
早
く
話
が
聞
き
た
く
て
し
か
た
が
な
い
よ
う
す
で
す

。

「
む
か
し
は
、
こ
の
ま
ち
に
も
た
く
さ
ん
の
森
や
林
が
あ
っ
て
ね
。
で
も
、

ビ
ル
や
家
が
ず
い
ぶ
ん
ふ
え
て
、
自
然
が
へ
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
。

明
治
生
ま
れ
の
人
た
ち
が
、
こ
の
ま
ち
か
ら
緑
が
な
く
な
り
は
し
な
い

か
っ
て
心
配
に
な
っ
て
ね
…
…

」
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
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今

か
ら

三

十
年

ほ
ど
前

、

市

民
が

気
持

ち

よ
く

生
活
で

き
る
よ

う
に
、

花
と

緑
い

っ
ぱ
い

の
ま
ち

に
し

よ

う
と
、

お
じ

い

さ
ん

や

お
ば
あ

さ
ん

が

三
百
人
以
上
も
集
ま
っ
て
、
植
樹
運
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
駅
前
公
園
の
ケ
ヤ
キ
の
木
を
は
じ
め
、
今
ま
で
に
、
市
内
の

二

十

三
か
所

に
四
季

お
り

お
り
に

楽
し

め

る

木
々

を

植
え
て
い
っ
た

の
で

し

き

す

。
市

民
プ

ー
ル
の
前

の

石

碑
は
、

桜
堤

通
り

の

桜
の
植
樹

が
終
わ
っ
た

こ
と
を
記
ね
ん
し
て
た
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
こ

の
石

碑
の
言
葉

は

ね
、

自
分
た
ち

の
手

で
、
こ
の
ま
ち
を

い
つ
ま
で
も
花

と

緑

い
っ
ぱ
い

の
ま

ち
に
し

て
い

き
た

い
、
と
い
う

お
じ

い

さ
ん

や
お
ば
あ

さ
ん
の
強
い
願
い
な
ん
だ
よ

」
。

二
人
は
、
大
き
く
う
な
ず
き
ま
し
た

。

「
は
る
こ
ち
ゃ
ん
や
ま
ゆ
み
ち
ゃ
ん
が
よ
く
遊
ん
で
い
る
、
ほ
ら
、
う
ら
の

公
園
の
モ
ク
レ
ン
の
木
も
そ
う
な
ん
だ
よ

」
。
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「
え
っ
、
あ
の
公
園
の
木
も
そ
う
な
の
！
」

は
る
こ
が
、
お
ど
ろ
い
た
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

「
わ
た

し
た

ち

、
い

つ
も

あ
た

り
前

の
よ
う
に

見
て

い
た

け
れ

ど
、
近
所
の

お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
ね

」
。

「
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
な
ん
だ
か
、
も
う
し
わ
け
な
い
気
持
ち

」
。

「

、

。
『

、

毎
年
み
ん
な
で
こ
こ
に
集
ま
っ
て

お
花
見
を
す
る
ん
だ
よ

こ
の
桜
も

大
き
く
な
り
ま
し
た
ね

』
な
ん
て
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
ね

」

。

。

ま

ゆ
み

と
は

る
こ
に

は
、
今
日
、

帰
り
に

と
お
っ
て

き
た

桜
の
花
の
ト
ン
ネ

ル
の
か
な
た

に

、
近
所

の
た

く

さ
ん

の

お
じ

い

さ
ん

や
お
ば
あ

さ
ん

が
、
楽
し

、

。

そ
う
に
花
見
を
し
て
い
る
よ
う
す
が

う
か
ん
で
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
今
度
い
っ
し
ょ
に
お
花
見
に
い
こ
う
ね

」
。

（
古
屋

真
宏

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会
小
学
校

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集

第
２
集
）
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三
河
島
の
つ
る
（
荒

川
区
）

み

か

わ

し

ま

あ

ら

か

わ

く

今
か
ら
三
百
年
ほ
ど
む
か
し
の
こ
と
で
す

秋
が
深
ま
る
と

三
河
島
村

荒

。

、

（

川
区
）
に
は
、
北
国
か
ら
つ
る
が
わ
た
っ
て
き
ま
し
た
。

。

、

、

あ
る
朝
の
こ
と
で
す

長
べ
え
が

な
の
花
畑
の
あ
ぜ
道
を
歩
い
て
い
る
と

せ
の
高

い
草

む
ら

の

中

か
ら

、
つ
る
の
な

き
声

が
聞

こ
え
て

き
ま
す

。
長

べ
え

が
、

そ

お
っ

と
の

ぞ
い
て
み

る
と
、

一

羽
の
子

づ
る
が

さ
か
ん
に

羽
を

ば
た

つ

か

せ
て

い
ま

す

。
子

づ
る
は
、
け
が
を
し
て
い

る
ら
し
く

、
真

っ
白
な

羽
を
血

で
赤
く
そ
め
て
い
ま
し
た
。

「

お

お

、

何

と

い

う

こ

と

だ

。

の

ら

犬

に

で

も

お

そ

わ

れ

た

の

だ

ろ

う

か

」
。

長

べ

え
は
、
子

づ
る
を

や

さ
し
く

だ

き
上
げ
る
と
、

家
に

つ
れ
て

帰
り
ま
し

た

。
そ
し

て
、

父
の

平

助
に

わ
け
を

話
し
て

、
子

づ
る
の
手

当
を
し
て
も
ら

い

ま
し

た

。
日

ご

ろ
か
ら

、

つ

る
の
え
づ
け
を
し

て
い

る
平
助
は
、
手

ぎ
わ
よ
く

手
当
を
し
な
が
ら
言
い
ま
し
た

。

「

と
ん

だ

目
に
あ

っ
た

も

の
だ

。
も
う
だ

い
じ

ょ
う
ぶ
。
う
う
ん

、
し

か
し

、
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こ

れ

で

と

ぶ

こ

と

も

で

き

ま

い

。

春

ま

で

う

ち

で

世

話

を

し

て

や

ろ

う

」
。

こ
う
し
て

子

づ
る
は
、
し

ば
ら
く

の
あ

い
だ

、
長

べ
え
の
家
で

か
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

長

べ

え
は
、

来
る

日
も
来

る
日
も
子

づ
る

の
世
話
を
し
ま
し

た

。
毎
日

決
ま

っ
て

も

み
を

や
り
、

と

き
に

は
、

氷
の
は
る
池
に
行

っ
て
、
両
手
を
ま

っ
赤
に

し
な

が
ら

ど
じ

ょ

う
を

つ
か
ま

え
て

、
子

づ
る
に
食

べ

さ
せ
て

や
り
ま
し
た

。

子

づ
る
の

け
が
は
、
日

一
日

と
よ
く
な

っ
て
い

き
ま
し
た

。
子

づ
る
も
長

べ

え
に
す

っ
か
り
な

れ
、

長

べ
え
の
足
音
を
聞
く

と
ク

ウ
ッ
、
ク

ウ
ッ
と
な

き
な

が
ら
、
え
さ
を
ね
だ
る
よ
う
に
ま
で
な
り
ま
し
た
。

長

い
冬

も

よ
う

や
く

終
わ

ろ
う
と
し

て
い
ま
す

。
あ

た
り

に

は
、
つ
く
し

が

顔
を
見
せ
始
め
ま
し
た

。
つ
る
が
北
国
に
帰
る
き
せ
つ
で
す

。

そ
ん
な
あ
る
日
の
こ
と
、
長
べ
え
は
、
平
助
に
言
い
ま
し
た

。

「
お
っ
と
う
、

つ

る
は
ず
い

ぶ
ん

と
お
い
ら

に
な

つ
い
た

。
こ
の
ま
ま

こ
こ
で

世
話
を
し
た
い
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う

」
。

「
長

べ

え
、

つ
る

は
な

、
春

に
な

る

と
北
国
に

帰
ら
な

け
れ

ば
な
ら
な

い

。
そ

ろ
そ
ろ
つ
る
を
は
な
し
て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か

」
。
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、

、

。

平
助
は

ね
っ
し
ん
に
話
す
長
べ
え
を
見
て

な
だ
め
る
よ
う
に
言
い
ま
し
た

「
あ

っ
た

か
く

な

れ

ば

、

お
い
ら

、
な

ん
だ

っ
て
す

る

。
ど
じ

ょ
う
だ

っ
て

毎

日
と
っ
て
く
る
。
お
ね
が
い
だ
、
つ
る
を
お
か
せ
て
く
れ

」
。

長
べ
え
は
、
ひ
っ
し
で
す
。
平
助
は
、
お
だ
や
か
に
言
い
ま
し
た

。

「
長

べ

え
、

ど
う
し

て

お
ま

え
は
つ
る
を

そ
ば

に
お

き
た

い
ん
だ

。
お
ま

え
は

つ
る
が
す
き
で
は
な
い
の
か

」
。

「
す

き
だ

よ

。
す

き
だ

か
ら

そ
ば
に

お
い
て

お

き
た

い
ん
だ

。

お
ね
が
い
だ

、

お
っ
と
う

」
。

、

、

、

。

し
か
し

平
助
は

じ
っ
と
目
を
と
じ
た
ま
ま

何
も
言
お
う
と
し
ま
せ
ん

「

も

う

、

お

っ

と

う

に

は

た

の

ま

ね

え

。

お

い

ら

、

一

人

で

世

話

を

す

る

」
。

そ
う
さ
け
ぶ
と
、
長
べ
え
は
、
外
に
と
び
出
し
ま
し
た
。

あ

ぜ
道
を

ど
ん

ど
ん

歩
い
て

行
き
ま
し
た

。
春
の
ま

ば
ゆ

い
け
し

き
と
は
ち

が
っ
て
、

長

べ

え
の
心

は
く

も

っ
て
い
ま
し
た

。
し

ば
ら
く

す

る
と
、
長

べ
え

は
、

つ

る
の

親

子
に

出
会
い
ま
し
た

。
つ
る
の

親
子

は
、
楽
し

そ
う

に

え
さ
を

つ
い

ば
ん
で

い
ま

す

。
長

べ

え
は
、

そ
の
よ
う
す
を
じ

っ
と
見
つ
め
て
い
ま
し

た
。
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ど
れ
ほ

ど
と

き
が
す

ぎ
た

で
し

ょ
う

。
つ
る
の
親
子

は
、

ぬ
け
る
よ
う
な

青

空
に
は
ば
た
い
て
い
き
ま
し
た
。

長
べ
え
の
心
も
い
つ
し
か
は
れ
て
い
ま
し
た
。

長

べ

え
は
、

む
ち

ゅ

う
で

家
に
走
り

出
し

ま
し
た

。
家
に

つ
く
な

り
、
長

べ

え
は
、
い
き
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
、

「
お
っ
と
う
、
つ
る
を
は
な
し
て
や
る
ぞ
。
お
い
ら
、
決
め
た
ん
だ

」
。

そ

う
言
う

と
、
小

屋
へ

行
っ
て

戸
を

い
っ
ぱ
い
に
あ

け
て

や
り
ま
し

た

。
子

づ
る

は
、
し

ば
ら

く
長

べ

え
を

じ
っ

と
見
て
い
ま
し
た

が
、
や
が
て
、
す

っ

か

り
よ
く
な
っ
た
つ
ば
さ
を
広
げ
て
、
大
空
に
ま
い
上
が
り
ま
し
た
。

「

お

う

い

、

元

気

で

帰

れ

よ

お

っ

。

も

う

、

け

が

な

ん

か

す

る

な

よ

お

っ

」
。

長

べ

え
は
、

子

づ
る

の
す

が
た

が
見

え
な
く

な

る
ま
で
手
を

ふ
り

つ
づ
け
ま

し
た
。

空

は
、
い

つ
の
ま

に

か
夕

や
け
に
そ
ま
り

、
い
つ
ま
で
も

つ

る
の
な

き
声
が

ひ
び
い
て
い
ま
し
た
。

（

）

赤
堀

博
行
作

東
京
都
教
育
委
員
会
小
学
校
郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集

第
１
集
）

出
典
（
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わ
ら
じ
じ
ぞ

う

（
世
田
谷
区
）

せ

た

が
や

く

深

沢

小

学

校

の

前

を

、

少

し

南

に

行

く

と

、

道

が

五

つ

に

分

ふ
か
ざ
わ

か
れ
ま
す
。

そ

の

角

に

『

わ

ら

じ

じ

ぞ

う

』

と

よ

ば

れ

る

じ

ぞ

う

さ
ま

が

、

た

っ

て

い

ま

す

。

お

じ

ぞ

う

さ

ま

は

、

世

田

谷

区

の

中

に

も

、

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

が

、

そ

れ

に

は

、

む

か

し

か

ら

、

多

く

の

人
び
と
の
い
の
り
や
ね
が
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す

。

こ
の
じ
ぞ
う
さ
ま
に
も
、
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す

。

む
か
し

、

深
沢
村
に

、
与

助
と
い

う

お
ひ

ゃ
く
し

ょ

う
さ
ん

と
、
八

さ
い
に

よ

す
け

な
る
キ
チ
と
い
う
親
子
が
い
ま
し
た

。

雄

牛

の
デ
コ
に

山

ほ

ど
の

草
を
や

っ
た

与
助
は
、
牛

車
に

こ
え
お
け
を
積

み

お

う
し

始
め
ま
し
た

。
ま
だ
、
午
前
三
時
で
す
。

与
助
が
デ
コ
に
、
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「
き
ょ
う
も
た
の
む
ぞ

」
。

と
い

う
と
、

デ
コ

は
、

与
助
に
顔
を

よ

せ
、
フ
フ

ー
ッ
と
大
き
な
鼻
息
を
た
て

は
な
い
き

ま
し
た

。

そ
れ
か
ら
、
与
助
が
、

「
キ
チ
、
起
き
な
。
渋
谷
ま
で
乗
せ
て
っ
て
や
る
ぞ

」
。

し
ぶ

や

と
い
う
と
、
キ
チ
は
、
あ
か
な
い
目
を
左
手
で
こ
す
り
な
が
ら
、
右
手
で

ち
ょ
う
ち
ん
を
持
ち
、
父
親
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た

。

キ
チ
が

車
に
乗

る

と
、
四

つ
の
足
に

、
新
し

い
わ
ら
じ
を

は
か
せ
て
も
ら

っ

た
デ
コ
は
、
ゆ
っ
く
り
歩
き
だ
し
ま
し
た
。

与
助
は
、
天
気
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た

。

東
の
空
が
少

し

明
る
く
な

っ
た

こ
ろ
、
ポ
ツ

リ
ポ
ツ
リ
と
、

大
つ

ぶ
の
雨
が

落
ち
だ

し
ま

し

た

。
与
助

の

牛
車
が
渋
谷
の

お

や
し

き
に

つ
い
て
、

下
肥
を
く

し
も
ご
え

み
は
じ
め
た
の
は
、
午
前
七
時
ご
ろ
で
し
た

。

帰
り

は
、
雨
が
本

ぶ
り
に
な
り
、
道

は
ぬ

か
っ
て

き
ま
し
た

。
く
ん
だ

ば
か

り

の
下
肥
が

、

十
二

の

お
け
の
中
で
、
ゴ
ボ

ッ
ゴ
ボ
ッ
と
、
重

い
音
を
た
て
て
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い
ま

し

た

。
車

が
重

く
て

、
ぬ

か
っ
た

道
へ
め
り
こ
ん
だ
り
、
す

べ
っ
た
り
し

て
、

思
う

よ
う

に
進
め
ま

せ
ん

。
雨
が

背
す

じ
ま
で
し

み

と
お
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た

。

坂
道
に
か
か
り
ま
し
た
。

デ
コ

は
、

首
を

大

き
く

、
右

左
・
右

左
と
ふ
り
、
し

り
を
落
と
し

、

足
を

開

い
て

ひ

っ
ぱ

っ
て

い
ま

す

。
か
っ
と

開
い
た

目
か
ら

、
な
み
だ

が
流
れ
て
い
ま

す
。そ

こ
で
、
与
助
も
キ
チ
も
、
車
の
後
ろ
へ
ま
わ
っ
て
お
し
ま
し
た
。

与

助

の
わ
ら

じ

が

切

れ
ま

し
た

。
与
助
は
、

は
っ

と
し
て

デ
コ
の

足
を
見
ま

し
た

。

デ
コ

の
前

足
の
ひ

づ
め

か
ら

血
が
出
て
い
ま

す

。
与
助
は
、

デ
コ
の

わ

ら
じ

を
ぬ

が
せ
ま
し

た

。
わ
ら
じ

の
底

が
ぬ

け
、
ひ
も
に
血
が

つ
い
て
い
ま
し

た
。

「

、

、

、

。
」

あ
あ

こ
れ
じ
ゃ

新
し
い
わ
ら
じ
が
な
い
と

一
歩
も
歩
か
せ
ら
れ
ね
え

牛
車
の
四
つ
の
輪
は
、
雨
の
道
に
ど
ん
ど
ん
く
い
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

「
お
れ
、
デ
コ
の
わ
ら
じ
、
さ
が
し
て
く
る

」
。

キ
チ

は
、

か

ぶ
っ
て
い
た

む
し

ろ
を

デ
コ
の

背
中

に
か
け
る
と
、
急

に
走

り
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だ
し
ま
し
た
。

し

ば
ら
く

走

る
と
、
横
腹

が
い
た
く
な
り
ま

し
た

。
の

ど
も

、

ヒ

ュ
ー
ン

ヒ

よ
こ
ば
ら

ュ
ー
ン
と
音
を
た
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
軒

茶

屋
を

こ

え
た

と

こ
ろ
で
、

キ
チ
の
ぞ
う
り

が

や
ぶ
れ
、
駒
沢
を
す

ぎ

さ
ん
げ
ん

ぢ
ゃ

や

こ
ま
ざ
わ

た
あ
た
り
で
、
つ
ま
先
が
じ
ん
じ
ん
し
て
、
も
う
走
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

「
ち
ょ

う

ど
、
じ

ぞ

う

さ
ま

の
森
だ

。
杉
の
木

の
下
に

は
い
っ
て
、
く

ず
の
つ

す
ぎ

る
で
ぞ
う
り
を
な
お
そ
う

」
。

キ
チ
は
、
や
ぶ
れ
た
ぞ
う
り
を
持
っ
て
、
森
へ
は
い
り
ま
し
た
。

大

き
な

杉
で
か

こ
ま

れ
、

う
す
暗
く

な

っ
た

と
こ
ろ

に
、

い
つ
も

の
小
さ
な

じ

ぞ

う

さ
ま

が

立
っ
て

い
ま

す

。
キ
チ

は
、

ぞ
う
り
を

お
い
て

、
じ

ぞ
う

さ
ま

に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

目
を

あ

け

る

と
、
な

ん

と
、
そ
の

足
元
に

、
牛
わ
ら
じ

が
そ
な
え
て
あ

る
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
じ

ぞ

う

さ
ま

、

デ
コ

が
血
を

ふ
い
た

こ
と
、
ご
ぞ
ん

じ
だ

っ
た
ん
で
す

か

。

そ

れ
で
、

お
れ
を

よ
ん

で
く

だ

さ
っ
た
ん
で

す
か

。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
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す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

」
。

キ
チ

は
、
手

を
合

わ

せ
て

お
礼
を

い
う
と
、

そ
の

わ
ら
じ
を
持
っ
て
、

デ
コ

の
方
へ
、
い
ち
も
く
さ
ん
に
走
り
だ
し
ま
し
た
。

「
デ
コ
、
じ
ぞ
う
さ
ま
が
く
だ
さ
っ
た
ぞ
。
新
し
い
わ
ら
じ
だ
ぞ

」
。

キ
チ

は
、
じ

ぶ
ん

が
は
だ
し

の
こ

と
も

わ
す

れ
、
心

の
中
で

さ
け
び
な

が
ら

か
け
つ
づ
け
ま
し
た
。

ぶ

じ

に

家

に

つ

い

て

か

ら

、

与

助

は

、

二

足

の

牛

わ

ら

じ

を

作

っ

て

、

じ

ぞ

う

さ

ま

に

お

か

え
し
を
し
ま
し
た
。

そ

れ

か

ら

、

こ

の

じ

ぞ

う

さ

ま

に

は

、

い

つ

も

、

牛

わ

ら

じ

が
そ
な
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

。

出
典

（
世
田
谷
区
に
お
け
る
道
徳
指
導
資
料
集
）
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（

調

布
市
）

ぼ
く
た
ち
の
多
摩
川

た

ま

が
わ

ち
ょ
う

ふ

し

ぼ
く

た
ち

の
学

校

は
、
多

摩

川
の
す
ぐ
近
く

に
あ
り
ま
す

。
こ
ん

ど
、
社
会

科
の
学
習
で
、
多
摩
川
の
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

ぼ
く

は
、
ま

ず
、
多

摩

川
の
れ

き
し

が
書

か
れ
て

い
る
本
を

読
ん

で
み
る
こ

と
に
し
ま
し
た

。

多

摩

川

の

水

は

、

昔

か

ら

人

々

の

生

活

に

な

く

て

は

な

ら

な

い

も

の

で

し

む
か
し

た
。
田
や
畑
に
使
わ
れ
た
り
、
の
み
水
に
使
わ
れ
た
り
し
て
き
ま
し
た

。

昔

は
、

こ
の

川
で

鵜

飼
を

し
た
り
、
網
で

魚
を

と
っ
た
り
し
て
生
活
す

る
人

う

か
い

あ
み

が

い
ま

し

た

。
ま
た

、
学

校
に
プ

ー
ル
が
な

か
っ
た

こ
ろ
に

は
、
水
を

せ

き
と

め
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
こ
で
水
泳
を
楽
し
み
ま
し
た

。

今
で

も

、

人
々

は
多

摩

川
で

つ
り
を
し
た
り

、
川
原
で
ス
ポ

ー
ツ
を

楽
し
ん

だ
り
し

て
い
ま

す

。
特
に

夏

は
、
花
火
大
会
が

行
わ

れ
、
た
く

さ
ん

の

人
で
に

ぎ
わ
い
ま
す

。

ぼ
く

は
、

こ
ん
な

れ

き
し
を

も
つ
多

摩

川
が
、
ま

す
ま
す

好
き
に
な

っ
て

き
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ま
し
た

。
そ
し
て
、
調
べ
た
こ
と
を
父
に
話
し
ま
し
た
。

「
本

当
に

そ
う
だ

ね

。
多

摩

川
は
昔
か
ら
人
々
に

と
っ
て

大
切
な

川
だ

っ
た
ん

だ

ね

。
で

も

、

さ
い

き
ん

川
原
で

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を

し
て

、
そ
の
ま
ま

帰
っ

て
し
ま
う
人
が
い
る
よ
う
だ
よ

」
。

ぼ
く

は
、

そ
の
言

葉
が

と
て

も
気

に
な
り
、
日
曜

日

に

友
だ
ち
の
ま

さ
る
く

ん
と
多
摩
川
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

＊

＊

日
曜

日

、
土
手
に

立

っ
て

み
る
と
、

川
原
で

は
ボ

ー
ル
遊

び
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ

な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
人
が
お
お
ぜ
い
見
え
ま
す
。

「
お
や

」
。

そ
の

中
に

、

ビ
ニ

ル

ぶ
く

ろ
を
持
っ
て
ご
み
ひ
ろ
い
を
し
て
い
る

お
じ

い

さ

ん

が

い
ま
す

。

お
じ

い

さ
ん

は
、
草
や
石
の
間
に
か
く

れ
て
い
る
ご
み
を
た
ん

ね
ん
に
ひ
ろ
い
集
め
、
ふ
く
ろ
に
入
れ
て
い
ま
す
。

ぼ
く

は
ま

さ
る
く

ん
を

さ
そ

っ
て

、

お
じ

い

さ
ん

の

と
こ
ろ
へ
向
か

っ
て

走

り
出
し
ま
し
た
。

息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。
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「
お
じ
い
さ
ん
、
ぼ
く
た
ち
も
手
伝
い
ま
す

」
。

と
つ
ぜ
ん
の
こ
と
で
、
お
じ
い
さ
ん
は
お
ど
ろ
い
た
よ
う
す
で
し
た
が
、

「
手
伝
っ
て
く
れ
る
の
。
そ
れ
は
助
か
る
ね

」
。

と
、
わ
ら
っ
て
こ
た
え
て
く
れ
ま
し
た
。

き
れ

い
に

見

え
て

い
た

川
原
も
、
近
く
で
見
る
と
、

草
の
間
に
空

き
か
ん

や

紙
く

ず

が
た

く

さ
ん

落

ち
て

い
ま
す

。
一
時

間
も
す

る

と
、

大
き
な

ふ
く

ろ
が

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

「
さ
あ

、
今

日
は

こ
の
く

ら

い

に
し

て

お
こ
う

。
ず
い

ぶ
ん

き
れ
い
に
な

っ
た

ね

」
。

お
じ

い

さ
ん

は
ひ
た

い
の
あ

せ
を
ぬ
ぐ

い
な

が
ら

、

川
原
を
見
て
言

い
ま
し

た
。

「
三

十

年
く

ら

い
前

は
、

川
も

川
原
も
今
よ
り

ず
っ

と
よ
ご
れ
て
い
た

ん
だ

。

そ
の

こ
ろ

か
ら

『
多

摩

川
を

き
れ
い
に
し

よ
う
』

と
年
に
一

度
、

市

民
せ
い

そ

う
を
す

る

こ
と
に
し

た
ん

だ

。
近
ご
ろ
で

は
、
五
千

人
も

の
人
が

参
加
し

て

ト
ラ

ッ
ク

十
何

台
も

の

ご
み
が
集

ま
る
ん
だ

。
こ
の
と
こ

ろ
、
川
原
で
楽

し

む
人
た

ち
も

気
を

つ

け
て

い
る
よ
う
で
、

川
も

川
原
も

き
れ
い
に
な
っ
て
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き

た

。

い

つ

ま

で

も

、

こ

の

多

摩

川

を

大

切

に

し

て

ほ

し

い

も

の

だ

ね

」
。

昔
か
ら
多

摩

川
と

と
も
に

生

き
て

き
た

お
じ

い
さ
ん

の
話
は
、
と
て
も

強
く

心
に
残
り
ま
し
た
。

「
市

民
せ

い
そ

う
に

、

ぼ
く

た
ち
も
参

加
し
た

い
な

。
お
じ

い

さ
ん

、
い
つ
や

る
ん
で
す
か

」
。

「
よ
し
、
ぼ
く
た
ち
も
多
摩
川
を
大
切
に
す
る
ぞ

」
。

＊

＊

多

摩

川
市

民
せ
い

そ

う
の

日
が

き
ま

し
た

。
ぼ
く

と
ま

さ
る
く
ん

は
、
ビ
ニ

ル
ぶ
く
ろ
を
持
っ
て
多
摩
川
に
向
か
い
ま
し
た

。

鵜
飼
・
・
・
・
飼
い
な
ら
し
た
鵜
に
魚
を
と
ら
せ
る
漁
法

う

か

い

（
古
屋

真
宏

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会
小
学

校

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集

第
２
集
）



- 44 -

（
北
区
）

岩
淵
水
門

い

わ

ぶ

ち

す

い

も

ん

き
た

く

荒

川

は
、

江

戸
時

代
か
ら

明

治
の
末
ま
で
の
三
百

余

年
の
間
に
、
百

十
三
回

あ
ら
か
わ

え

ど

も

の

大
洪

水
を

お
こ
し

、
そ

の
た

び
に
、
江
戸
市
中

は

ど
ろ

海
に
な

っ
た

と
い

だ
い
こ
う
ず
い

う
記

録
が
残

っ
て
い
ま

す

。
も
ち
ろ
ん

、
北
区

内
の
低

地
も

大
き
な
被

害
を
受

ひ

が
い

け
ま
し
た
。

明

治
時

代
だ

け
で
も

、
八
回
も

の

大
洪
水
に

お
そ
わ

れ
ま

し
た

。
特
に
一

九

一

〇

年

（

明
治
四
十

三

年
）

八
月

の
水
害
は
も

の
す

ご
い
も

の
で
、

堤
防
が
切

て
い
ぼ
う

、

、

れ
た
の
が
百
七
十
八
か
所

死
者
は
利
根
川
す
じ
と
合
わ
せ
て
三
百
六
十
九
名

と

ね

家

屋

全

半

壊

・

流

失

約

千

七

百

戸

、

浸

水

約

二

十

七

万

戸

で

あ

っ

た

と

い

い

か

お
く

ぜ
ん
は
ん
か
い

り

ゅ
う

し
つ

し
ん
す
い

ま
す

。
そ
の

う

え
、

水
が
な

か
な

か
ひ
か
な
く
て
、
十

二
月

近
く
に
な

っ
て
、

や
っ
と
地
面
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た

が
っ
て

、
荒

川
ぞ
い

の
古
い
家
で

は
、

水
害
を

防
ぐ
た

め
に

、

住
居
の

。

、

土
台
を
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
高
く
す
る
く
ふ
う
を
し
ま
し
た

ま
た

家

の

の

き
に

小
舟
を

つ

る
し

て

お
い
て

、
い

ざ
と
い
う
と
き
に

に
げ
ら

れ
る
よ

こ

ぶ
ね
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う
に
し
て
い
ま
し
た

。

政

府

は

、

こ

う

し

た

大

洪

水

を

な

く

す

た

め

に

、

よ

く

年

の

一

九

一

一

年

、

荒

川

の

流

れ

を

変

え

る

放

水

路

工

事

に

と

り

か

か

り

ま

し

た

。

完

成

す

る

ま

で

に
十
九
年
か
か
っ
た
大
工
事
で
し
た

。

岩

淵

水

門

は

、

そ

の

と

き

の

工

事

の

一

つ

で

、

一

、

。

九
一
六
年
に
着
工

一
九
二
四
年
に
完
成
し
ま
し
た

た

ま

た

ま

、

同

年

九

月

十

七

・

十

八

日

の

大

出

水

の

と

き

に

は

、

完

成

し

た

ば

か

り

の

水

門

の

調

節

に

よ

っ

て

、

下

流

地

域

の

洪

水

を

防

ぐ

こ

と

が

で

き

ま

し

か

り

ゅ
う

た
。こ

の

荒

川

放

水

路

と

岩

淵

水

門

の

工

事

を

担

当

し

た
ん
と
う

た

の

が

、

主

任

技

師

で

あ

り

荒

川

改

修

事

務

所

長

で

あ

っ

た

青

山

士

と

い

う

あ
お
や
ま

あ

き
ら

人
で
し
た
。

青

山

さ

ん

は

、

東

京

帝

国

大

学

（

今

の

東

京

大

学

）

を

卒

業

す

る

と

、

す

と
う

き

ょ
う

て
い
こ
く
だ
い
が
く

ぐ

に
ア

メ

リ
カ

に
わ
た

り
、

パ
ナ
マ
運

河
を

開
く

工
事
に
参

加
し
ま

し
た

。
青

山

さ
ん

が
、

こ
の

仕

事
に

つ
い
た
の

は
、

大
学
時

代
か
ら

、

自
分
は
、
人
々

や
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社
会

の
た

め

に
な
に
を
し

た
ら

よ
い

か
を
考

え
続
け
た
末
、
そ
れ
は
治

水
工

事

を
す
る
こ
と
だ
、
と
心
に
ち
か
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

パ
ナ
マ
運

河

の
工

事

は
、

暑
さ
や
病

気
、

害

虫
な

ど
に
な

や
ま

さ
れ
る
、
命

。

、

、

が
け
の
毎
日
で
し
た

青
山
さ
ん
は

そ
う
し
た
苦
し
み
と
た
た
か
い
な
が
ら

七
年
半
働
き
、
工
事
の
見
通
し
が
つ
く
と
、
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

帰

国
し
た

青
山

さ
ん

を
待

っ
て
い
た

の
は
、
荒

川
放

水
路

と
岩
淵
水
門
の

大

工
事
で
し
た

。

「
え
っ
、
あ
れ
が
青
山
所
長
か
。
お
れ
た
ち
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か

」
。

地

下
た

び
を

は
き
、
ま

き

き
ゃ
は
ん

を
し

て
、
み
ん
な

と
同
じ

服
を
着
、
こ

じ

か

し

に
手

ぬ
ぐ

い
を

ぶ
ら

下
げ

て
い
る
青
山

さ
ん

を
見
て
、
作
業
員
の

一
人
が
言

ひ

と

り

い
ま
し
た
。

、

、

、

青
山
さ
ん
は

主
任
技
師
で
あ
り
所
長
で
あ
り
な
が
ら

常
に
現
場
に
出
て

作
業

員
の
な

か
ま

の

一

人
と
し
て
仕
事
を
進
め
ま
し
た

。
だ

か
ら

作
業
員
た
ち

、

、

、

。

は

青
山
さ
ん
に
親
し
み
を
持
ち

敬
服
し
な
が
ら

工
事
に
は
げ
み
ま
し
た

け
い
ふ
く

工

事
で

最
も

苦
心
し

た

の

は
、

水
門
の

き
そ

と
な

る
あ
な

ほ
り
で
し

た

。
特

に

む
ず

か
し

か
っ
た

の
は
、
四

本
の

柱
を

立
て

る
た

め

に
、
地
下
十
八
メ

ー
ト



- 47 -

ル
ま
で
ほ
り
下
げ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
づ
め
を
す
る
こ
と
で
し
た

。

こ

の

む
ず

か
し

い

工
事

が
で

き
た

の
は
、
青

山
さ
ん

が
パ
ナ
マ
運

河

の
工
事

で
、

地

下
二

十
四

メ

ー
ト
ル
ま

で
ほ

っ
て

き
そ
づ
く
り

を
し

た

経
験
に
よ
る
も

の
で
し
た
。

あ
な

ほ
り
な

ど
は
、
す

べ
て
手
作
業
で
あ

り
、
土
砂
や
コ
ン

ク
リ

ー
ト
な

ど

ど

し

ゃ

の
運

ぱ
ん

は
、
手

お
し

ト

ロ

ッ
コ
や
馬
ト

ロ
ッ
コ
で
し
た

か
ら

、
た

い

へ
ん
で

し
た

。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
ぎ
せ
い
者
も
出
ま
し
た

。

こ

の
よ

う
な
苦
労

が

実
り

、
八
か

年
の

年
月
を

か
け
て
、
岩

淵
水

門
は
み
ご

と
に
完

成
し

ま

し
た

。
そ
の
後
、
荒

川
の
洪

水
に
よ
る
災
害
を

受
け

る
こ
と
は

さ
い
が
い

な
く
な
り
ま
し
た
。

水

門

近

く

に

建

て

ら

れ

て

い

る

荒

川

放

水

路

完

成

の

記

念

碑

に

は

「

此

ノ

、

き

ね
ん

ひ

こ

工
事

ノ

完
成

ニ
ア

タ
リ
多

大
ナ
ル
犠

牲
ト
労

役
ト
ヲ
払

ヒ
タ

ル
我
等
ノ
仲
間
ヲ

ぎ

せ
い

ろ
う
え
き

は
ら

わ
れ

ら

な
か

ま

記
憶

セ
ン
ガ

為

ニ
」

と
だ

け

記

さ
れ
て

お
り
、

責
任

者
で
あ
り
、
工
事

の
大
の

き

お
く

た
め

功
労
者
で
あ
っ
た
青
山
士
の
名
は
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん

。

こ
う
ろ
う

し
ゃ

（
小
倉

寿
男

作
）



- 48 -

（
大
島
町
・
品
川
区
）

心
の
通
い
合
い

お
お
し
ま
ま
ち

し
な
が
わ

く

一

九

八

六

年

（

昭

和

六

十

一

年

）

十

一

月

二

十

一

日

、

東

京

都

伊

豆

大

島

し

ょ
う

わ

い

ず

お
お
し
ま

の
三

原
山

が

大
ふ
ん

火
を
起

こ
し

、
全

島
民
が
島
を

は
な
れ
て
、
約
一
か
月

、

み

は
ら
や
ま

都
内
の
各
地
で
避
難
の
生
活
を
送
っ
た

。

ひ

な
ん

こ
の

話
は
、

そ
の

と

き
仮

の
避
難
所

と
な

っ
た
品

川
区

立
Ｙ

小
学

校
に

お
け

か
り

し
な
が
わ

る
人
々
の
ふ
れ
合
い
の
ひ
と
コ
マ
で
あ
る
。

十
一
月

二
十
四
日

、

夕
刻

、
す

っ
か
り
暗
く
な

っ
た
Ｙ

小
学

枚
の

校
庭
で
、

ゆ
う
こ
く

Ｐ

Ｔ

Ａ

役

員

の

林

田

さ

ん

は

、

学

校

の

先

生

方

や

品

川

区

の

災

害

対

策

の

人

は
や
し

だ

さ
い
が
い
た
い
さ
く

た
ち

と

と
も

に
、

大
島

か
ら

の
避
難
の
人
々
を
乗

せ
た

バ
ス

が
来
る
の
を
待

っ

て
い
た

。

や
が
て

三

台

の
バ
ス

が
と
う
着
、
つ
か
れ

き
っ
た
様

子
で

九

十
二

名
の
人
々

が

校
庭

に

お
り
た

っ
た

。
人
々

は
、
三
原
山
の
と
つ

ぜ
ん

の
大
ふ
ん

火
で
、

と

る

も

の

も

と

り

あ

え

ず

波

浮

港

か

ら

静

岡

県

の

伊

東

へ

の

が

れ

、

あ

ら

た

め

は

ぶ

み
な

と

し
ず
お
か
け
ん

い

と
う

て

こ

の

地
区

の
小
・

中
学

校
五

校
を

仮
の
避
難
所

と
し

て
う
つ
っ
て

き
た

の
で
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あ
る
。

そ
の
夜
か
ら
、
林
田
さ
ん
た
ち
の
活
や
く
が
始
ま
っ
た
。

『
ご

縁
が
あ

っ
て

こ

の
学

校
に
来
ら

れ
た

み
な

さ
ん
に
、
心
を

こ
め
て
せ
い

え
ん

』

、

、

、

い
っ
ぱ
い
の
お
世
話
を

を
合
い
言
葉
に

区
の
担
当
者

学
校
の
全

職

員

た
ん
と
う
し
ゃ

ぜ
ん
し

ょ
く

い
ん

子

ど
も
た

ち

、
そ
し
て

Ｐ
Ｔ

Ａ
や
地
域
の
人
々
が
力
を

合
わ

せ
た

の
で
あ

る

。

ち

い
き

林

田

さ
ん

は
、

Ｐ
Ｔ

Ａ
の

代
表
者

と
し
て

力
い
っ
ぱ

い
働

い
た

。
早
朝
か
ら

夜

お
そ
く

ま
で

、
交

代
で

お

世
話
を
す

る
。
と
つ
ぜ
ん

の
避
難
で
身
の
回
り
の

こ
う
た
い

も

の
を

整

え
る
ひ
ま

も
な

か
っ
た
大
島
の
人
た
ち

は
、
毎
日
の
生
活
の

こ
ま

ご

ま

し
た

こ
と
で

苦
労

が
多

い

。
毎
回

の
食
事

や
給
食
室
で

つ
く

る
み

そ
し

る
を

配
る

こ

と
、

買
い

物
の

世

話
、

せ
ん

た
く

の
世
話
、
ほ
う
も

ん
し
て
く

る
人

と

の

取
り

次
ぎ
、

そ
の

ほ
か
の

い
ろ
い
ろ
な
相
談
な

ど
、
す

る
こ
と
が
た
く

さ
ん

つ

あ

る

。
こ
う
し
た

世
話

は
、
な
ん

と
い
っ
て
も

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
人
た
ち
の
家
庭
的
な

ふ
ん
い
き
が
、
大
島
の
人
た
ち
の
心
を
や
わ
ら
げ
る
。

こ
の

よ
う

に

お
世

話
を
続

け
る
中
で
、
林
田

さ
ん

は
、

大
島

の
人
た
ち
が

自

分
た

ち

に
接

す

る
た

い

ど
に
心
を

打
た

れ
る
こ
と
が
た

び
た

び
あ

っ
た

。
何

回

せ
っ

う

か
も
た
れ
た
連
ら
く
会
議
で
、

「
な
に
か
、
ご
注
文
は
あ
り
ま
せ
ん
か

」
。
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と
い
う
学
校
側
の
問
い
に
、
大
島
の
代
表
の
人
た
ち
か
ら
は
、
い
つ
も
、

「
あ
り
ま
せ
ん

。
よ
く
し
て
い
た
だ
い
て
…
…

」
。

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。

「

す

み

ま

せ

ん

ね

「

あ

り

が

と

う

」

が

、

い

つ

も

学

校

内

に

あ

ふ

れ

て

い

。
」

。

る
。

（
毛

布
を
し

い
た

特
別
教

室

で
の
仮
住
ま

い
、

い
つ

島
へ
帰
れ
る
か
わ

か
ら
な

も

う

ふ

か
り

ず

い
不

安
、

け
っ
し
て

快
適
で

は
な

い
中

で
、

こ
う
し
た
言
葉
が
あ

ふ
れ
て
い
る

か
い
て
き

の
は
、

こ
ち
ら

の
「
思
う

心
」

と
大
島
の
人
た
ち
の

「
思
わ
れ
て
い
る

こ
と
を

思
う
心
」
が
、
し
っ
か
り
と
か
み
合
っ
て
い
る
か
ら
だ

）
。

林
田
さ
ん
は
、
心
の
通
い
合
い
の
す
ば
ら
し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。

十

一

月

二

十

九

日

、

品

川

区

内

の

せ

つ

び

の

整

っ

た

宿

舎

へ

の

移

転

が

決

し
ゅ
く
し
ゃ

い

て
ん

ま
り

、

九
十

二
名

の
大
島
の

人
た
ち

は
Ｙ

小
学

校
を
あ

と
に
し
た

。
バ
ス
の
ま

ど
と

い

う
ま

ど
か
ら

身
を

の
り

出
し
て
別
れ
を

お
し

む
大
島
の
人
々
、

思
わ
ず

か
け

よ
っ
て
声
を

か

け

る
Ｐ

Ｔ
Ａ
の
人
た
ち

、
い
っ
し

ょ
う

け
ん

め
い
に
手
を

ふ
る
子
ど
も
た
ち
…
…
。

（
た

っ
た

六
日

間
で

は
あ

っ
た

が
、

大
島
の

人
た
ち

と
の
ふ
れ

合
い

は
、
わ
た

し
た
ち
に
す
ば
ら
し
い
も
の
を
残
し
て
く
れ
た

）
。
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林

田

さ
ん

は
、
な
み
だ
で

か
す

む
バ
ス
に

向
か
っ
て

い
つ
ま
で
も
手
を

ふ
っ

て
い
た
。

（
荻
原

武
雄

作
）
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大
賀
博
士
を
支
え
た
人
々

（
府
中
市
）

お
お

が

は

か

せ

ふ

ち

ゅ

う

毎

年

八

月

に

な

る

と

、

い

こ

い

の

森

の

修

景

池

に

は

、

い

ろ

い

ろ

な

種

類

し

ゅ
う

け
い
い
け

の
ハ
ス
の
花
が
咲
く
。

、

。

今
年
も
直
子
は
家
族
と
一
緒
に

美
し
く
咲
く
ハ
ス
の
花
を
見
に
来
て
い
た

な
お

こ

「
お
母
さ
ん
、
こ
の
お
じ
い
さ
ん
、
だ
れ
な
の

」
。

銅
像
に
走
り
よ
っ
た
直
子
が
、
母
親
の
久
子
に
た
ず
ね
た
。

ひ
さ

こ

「

、

。

、

。
」

知
ら
な
い
の
？

こ
の
人
は
ね

大
賀
博
士
だ
よ

ね
え

お
か
あ
さ
ん

姉
の
明
子
が
こ
た
え
た
。

あ

き

こ

「

だ

っ

て

、

郷

土

カ

ル

タ

に

『

に

」

ニ

千

年

の

ハ

ス

、

大

賀

博

士

』

に

、

「

。

、

。
」

あ
る
じ
ゃ
な
い

そ
う
か

直
子
は
ま
だ
二
年
生
だ
か
ら
知
ら
な
い
ん
だ

そ
ん

な

二

人
の

や
り

と
り
を

聞
き
な

が
ら

、
久
子

は
、

自
分
が
、

明
子

と

同

じ
五
年
生
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

三
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
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近
所

の

小
さ
な

家
に

住
ん

で
い
て
、

見
る
か
ら

に
貧
し
い

身
な
り
を
し
て
、

散
歩
を
し
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
を
見
か
け
る
と
、
久
子
は
、

「
あ
の
お
じ
い
さ
ん
は
、
だ
れ
な
の
？
」

と
、
母
親
の
久
美
子
に
た
ず
ね
た
。

「
あ

の
人

は

ね
、

大
賀

一

郎

と
い
っ
て

、
世
界
で
も

有

名
な

博
士
ら
し

い
よ

。

い
ち
ろ
う

な

ん

で
も

、
二
千

年
も
前

の

ハ
ス

の
実
を

、
苦
労
し

て
咲
か
せ
る
の
に
、

成

功
し
た
人
だ
そ
う
だ

」
。

「
す

ご

ー
い

。
二
千

年
も

昔
の

ハ
ス

が

咲
く
な
ん
て

。
で
も

、
そ
ん
な

有
名
な

人
な
の
に
、
ど
う
し
て
、
あ
ん
な
に
貧
し
そ
う
な
身
な
り
な
の

」
。

久
子
は
、
久
美
子
に
聞
い
た

。

「
そ
れ
は
ね
…
…

」
。

久
子

の

素
朴
な

疑

問
に
久

美
子

は
適

切
な

答

え
を
探
し
な

が
ら
、

内
心
、
久

そ

ぼ
く

な
い
し
ん

子
の
言
う
通
り
だ
と
思
っ
て
い
た
。

大
賀

博
士

は
、
中

野
に

住
ん
で
い
た

の
だ

が

、
戦
災
に
あ

い

、
焼

け
出
さ
れ

せ
ん
さ
い

た

た

め

、

府

中

市

立

府

中

第

一

小

学

校

の

裏

あ

た

り

の

小

さ

な

家

に

引

っ

ふ

ち

ゅ
う

し

り
つ

ふ

ち

ゅ
う

だ
い
い
ち

し

ょ
う

が
っ
こ
う

う
ら

ひ

越
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ

こ
の
小
さ
な
家
は

博
士
の
お
弟
子
さ
ん
や

府
中
の
お
医
者
さ
ん

お
菓
子

、

、

、

で

し

か

し
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や
さ
ん

の
社

長

さ
ん

た
ち

有
志

の
方
に
よ
っ
て
博
士

の
た

め
に

提
供
さ
れ
た

も

ゆ
う

し

の
で
あ
っ
た
。

ハ

ス

の

花

の

研

究

一

筋

で

、

生

活

に

は

、

無

頓

着

と

は

い

え

、

博

士

の

生

ひ
と
す
じ

む

と
ん

ち

ゃ
く

活

は
、
確
か

に

は
た

か
ら

見

て
も

わ

び
し

い
も

の
で
あ

っ
た

。
お
か

ず
が
梅

干

う
め

ぼ

し
だ
け
の
食
事
、
そ
の
後
は
、
パ
ン
と
水
だ
け
の
日
々
が
続
い
た
。

近
所

に

住

む
人
た
ち

に
も

、

そ
の

博
士
の
生
活
の
苦
し
さ

は
、
痛
い
ほ
ど
伝

わ
っ
て
い
た

。

そ
し
て

、

つ
い

に
、

そ
ん

な

博
士
の
貧
し

い
生
活

ぶ
り
を

み
か

ね
て
、
立
ち

上

が
っ
た

一

人

の
人

が

い
た

の
だ

。
長
島
富

子

さ
ん

で
あ

る

。
近
所

に

住
む
こ

な
が
し
ま
と
み

こ

の
人
は
、
小
島
久
美
子
さ
ん
の
友
人
で
あ
っ
た
。

「

ね
え
、
小
島

さ
ん

。
こ
の
ま
ま
で
い
い
と
思

う

。
困
っ
て
い
る
人
を
見
て
、

ほ
っ

と

い
て

い
い

の

、

大
賀
博
士
の

研
究

は
、
こ
の
ま
ま
で

は
続

け
ら

れ
な

く
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
よ

」
。

し
ば
ら
く
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
久
美
子
は
、

だ
ま

「
研
究

の
こ

と

は
よ
く

わ

か
ら

な

い
け
ど
、
こ
れ
か
ら
も
博
士
が
研
究

が
続

け

ら
れ
る
よ
う
に
、
み
ん
な
に
呼
び
か
け
て
、
お
金
を
集
め
ま
し
ょ
う

」
。

、

、

、

二
人
の
熱
意
は

友
人
か
ら
友
人
へ
伝
わ
り

一
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
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三
百

人

以
上

の

人
た

ち
か
ら

、

寄
付
金
を
集
め
る
こ

と
が
で

き
る
よ
う

に
な

っ

き

ふ

き
ん

た
。こ

れ
ら
の
人
達
の
好
意
を
受
け
た
博
士
は
、

「

。

、

本
当
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す

み
な
さ
ん
の
気
持
ち
に
こ
た
え

残
り

の
人

生
を

研
究

に
う

ち
こ
み
ま
す

。
ま
た

、
府
中
の
人
々
の
た

め
に
も

何
か
残
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

」
。

と
言
っ
て
目
を
う
る
ま
せ
た
。

長

島
さ
ん

が
発

起
人

と
な

り
、
こ
の

会

は
、
博
士
の

研
究

費
を
支
援
す

る
会

ほ
っ

き

に
ん

し

え
ん

と
し
て

発

足
し

た

。
二
千

年
の
ハ
ス
の
よ
う

に
長
生

き
し
て
、

研
究

が
続
け
ら

ほ
っ
そ
く

れ
る
よ
う
に
と
「
蓮
の
実
会
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

は
す

そ

の
後
、

博

士
が

八
十

二
歳

で

亡
く
な

る
ま
で
、

こ
の
会

は
、
二
十

年
に

わ

さ
い

な

た
っ
て
、
博
士
の
研
究
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ

の

間
、

博
士

は
、

ハ

ス
の

研
究

に

と
ど
ま
ら

ず
、

け
や
き
並
木
の
保
存

の

た

め

の
運

動

、

国
宝

の

研
究
な

ど
、
思

う
存

分
自
分
の
研
究
を
す

る
こ
と
が
で

ぞ
ん
ぶ
ん

き

た

の

で

あ

る

が

、

こ

れ

も

「

蓮

の

実

会

」

の

人

々

の

、

毎

月

の

支

援

金

が

、

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。

狭

い
庭

で

は

満
足
に

蓮
も

育
て
ら

れ
な
い

と
の
こ
と
で
、

大
き
な

研
究
用
の

せ
ま
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鉢
を

二

十
鉢
も

用
意
し
た

り
も

し
た

。
こ
の

鉢
で
育

っ
た
ハ
ス

は
、
株

分
け

さ

は
ち

か
ぶ

わ

れ

、

寿

中
央

公
園

や
、
総

合

公

園

の

池
で

、
今
で
も
美
し

い
花
を

咲
か
せ
て

こ
と
ぶ

き

い

る

。

こ

の

中

に

は

、

め

ず

ら

し

い

妙

蓮

と

い

う

ハ

ス

も

あ

り

、

府

中

の

人

み

ょ
う

れ
ん

々
の
た
め
に
特
別
に
株
分
け
し
た
も
の
だ
。

「
蓮

の
実

会

」
は
、

博
士

が
亡
く
な

っ
て

か
ら

は
、
解
散
し

て
今

は
も
う
な

い
が

、

い
こ

い

の
森

に
あ

る

銅
像
は
、
残

っ
た

お
金

で
建
て
ら

れ
た
も

の
で
あ

る
。現

在
、

府

中
の

大
賀

ハ
ス

は
全

国
で

も

有
名
だ

が
、

家
を

提
供
し
た

「
大
賀

会

」
や

研
究

費
を
義

援
し
た

「
蓮
の
実
会
」

の
存
在
を

知
る
人

は
少

な

い

。
こ

ぎ

え
ん

れ
ら
の
人
達
は
、
決
し
て
自
慢
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

。

じ

ま
ん

久
子

は
、

母

久
美

子
の

「
大
賀
博
士
が
二
千

年
の

ハ
ス
の
よ
う
に
、
も
っ

と

も

っ

と
長
生

き
し

て
、

ハ
ス

の
研
究

に
専
念
し
て

ほ
し

い
。

同
じ

府
中
に

住
ん

で
い
る
の
で
、
大
事
に
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
始
め
た
の
よ

」
。

と
、
い
う
言
葉
を
今
で
も
忘
れ
な
い
。

「
お
か
あ
さ
ん
、
ほ
ら
、
こ
っ
ち
の
ハ
ス
の
花
、
す
ご
く
き
れ
い

」
。

明
子
の
呼

ぶ
声
に

、

こ
た

え
る
よ
う

に
、

う
す

桃
色
に
輝
く
ハ
ス
の
花
を
見

も
も
い
ろ
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た
。
ハ
ス
の
花
は
、
実
に
誇
ら
し
げ
に
咲
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

ほ
こ

「
今
度
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
一
緒
に
こ
よ
う
ね

」
。

母
親
の
久
子
が
二
人
に
い
っ
た
。

木

陰
に

立

つ

大
賀

博

士
の

銅
像
は
、
そ
ん

な

三
人
を

ほ
ほ
え
ま
し

く

い
つ
ま

こ

か
げ

で
も
見
つ
め
て
い
た

。

出
典

（
郷
土
府
中
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集
よ
り
）
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（
武
蔵
村
山
市
）

天
然
痘

と
た
た
か
う

て

ん

ね

ん

と

う

む

さ

し

む
ら
や
ま

し

～
武
蔵
村
山
の
医

療

の
発
展
に
尽
く
し
た
指
田
鴻
肴
～

い

り

ょ
う

さ
し

だ

こ
う
さ
い

「
先
生
、
三
ツ
木
村
の
平
助
の
と
こ
ろ
の
子
が
亡
く
な
っ
た
そ
う
で
す

」
。

み

ぎ

な

「
ま
た
か
…
…

」
。

父

、

指

田

摂

津

正

藤

詮

は

、

が

っ

く

り

と

肩

を

落

と

し

た

。

数

日

前

、

湯

さ
し

だ

せ
っ

つ
の

か
み

ふ
じ

あ

き
ら

か
た

流
し

を

行
い

、
祈
祷

を
し

た
子

で
、
ま
だ

二
歳
に
な

っ
た

ば
か
り
で
あ

っ
た

。

き

と
う

さ

い

「

湯

流

し

も

だ

め

、

祈

祷

も

だ

め

…

何

か

天

然

痘

に

効

く

治

療

方

法

は

な

い

き

ち

り

ょ
う

も
の
か
…
…

」
。

藤
詮
は
深
い
た
め
息
を
つ
い
た
。

そ
ん

な

父
の

姿
を

指

田
鴻

斎

は
幼
い

こ
ろ

か
ら
何

度
も

目
に
し
て

い
た

。
そ

し
て

、

そ
の
た

び
に

、

家
族
が
深
い
悲
し

み
に
包
ま

れ
た
あ

の
時

の
こ

と
を
思

い
出
す
の
で
あ
っ
た
。

そ

れ

は
妹

の
や
す

が

天
然
痘
で

亡
く
な

っ
た
時

の
こ

と
で

あ

る

。
悲
し

み
に

う

ち

ひ
し

が
れ

る
家

族

の
表

情
が
、

幼
い
鴻

斎
の
記
憶
に
も

鮮

明
に

残

っ
て
い

き

お
く

せ
ん
め
い

た

妹
の
や
す
の
死
だ
け
で
な
く

鴻
斎
が
生
ま
れ
る
前
に
は

兄
二
人
も
相
次

。

、

、

あ
い

つ
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い
で

天

然
痘

で

亡
く

な

っ
て
い
た
こ

と
も

、
家
族
の

悲
し

み
を

よ
り
い

っ
そ

う

大
き
く
し
た
。

天

然
痘

と
は
、
世
界

的
に

流
行
し
た

病
気
で
あ

る

。
日
本
で

も

、
奈
良
時

代

か

ら

明

治

時

代

の

初

め

ま

で

何

度

と

な

く

大

流

行

し

た

。

人

々

は

「

鬼

神

の

、

き

じ
ん

仕
業

」
と

お
そ
れ
て
い
た

。
高
熱
を

と
も
な

う
熱
病
で

、
運

良
く

助
か
っ
て
も

し

わ
ざ

死
ぬ
ま

で
顔

に
あ

と
を
残

し

苦
に
し
な
く
て

は
な
ら

な

か
っ
た

。
犠
牲

者
の
多

ぎ

せ
い

し
ゃ

く
は
幼
い
子
で
、
そ
の
治
療
方
法
と
し
て
は
笹
湯
掛
け
・
湯
流
し
と
い
っ
た

さ
さ

ゆ

が

民

間

療

法

し

か

な

く

、

さ

ら

に

は

神

仏

に

祈

る

し

か

ほ

か

術

は

な

か

っ

た

。

み
ん
か
ん

り

ょ
う

ほ
う

し
ん
ぶ
つ

す
べ

江

戸
時

代
の

末

期
、

鴻
斎

の
住
む
中
藤
村
だ

け
で

な
く

、
近
く

の
村

々
で
も

な
か
ふ
じ
む
ら

天
然
痘

に
よ

っ
て

相

次
い
で

幼
い
子

の
命
が
奪
わ
れ
て

い
た

。
天
然
痘

の
患

者

う
ば

か
ん

じ

ゃ

を

診
る
た

び
に

、
父

の

藤

詮
だ

け
で
な
く

、

幼
い
鴻
斎
の
心
に
も

、

天
然
痘
を

み

何
と
か
し
た
い
と
い
う
思
い
が
、
日
増
し
に
強
く
な
っ
て
い
た
。

、

。

成
長
し
た
鴻
斎
は

父
の
陰

陽

師
の
仕
事
を
手
伝
う
日
々
を
送
っ
て
い
た

お
ん

み

ょ
う

じ

多
く

の
患

者
と
接
す

る

中
で

、
鴻
斎

は
祈
る
だ

け
で

は
治
せ
な

い
病
気
が
多
く

か
ん
じ
ゃ

あ

る

こ

と
を

思

い
知
ら

さ
れ
て

い
た

。
そ
し
て
、

自

分
の
力
の
な

さ
を

い
つ
も

感
じ
て

い
た

。
い
つ
し

か

医
者
に
な
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
を

も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
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そ

の
こ

ろ
、

天

然
痘

に

種
痘

（
予

防
接

種
）
が
効
果

が
あ

る
と
い
う
話
が
、

し
ゅ
と
う

せ
っ

し
ゅ

中

藤
村

に
も

伝

わ
っ
て

き
た

。
江
戸
幕
府
も

種
痘
所
を

開
設
す

る
な

ど
、
種
痘

に
力
を
入

れ

よ
う

と
し

て
い
た

。
鴻

斎
も

、
種
痘

に

つ
い
て

の
情

報
を
集
め

、

種
痘
を
試
し
て
み
た
。
非
常
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た

。

た
め

「
こ
れ
が
広
ま
れ
ば
、
き
っ
と
…
…

」
。

だ

が

、

問

題

が

あ

っ

た

。

人

の

体

に

注

射

を

す

る

に

は

、

医

術

の

知

識

や

ち

ゅ
う

し
ゃ

技

術
を
要

す

る

が
、

父

の
仕

事
を
手

伝

っ
て

き
た
鴻
斎
に

は
、

医
術
の
知
識

や

技
術
が
な
か
っ
た
。

「
医
術
を
身
に
付
け
よ
う

」
。

鴻
斎
は
、
つ
い
に
医
者
に
な
る
修

行

に
出
た

。

し
ゅ

ぎ

ょ
う

「
よ
し
、
こ
れ
か
ら
は
村
に
帰
っ
て
、
医
者
と
し
て
が
ん
ば
る
ぞ

」
。

十
六

年

間
に

わ
た

る

修
行
を
終

え
た

鴻
斎

は
、

明
治
二

年
（
一
八

六
九
年
）

中
藤
村
に
も
ど
り
、
本
格
的
に
医
者
と
し
て
仕
事
を
始
め
た
。

鴻
斎

は
、

毎
日
の

診

療
に

は
げ

む
と
と
も
に

、
天
然
痘
予

防
の
た

め
の
種
痘

に
も
力
を
入
れ
た
。

明

治

八

年

（
一
八
七

五
年

）
に

は
、
神
奈

川
県
（

当
時

、
武

蔵
村
山

は
神
奈

か

な

が
わ

川
県

北
多

摩

郡
村

山
村
で

あ

っ
た
）
に
、
種
痘

の
懇

願
書
を

提
出
す

る
な

ど
、

こ
ん
が
ん
し
ょ



- 61 -

種
痘
の
普
及
に
熱
心
に
活
動
し
た
。

ふ
き
ゅ
う

当

時

、

種

痘

を

す

る

に

は

お

金

が

か

か

っ

た

。

し

か

し

、

鴻

斎

は

お

金

の

な

い

人

た

ち

に

は

、

構

わ

ず

無

料

で

接

種

を

行

っ

た

。

そ

の

数

は

一

人

や

二

人

で

は

な

か

っ

た

。

往

診

の

際

、

そ

の

患

者

お
う
し
ん

が

生

活

に

因

っ

て

い

る

と

、

そ

っ

と

米

を

一

包

ひ

と
つ
つ
み

置
い
て
き
た
り
も
し
た

。

明

治

四

十

年

代

に

な

る

と

よ

う

や

く

各

地

で

村

役

場

主

催

に

よ

る

種

痘

が

着

実

に

行

わ

れ

る

よ

う

し
ゅ
さ
い

に

な

っ

た

。

鴻

斎

も

、

熱

心

に

出

張

し

て

種

痘

を

行
っ
た
。

鴻

斎

は

弟

子

の

育

成

に

も

熱

心

で

、

多

く

の

弟

子

を

育

て

た

。

大

正

四

年

（

一

九

一

五

年

、

七

）

十

七

歳

で

亡

く

な

る

ま

で

の

四

十

年

弱

、

多

く

の

病
人
を
救
い
、
村
山
の
発
展
に
尽
く
し
た
。

、

「

」

幕
末

鴻
斎
ら
各
地
の
種
痘
医
は

医
は
仁

術

じ
ん
じ

ゅ
つ

を

貫

き

、

無

償

で

予

防

接

種

に

取

り

組

ん

だ

。

つ
ら

ぬ

む

し

ょ
う
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そ

の

方

針

は

明

治

維

新

以

後

も

受

け

継

が

れ

、

地

方

の

役

所

、

医

師

た

ち

の

い

し
ん

つ

懸
命
の
努
力
に
よ
り

国
内
の
天
然
痘
の
発
生
は
激
減
し
た

武
蔵
村
山
市

当

、

。

（

け
ん
め
い

げ
き
げ
ん

時

は
村

山
村

）
に

お
い
て

は
、

昭
和

二
十
一

年
（
一
九
四
六

年
）
の
二
件
が

最

後

と
な

っ
た

。

（
押
本

明
文

作
）

（
出

典

武

蔵
村
山

市
教

育
委
員
会

道
徳

読
み

物
資

料
集

第
一
集
よ
り

）
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マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

（
中
野
区
）

な
か

の

く

ギ

ラ
ギ
ラ

と
容

赦
な
く

照
り

つ
け
る
太
陽

。
し
た

た
り
落
ち
る
汗
。
う
る

さ

よ
う
し
ゃ

あ
せ

。

、

。

。

い
ほ
ど
の
蝉
の
声

今
年
も
ま
た

夏
が
巡
っ
て
き
た

あ
れ
か
ら
十
年
…
…

せ
み

め
ぐ

ぼ
く
の
夏
の
記
憶
は
、
あ
の
日
に

凝

縮

さ
れ
る
。

ぎ

ょ
う

し

ゅ
く

ぼ

く

の

父

は

中

野

区

の

Ｙ

町

で

寿

司

屋

を

営

ん

で

い

た

。

朝

暗

い

う

ち

か

す

し

や

い

と
な

ら

黙
々

と
仕
事

に

取
り

組
む
後
ろ
姿
を

見
な

が
ら

ぼ
く

は
育
っ
た

。
父
は
ぼ
く

も
く
も
く

の

憧

れ

で

も

あ

っ

た

。

父

に

は

も

う

ひ

と

つ

顔

が

あ

っ

た

。

そ

れ

は

中

野

区

あ

こ
が

の
少

年

野
球

の

監
督
だ

っ
た

。
父
の

影
響
も
あ

っ
て
、

ぼ
く

は

小
さ
い

頃
か
ら

こ
ろ

野
球

に

興
味
を
も

ち
、

父
の

チ
ー
ム

で
白
球
を
追
い
か

け
る

毎
日
だ

っ
た

。
そ

ん
な

ぼ
く

は
、

野
球

に

夢
中

に
な

っ
て
い
る
少

年
だ

れ
も

が
抱
く

大
き
な

夢
を

い
だ

も

つ
よ
う

に
な

っ
た

。
そ
れ

は
甲
子
園

。
東

京
都
の
予

選
を

勝
ち

抜
き
、
甲
子

こ
う

し

え
ん

ぬ

園
球
場
で
活
躍
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

高

校

進

学

の

時

が

近

づ

い

た

。

甲

子

園

常

連

の

Ａ

高

校

に

も

ひ

か

れ

る

思

じ

ょ
う

れ
ん

い
が
あ

っ
た

が
、

最
終

的
に

は
近
所

の
Ｂ
高

校
を

選
ん

だ

。
地
元
の
仲
間
と

と
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も
に
甲
子
園
に
行
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
か
ら
だ

。

高

校
に
入

学
し
た

ら

、

真

っ
先
に

野
球

部
に
入

部
し
た

。
私
と
同
じ

夢
を
も

っ
た
一
年
生
が
二
十
三
人
集
ま
っ
た
。

そ

の

中
に

須
崎
く

ん

が

い
た

。
野
球

は
決
し
て
う
ま
く
な

い
が
、
礼

儀
正
し

す

ざ
き

れ
い

ぎ

さ
、

き
び

き

び
し

た

行
動

、

こ
つ
こ
つ
努

力
す

る
姿
は
チ
ー
ム
の
模
範

と
な

っ

も

は
ん

て
い
た

ぼ
く
も
須
崎
く
ん
か
ら
刺
激
を
受
け

負
け
る
も
の
か
と
一

生

懸
命

。

、

い
っ

し

ょ
う

け
ん

め

い

練
習
に
励
ん
だ
。

、

。

入

部
し
て
一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
す
る
頃

須
崎
く
ん
が
監
督
か
ら
呼
ば
れ
た

監
督
は
須
崎
く
ん
に
静
か
に
こ
う
言
っ
た
。

「
チ
ー
ム
の
た
め
に
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
く
れ
な
い
か

」
。

マ
ネ

ー

ジ
ャ

ー
と

い

う
仕

事
は
、
チ

ー
ム

の
練

習
計

画
、
ス

コ
ア

記
録
、
用

具
の
点

検
、
準

備
等

、

チ
ー
ム
に

と
っ
て
な
く

て
は
な
ら
な

い
大
切
な

役
割
だ

が
、
野
球
の
練
習
を
し
た
り
、
試
合
に
で
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

須
崎

く
ん

は
驚

き
を

隠
せ
な

か
っ
た

。
そ
し
て
震

え
る
体
で

力
無
く

返
事
を

か
く

ふ
る

し
た

。

「
す
み
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
考
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い

」
。



- 65 -

須
崎
く

ん

は

こ

の
言

葉
を

残
し

グ
ラ
ン
ド
を

去
っ
た

。
あ

ま
り
に
突

然
の
こ

と
で
、

チ
ー
ム

の
み
ん

な
も

、
そ
し
て
、

ぼ
く
も

須
崎
く
ん
に

か
け

る
言
葉
を

み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

二

週

間
後

、

須
崎

く
ん

は
グ

ラ
ン

ド
に
も

ど
っ
て

き
た

。
真
っ
白
い
ユ
ニ
フ

ォ
ー
ム
、
明
る
い
表
情
。
そ
し
て
、
み
ん
な
に
こ
う
言
っ
た
。

「
い

ろ

い
ろ

考

え
た

け
ど
、

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
の

仕
事

を

や
る
こ
と
に
し

た

よ

。

さ
あ
、
み
ん
な
で
甲
子
園
め
ざ
し
て
が
ん
ば
っ
て
い
こ
う

」
。

そ

れ
か
ら

毎
日

毎
日

、

須
崎
く
ん

は
一
日
も

休
ま

ず

マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
の
仕
事

を
が
ん
ば
っ
た

。

月

日

は
流

れ

、

ぼ
く
た

ち

は

三
年
生
に
な

っ
た

。
甲
子
園
に

向
け
て

の
最
後

の
大
会

、
東

東
京

大
会

が

始
ま

っ
た

。
ぼ
く
た
ち
の
チ

ー
ム

は
快
進
撃
を
続
け

か
い
し
ん
げ
き

。

、

、

た

し
か
し

シ
ー
ド
校
を
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
な
が
ら

逆
転

負

け
を
し

て
し

ま

っ
た

。
夢
が
果

た
せ
な

か
っ
た
く

や
し

い
思
い
が
涙
と

ゆ
め

な

っ
て

頬
を

流

れ
た

。
で

も

そ

の
一

方
で
、
み
ん
な

で

力
を
合
わ
せ
て

こ
ん

な

ほ
お

に
す

ば
ら

し

い

チ
ー
ム
を

つ
く

る
こ
と
が
で

き
た

と
い
う
満
足
感
、
達
成
感
が

心
を
満
た
し
た
。
キ
ャ
プ
テ
ン
が
突
然
こ
う
言
い
出
し
た
。
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「
一
人
一
人
を
胴
上
げ
し
よ
う

」
。

だ

れ

が
言

っ
た

わ

け
で

も

な

い
の
に
、
み
ん

な
が
あ

る
人
の
も

と
へ
ワ
ッ
と

集
ま

り

か
つ

ぎ
あ

げ
た

。
そ

の

人
は
、
エ

ー
ス

ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
も
な
く

、
四

番

、

、

。

バ
ッ
タ
ー
で
も
な
く

監
督
で
も
な
く

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
須
崎
く
ん
だ
っ
た

須

崎

く

ん

は

ス

ロ

ー

モ

ー

シ

ョ

ン

の

よ

う

に

何

回

も

何

回

も

宙

を

舞

っ

た

。

ち

ゅ
う

テ
レ

ビ
を

つ

け
る

と
、
東

東
京

大
会
の

決
勝

戦
が

行
わ
れ
て
い
た

。
時
折

、

と
き
お
り

映
し

出

さ
れ

る

ベ
ン

チ
に

、
ス

コ
ア
を
抱

え
た
学
生

服
の
マ
ネ

ー
ジ
ャ

ー
の

姿

か
か

が
あ
っ
た
。

「
須
崎
く
ん
、
あ
り
が
と
う

」
。

ぼ
く
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。

（
武
田

淳

作
）
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苦
い
映
画
の
思
い
出

（
葛
飾
区
）

か

つ

し

か

く

「
今
度
の
日
曜
日
、
友
達
の
光
彦
と
一
緒
に
映
画
に
行
く
よ

」
と
正
雄
は
母
に
言
っ
た
。

。

「
何
言
っ
て
い
る
の
！

日
曜
日
は
、
防
災
訓
練
だ
っ
て
、
前
か
ら
言
っ
て
あ
る
で
し
ょ
。
正
雄
が
小
学
生
の
面
倒
や
お
年
寄
り
の
お

め
ん
ど
う

世
話
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
じ
ゃ
な
い

」
。

「
で
も
、
は
っ
き
り
参
加
す
る
っ
て
言
っ
て
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
！

僕
に
も
友
達
づ
き
あ
い
や
都
合
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
よ

な

」。
「
正
雄
の
都
合
も
わ
か
る
け
ど
、
今
回
だ
け
は
参
加
し
て
ち
ょ
う
だ
い
。
佐
藤
さ
ん
が
防
災
訓
練
に
車
イ
ス
で
参
加
し
た
い
っ
て
申
し

込
ま
れ
て
き
て
、
実
際
の
災
害
の
こ
と
を
考
え
て
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
っ
て
話
し
た
で
し
ょ
う

」
。

「
佐
藤
さ
ん
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
参
加
が
、
ど
う
し
て
僕
に
関
係
あ
る
ん
だ
よ
？
」

「

、

、

。

、

ほ
ら

正
雄
が
幼
稚
園
の
こ
ろ

防
災
訓
練
の
途
中
で
歩
く
の
が
い
や
に
な
っ
て
泣
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う

そ
の
時

佐
藤
さ
ん
に
お
ん
ぶ
し
て
も
ら
っ
て
避
難
場
所
ま
で
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
お
母
さ
ん
思
い
出
し
た
の
よ
。
そ
れ
で
う
ち
の

正
雄
も
途
中
車
イ
ス
を
押
し
ま
す
っ
て
、
自
治
会
の
話
し
合
い
の
と
き
に
言
っ
た
の

」。

「

、

。

。
」

、

な
ん
で

人
に
こ
と
わ
り
も
な
し
に
勝
手
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ん
だ
よ

防
災
訓
練
な
ん
か
参
加
し
な
い
か
ら
な

と
言
っ
て

正
雄
は
夕
食
の
途
中
で
部
屋
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
。

正
雄
の
家
族
は
団
地
に
住
ん
で
い
る
。
毎
年
十
月
の
中
旬
の
日
曜
日
に
防
災
訓
練
の
一
環
と
し
て
、
ま
た
団
地
の
人
達
の
親
睦
を
図

し
ん
ぼ
く

る
目
的
で
江
戸
川
河
川
敷
の
柴
又
野
球
場
ま
で
歩
い
て
避
難
す
る
行
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
行
事
に
は
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
多
く

え

ど

が
わ

か

せ
ん
じ
き

し
ば
ま
た

の
人
が
参
加
し
て
お
り
、
正
雄
も
去
年
ま
で
ず
っ
と
参
加
し
て
い
た
が
、
中
学
生
に
な
っ
た
今
年
は
な
ぜ
か
こ
の
地
区
の
行
事
に
進
ん

で
参
加
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
年
正
雄
の
家
が
団
地
の
役
員
に
あ
た
り
、
防
災
訓
練
の
担
当
と
な
っ
て
い
た
。
あ
い
に
く
父
が
会
社
の
都
合
で
防
災

訓
練
に
参
加
で
き
ず
、
母
も
役
員
と
し
て
避
難
先
の
河
川
敷
で
仕
事
が
あ
る
た
め
、
正
雄
が
途
中
子
供
た
ち
や
お
年
寄
の
面
倒
を
み
る

よ
う
に
と
両
親
に
頼
ま
れ
て
い
た
の
だ
。

翌
日
、
学
校
帰
り
に
正
雄
は
、
団
地
の
近
く
で
車
イ
ス
の
佐
藤
さ
ん
夫
婦
と
ば
っ
た
り
会
っ
た
。
車
イ
ス
を
押
し
て
い
た
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は

「
今
度
の
日
曜
日
、
面
倒
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
わ
る
い
わ
ね
、
お
願
い
し
ま
す

」
と
笑
顔
で
話
し
か
け
て
き
た
。

、

。

正
雄
は

「
あ
～
、
実
は
今
度
の
日
曜
日
の
防
災
訓
練
、
僕
…
…

」
と
都
合
が
あ
り
車
イ
ス
を
押
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
お
う
と

、

。
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し
た
が
、
な
ぜ
か
は
っ
き
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
佐
藤
さ
ん
夫
婦
と
別
れ
た
。

、

、

。

、

、

先
日
の
夕
食
以
来

正
雄
は
母
と
顔
を
見
合
わ
せ
て
も

口
も
き
か
な
か
っ
た

土
曜
日
の
朝
食
の
と
き

出
張
に
出
か
け
る
父
は

「
正
雄
、
お
母
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
て
い
る
が
、
今
回
は
地
域
の
行
事
を
優
先
に
で
き
な
い
か
。
お
父
さ
ん
も
何
と
か
出
張

を
変
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
だ
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
ん
だ
。
お
母
さ
ん
も
役
員
会
の
中
で
困
っ
て
い
る
ん
だ

」
と
話
し
か
け
て

。

き
た
。

「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
顔
を
立
て
る
と
、
僕
の
顔
が
立
た
な
く
な
る
ん
だ
よ

」
。

「

、

。

、

今
回
の
防
災
訓
練
は

個
人
の
都
合
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
行
事
な
ん
だ
よ

特
に
佐
藤
さ
ん
は
長
い
間
団
地
の
役
員
を
や
ら
れ

花
壇
の
整
備
や
夏
の
子
供
会
、
盆
踊
り
大
会
、
今
回
の
防
災
訓
練
の
実
施
な
ど
団
地
の
た
め
に
尽
く
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
正
雄

だ
っ
て
佐
藤
さ
ん
に
孫
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
じ
ゃ
な
い
か

」
。

「
そ
ん
な
こ
と
関
係
な
い
よ
。
別
に
僕
が
参
加
し
な
く
て
も
、
だ
れ
か
が
佐
藤
さ
ん
の
車
イ
ス
を
押
し
て
く
れ
る
よ

」
と
正
雄
は
言
っ

。

た
。父

は
、
む
っ
と
し
た
顔
を
し
た
が
、
も
う
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
日
の
放
課
後
、
正
雄
は
光
彦
と
明
日
青
砥
駅
で
待
ち
合
わ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

あ
お

と

夜
、
正
雄
が
風
呂
か
ら
出
る
と
、
明
日
の
防
災
訓
練
の
話
ら
し
く
、
母
が
電
話
に
向
か
っ
て
し
き
り
に
謝
っ
て
い
た
。
正
雄
は
部
屋

に
戻
っ
て
も
な
か
な
か
眠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

翌
日
、
正
雄
は
母
に
姿
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
出
か
け
よ
う
と
し
た
が
、
台
所
か
ら
「
出
か
け
る
の
？
」
と
い
う
母
の
声
に

「
う

、

ん

」
と
し
か
言
え
ず
玄
関
を
出
た
。

。待
ち
合
わ
せ
の
場
所
に
は
、
も
う
光
彦
が
き
て
い
た
。

光
彦
は
、
正
雄
の
顔
を
見
る
と

「
あ
ま
り
顔
色
良
く
な
い
ぞ
。
体
調
が
悪
い
の
か
？
」
と
聞
い
て
き
た
。

、

正
雄
は

「
何
で
も
な
い
よ
。
さ
あ
、
行
こ
う
行
こ
う
！
」
と

促

し
た
。

、

う
な
が

し
か
し
、
劇
場
に
入
っ
て
、
映
画
が
始
ま
っ
て
も
画
面
に
集
中
で
き
な
か
っ
た
。

横
に
い
る
光
彦
は
く
い
い
る
よ
う
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
つ
め
、
時
々
大
笑
い
を
し
て
い
た
。
ま
わ
り
か
ら
も
楽
し
そ
う
な
笑
い
声
が

聞
こ
え
て
く
る
が
、
正
雄
は
そ
う
し
た
雰
囲
気
と
は
裏
腹
に
な
ぜ
か
素
直
に
映
画
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ず
流
れ
る
映
像
を
見
つ
め
て

ふ
ん

い

き

い
た
。

（
小
林

誠

作
）

出
典

（
葛
飾
区
教
育
委
員
会

葛
飾
区
郷
土
資
料
集
よ
り
）
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車
人
形

（
八
王
子
市
）

は

ち

お

う

じ

し

可
也
子
た
ち
の
学
校
は
、
東
京
の
八
王
子
市
の
西
部
に
あ
る
。
市
の
人
口
は
四
十
五
万
人
を
超
え
て
、
こ
の
二
十
年
の
間
に
高
速
道

か

や

こ

路
が
通
り
、
南
部
に
は
大
き
な
住
宅
地
が
開
発
さ
れ
て
急
速
な
発
展
が
続
い
て
き
た
。
開
発
が
ゆ
っ
く
り
行
わ
れ
て
き
た
こ
の
地
域
に

も
、
最
近
大
き
な
道
路
が
つ
く
ら
れ
て
、
ず
い
ぶ
ん
生
活
が
便
利
に
な
っ
た
。
ま
た
、
可
也
子
た
ち
の
町
の
奥
に
は
、
豊
か
な
自
然
も

残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
自
然
を
楽
し
も
う
と
す
る
人
々
も
訪
れ
て
く
る
。
週
末
に
は
ハ
イ
キ
ン
グ
や
釣
り
に
く
る
人
々
も
い
て
、
自
動

車
の
交
通
量
が
増
え
た
。
こ
れ
は
、
最
寄
り
の
駅
に
通
じ
る
広
い
道
路
を
望
ん
で
い
た
こ
の
地
域
の
人
達
に
と
っ
て
、
予
想
さ
れ
た
こ

と
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
悩
み
の
種
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

今
日
は
秋
の
紅
葉
が
一
段
と
美
し
い
。
今
朝
の
雨
で
空
気
が
澄
ん
で
い
る
の
だ
。
可
也
子
た
ち
の
学
年
は
、
こ
の
日
、
地
域
に
昔
か

ら
生
活
し
て
い
る
人
達
を
グ
ル
ー
プ
で
訪
問
し
て
話
を
聞
き
、
そ
の
生
活
を
記
録
す
る
地
域
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

可
也
子
た
ち
が
訪
問
す
る
の
は
、
車
人
形
の
『
西
川
座
』
で
あ
っ
た
。
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
二
つ
の
建
物
の
う
ち
、
右
側
の

に
し
か
わ

ざ

大
き
な
作
業
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
二
人
の
男
の
人
が
話
し
て
い
る
。
小
さ
な
木
切
れ
を
持
っ
て
仕
事
の
相
談
を
し
て
い
る
ら
し
い
。

「
こ
ん
に
ち
は

」。

と
、
小
さ
な
声
で
言
い
な
が
ら
軽
く
会

釈

を
し
た
が
、
男
の
人
達
は
そ
れ
に
は
気
が
つ
か
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

え

し
ゃ
く

「
ど
う
し
よ
う
か

」
。

、

、

、

、

。

、

と

ひ
そ
ひ
そ
声
で
言
い
合
っ
た
が

班
長
の
元
信
は
も
ち
ろ
ん

圭
司

修

も
そ
ろ
っ
て
何
だ
か
頼
り
な
い
表
情
で
あ
る

そ
こ
へ

も
と
の
ぶ

け
い

じ

お
さ
む

さ
き
ほ
ど
の
建
物
か
ら
着
物
姿
の
白
髪
の
老
人
が
現
れ
た
。

「
あ
、
こ
ん
に
ち
は

」
。

と
、
い
つ
も
ひ
ょ
う
き
ん
な
圭
司
が
大
き
な
声
で
い
っ
た
。

「
こ
ん
に
ち
は
。
元
気
が
い
い
ね
え
。
中
学
校
か
ら
き
た
人
達
だ
ね
。
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
前
に
私
も
帰
っ
て
き
た
と
こ

ろ
だ
。
さ
あ
さ
あ
、
こ
っ
ち
へ
お
入
り
な
さ
い

」
。

玄
関
を
入
る
と
、
広
い

畳

の
部
屋
の
ほ
の
暗
い
奥
に
は
、
低
い
け
れ
ど
も
幕
の
つ
い
た
舞
台
が
見
え
る
。

た
た
み

「
さ
あ
座
っ
て
。
先
生
か
ら
何
度
も
電
話
を
い
た
だ
い
て
ま
す
よ
。
さ
あ
ど
う
ぞ

」
。

と
、
座
布
団
を
す
す
め
な
が
ら
、
男
の
人
は
着
物
の
す
そ
を
き
ち
ん
と
そ
ろ
え
て
あ
い
さ
つ
し
た
。

ざ

ぶ

と
ん

「
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
よ
く
来
て
く
れ
ま
し
た
。
私
が
西
川
座
の
西
川
古
柳
で
す

」
。

こ
り
ゅ
う
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班
員
は
こ
の
訪
問
の
た
め
車
人
形
に
つ
い
て
調
べ
、
質
問
を
用
意
し
て
き
た
の
だ
が
、
柔
道
部
の
キ
ャ
プ
テ
ン
の
元
信
も
こ
の
よ
う

な
場
面
に
な
る
と
勝
手
が
違
っ
て
ぎ
こ
ち
な
い
よ
う
す
だ
。

「
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
何
か
ら
先
に
話
し
た
ら
い
い
の
か
な
。
先
に
人
形
を
見
る
か
ね

」
。

と
言
い
な
が
ら
、
西
川
さ
ん
は
立
ち
上
が
っ
て
舞
台
の
左
手
の
仕
切
り
に
な
っ
て
い
る
カ
ー
テ
ン
を
開
け
た
。
木
製
の
箱
の
よ
う
な
も

の
、
人
形
の
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
衣
装
、
小
さ
な
人
形
の

首

が
静
か
に
並
ん
で
い
る
。

か
し
ら

「
こ
の
あ
い
だ
君
た
ち
も
芸
術
鑑
賞
教
室
で
車
人
形
を
見
た
の
だ
か
ら
、
ど
の
首
を
使
っ
た
か
分
か
る
で
し
ょ
う

」
。

可
也
子
や
元
信
た
ち
が
見
た
車
人
形
の
お
芝
居
は
、
日
本
の
古
典
的
な
も
の
と
ス
ペ
イ
ン
舞
踊
の
二
つ
だ
っ
た
。
お
芝
居
で
は
、
人

形
遣
い
が
、
後
ろ
か
ら
一
人
で
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
位
の
人
形
を

操

る
。
義
太
夫
節
に
合
わ
せ
て
人
形
が
い
ろ
い
ろ
な
動
作
を
演
じ
る
た

つ
か

あ
や
つ

ぎ

だ

ゆ
う
ぶ
し

め
に
、
人
形
遣
い
が
車
に
腰
掛
け
た
ま
ま
舞
台
の
上
を
動
く
の
で
、
車
人
形
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

可
也
子
は
、
最
初
は
古
く
さ
い
と
思
っ
た
。
あ
ら
す
じ
は
分
か
っ
て
い
た
も
の
の
言
葉
も
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
話
が

進
む
と
だ
ん
だ
ん
引
き
込
ま
れ
て
、
人
形
が
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
ま
る
で
人
間
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
で
細
か
く
表
現
す
る
の
で
お
も
し
ろ

く
な
っ
て
き
た
。

「
こ
れ
が
ろ
く
ろ
車
。
今
日
は
、
せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か
ら
誰
か
や
っ
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
簡
単
に
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
こ

だ
れ

の
人
が
最
近
習
い
始
め
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
一
緒
に
や
る
と
い
い
で
す
よ

」。

と
言
っ
て
、
西
川
さ
ん
は
背
の
高
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
女
性
を
紹
介
し
た
。
半
年
間
こ
こ
に
滞
在
し
て
車
人
形
を
研
究
し
て
い
る
と

い
う
。
彼
女
は
、
中
学
生
た
ち
の
後
ろ
で
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
座
っ
て
お
茶
を
い
れ
て
い
る
。

「
コ
ン
ニ
チ
ワ
。
ド
ウ
ゾ

」
。

と
、
お
茶
を
す
す
め
な
が
ら
ま
っ
す
ぐ
に
中
学
生
た
ち
を
見
た
。
か
し
こ
ま
っ
て
座
っ
て
い
る
よ
う
す
は
、
誰
よ
り
も
き
ま
っ
て
い
て

美
し
い
。
濃
い
青
の

瞳

が
言
葉
の
壁
を
越
え
て
語
り
か
け
て
く
る
。

ひ
と
み

「
お
じ
ゃ
ま
し
て
ま
す
。
す
み
ま
せ
ん

」
。

「
ど
う
も
、
す
み
ま
せ
ん

」
。

と
、
可
也
子
と
陽
子
は
背
筋
を
伸
ば
し
て
座
り
な
お
し
た
。

「
ニ
ホ
ン
ノ
ヒ
ト
オ
モ
シ
ロ
イ
デ
ス
。
ス
イ
マ
セ
ン
、
テ
、
ア
ヤ
マ
ル
ミ
タ
イ
デ
ス

」
。

と
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
と
い
う
女
性
は
二
人
の
目
を
見
た
。

「
え
？

あ
あ
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
。
あ
の
、
い
た
だ
き
ま
す
、
だ
ね

」。

今
度
は
、
可
也
子
も
陽
子
も
苦
笑
い
し
な
が
ら
、
お
茶
で
も
こ
ぼ
し
た
か
の
よ
う
に
あ
わ
て
て
い
る
。

に
が
わ
ら
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間
も
な
く
、
修
は
西
川
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
、
人
形
を
一
人
で
動
か
す
説
明
を
受
け
始
め
た
。
修
は
大
学
ノ
ー
ト
一
冊
が
乗
る
く
ら
い

の
ろ
く
ろ
車
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
も
も
の
付
け
根
に
ひ
も
を
ま
わ
し
て
結
び
付
け
て
い
る
。
こ
の
車
の
裏
に
は
小
さ
な
前
輪
が
二
つ
、

大
き
な
後
輪
が
一
つ
あ
り
、
前
後
に
体
重
を
か
け
る
こ
と
で
簡
単
に
方
向
転
換
が
で
き
る
。
車
輪
も
座
る
部
分
も
丈
夫
な
樫
の
木
や
ひ

か
し

の
き
で
作
ら
れ
て
い
て
、
体
重
の
重
い
男
の
人
が
乗
っ
て
も
び
く
と
も
し
な
い
。
そ
の
操
作
は
、
説
明
さ
れ
て
す
ぐ
に
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
修
は
顔
を
赤
く
し
な
が
ら
、
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
。

「
人
形
の
足
の
裏
の
木
を
、
自
分
の
足
指
に
は
さ
ん
で
。
右
手
は
人
形
の
右
手
を
動
か
す
、
左
手
は
、
首
と
左
腕
両
方
を
動
か
す
ん
で

す
よ
。
こ
う
や
っ
て
着
物
の
下
か
ら
入
れ
て
ね
。
う
ん
、
急
に
は
無
理
だ
か
ら
こ
う
持
っ
て
。
そ
れ
か
ら
人
形
を
座
ら
せ
て
み
て
下
さ

い

」。隣
で
、
素
早
く
し
た
く
を
終
え
た
カ
ト
リ
ー
ヌ
も
、
同
じ
よ
う
に
人
形
を
座
ら
せ
た
。
し
ば
ら
く
の
間
、
身
長
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

二
つ
の
人
形
は
立
っ
た
り
、
座
っ
た
り
を
繰
り
返
し
た
が
、
可
也
子
に
は
後
か
ら
加
わ
っ
た
人
形
の
ほ
う
が
、
少
し
『
人
』
の
動
き
に

近
い
よ
う
に
見
え
た
。

「
実
際
の
舞
台
で
は
、
せ
り
ふ
や
三
味
線
に
合
わ
せ
て
首
と
両
手
両
足
を

操

り
な
が
ら
舞
台
上
を
移
動
す
る
の
だ
か
ら
、
大
変
な
練
習

し
ゃ

み

せ
ん

あ
や
つ

を
重
ね
て
、
や
っ
と
人
様
に
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
遣
い
手
に
な
る
の
で
す
よ

」
。

「
あ
の
、
西
川
さ
ん
は
何
歳
か
ら
や
っ
て
き
た
ん
で
す
か

」。

と
、
可
也
子
が
聞
く
と
、

「
さ
あ
。
物
心
つ
い
た
時
か
ら
、
か
な
。
難
し
く
て
、
一
生
懸
命
や
っ
て
も
な
か
な
か
ほ
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ
。
嫌
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て

ね
え
。
子
供
の
こ
ろ
は
遊
び
た
く
て

」
。

「
そ
れ
で
も
ず
っ
と
続
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か

」。

と
陽
子
が
聞
い
た
。

「
そ
う
だ
ね
え
。
人
形
が
、
人
間
の
よ
う
に
見
え
て
、
感
情
も
表
現
で
き
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
あ
と
試
し
な
が
ら
、
ず
い
ぶ

ん
、
お
稽
古
し
ま
し
た
よ
。
人
形
を
思
う
よ
う
に
遣
お
う
と
し
て
た
ら
、
い
つ
の
間
に
か
時
が
た
っ
て
し
ま
っ
た

」
。

け

い

こ

つ
か

「
あ
の
、
こ
の
人
形
の
首
は
い
く
ら
ぐ
ら
い
す
る
ん
で
す
か

」
。

と
、
圭
司
が
質
問
し
た
。

「
三
～
四
十
万
円
か
か
り
ま
す
よ

」
。

「
へ
え
。
こ
ん
な
小
さ
い
の
に

」。

「
中
の
か
ら
く
り
が
複
雑
で
し
ょ
。
衣
装
も
そ
ろ
え
る
と
も
っ
と
高
く
な
り
ま
す
よ

」
。
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「
そ
れ
で
儲
か
る
の
か
な
あ

」。

も
う

と
、
元
信
が
つ
ぶ
や
い
た
。

「
儲
か
る
か
ど
う
か
よ
り
、
私
が
、
こ
う
や
っ
て
長
い
間
や
っ
て
き
た
の
は
、
小
さ
な
人
形
が
命
を
も
っ
た
よ
う
に
動
く
の
が
お
も
し

ろ
い
ん
で
ね
。
そ
れ
が
難
し
い
か
ら
な
お
お
も
し
ろ
く
な
る
。
う
ま
く
き
ま
る
と
、
お
客
さ
ん
の
目
も
人
形
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
で
も
若
い
人
に
は
す
ぐ
そ
の
よ
さ
が
分
か
ら
な
い
か
な
。
今
は
、
後
を
継
い
で
く
れ
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
ね
え

」
。

そ
の
間
も
、
修
は
カ
ト
リ
ー
ヌ
と
一
緒
に
人
形
を
操
ろ
う
と
し
て
い
た
。

車
人
形
は
、
日
本
の
数
あ
る
郷
土
芸
能
の
人
形
劇
の
中
で
も
、
外
国
で
上
演
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
一
つ
で
あ
る
。
五
代
目
西
川

古
柳
が
ス
ペ
イ
ン
舞
踊
を
取
り
入
れ
た
演
目
に
挑
戦
し
て
か
ら
は
、
広
く
世
界
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
世
界
の

人
形
劇
と
の
交
流
を
深
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
も
こ
の
八
王
子
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
異
国
の
素
朴
な
人
形
芝

居
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
最
初
は
緊
張
し
て
い
た
班
員
も
少
し
ず
つ
話
に
引
き
込
ま
れ
て
、
時
間
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。

「

、

。

。

、

。
」

さ
て

今
日
は
こ
の
く
ら
い
で
終
わ
り
に
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か

私
も
ま
だ
次
の
予
定
が
あ
る
の
で

班
長
さ
ん
は

誰
で
し
た
か

「
あ
、
僕
。
あ
の
今
日
は
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
と
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
い
時
間
す
み
ま
せ
ん
で
し
た

」。

と
、
圭
司
。

「
ど
う
も
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
も
ら
っ
て
、
す
み
ま
せ
ん
で
し
た

」。

と
、
修
が
い
つ
も
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
の
に
弾
ん
だ
声
で
お
礼
を
言
い
、
可
也
子
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
西
川
さ
ん
の
顔
を
見
て
、
お
礼

は
ず

を
言
っ
た
。
カ
ト
リ
ー
ヌ
が
、
優
し
い
顔
で
修
の
目
を
の
ぞ
き
な
が
ら
、

「
ナ
イ
ト
ウ
ク
ン
、
ウ
マ
ク
ナ
ッ
タ
ネ
。
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ

」
。

と
声
を
か
け
る
と

「
い
や
あ
、
そ
う
で
も
な
い
で
す
。
す
ご
く
難
し
い
や
、
ど
う
も
、
さ
よ
う
な
ら

」

、

。

と
、
修
は
下
を
向
い
て
し
ま
っ
た
。

「
そ
う
だ
ね
え
、
難
し
い
。
う
ん
、
や
っ
て
も
や
っ
て
も
満
足
で
き
な
い
も
の
だ
よ
。
じ
や
あ
、
近
く
に
い
る
ん
だ
か
ら
ま
た
遊
び
に

い
ら
っ
し
ゃ
い

」。

と
、
西
川
さ
ん
が
言
う
と
、

「
よ
し
、
今
度
は
俺
が
挑
戦
し
て
み
る
か

」。

お
れ

と
圭
司
が
答
え
た
。
可
也
子
は
、
陽
気
な
男
子
と
は
ち
が
っ
て
ま
じ
め
な
顔
で
、

「
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

」。

と
言
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
み
ん
な
の
笑
い
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
西
川
さ
ん
は
可
也
子
の
顔
を
み
て
「
気
を
つ
け
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て
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
ち
ら
の
都
合
で
、
短
い
時
間
し
か
取
れ
ず
、
す
ま
な
か
っ
た
ね
。
先
生
に
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
伝
え
て
く
だ

さ
い

」
。

秋
の
陽
は
こ
の
頃
に
は
山
な
み
に
す
っ
ぽ
り
と
隠
れ
、
空
が
夕
焼
け
で
赤
く
染
ま
り
始
め
て
い
た
。

ひ

こ
ろ

（
賞
雅

技
子

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集
第
２
集
よ
り
）
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焼
け
た
空

（
江
東
区
）

こ

う

と

う

く

江
東
区
役
所
の
入
口
に
「
希
い

（
ね
が
い
）
と
題
さ
れ
た
母
子
像
が
建
っ
て
い
ま
す
。
恵
子
は
、
こ
の
前
に
立
つ
と
、
何
と
も
言
え

」

け
い

こ

な
い
や
り
き
れ
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
像
は
、
横
山
文
夫
作
の
東
京
大
空
襲
の
像
だ
そ
う
で
す
。

裸

の
若
い
母
親
が
む
ず

は
だ
か

が
る
子
供
を
背
負
っ
て
い
る
作
品
で
す
。
母
親
の

瞳

は
恐
怖
に
怯
え
悲
し
げ
で
、
空
の
ほ
う
を
向
い
て
い
ま
す
。
子
供
は
母
親
の
背
中

ひ
と
み

お
び

を
叩
く
よ
う
な
格
好
で
む
ず
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
恵
子
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
感
じ
て
い
ま

た
た

し
た
。
で
も
、
真
実
を
知
る
こ
と
が
怖
い
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
り
、
調
べ
ず
に
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
し
た
。

今
年
は
、
戦
後
六
十
年
を
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
、
戦
争
に
関
す
る
こ
と
を
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
、
先
週
の
社
会
科
の
授
業
で
第
二
次
世
界
大
戦
の
学
習
を
し
た
と
き
、
恵
子
の
住
ん
で
い
る
江
東
区
を
中
心
と
し
た
下
町
一
体
は
、

昭
和
二
十
年
三
月
十
日
の
大
空
襲
で
、
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た

「
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
こ
と
を
こ

。

か
い
め
つ
て
き

の
機
会
に
調
べ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か

」。

先
生
の
言
葉
に
、
恵
子
は
今
度
こ
そ
あ
の
像
の
こ
と
を
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
日
の
帰
り
に
、
恵
子

は
例
の
像
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
像
は
い
つ
も
の
よ
う
に
さ
み
し
げ
に
や
る
せ
な
い
表
情
で
た
っ
て
い
ま
し
た
。
恵
子
に
は
、
そ
の
母

親
の
瞳
が
何
か
を
訴
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

家
に
帰
る
と
、
大
学
の
史
学
科
に
通
っ
て
い
る
兄
に
、
太
平
洋
戦
争
に
か
か
わ
る
資
料
を
借
り
ま
し
た

「
江
東
の
歴
史
」
と
い
う
本

。

し

が
く

か

で
、
そ
の
中
に
は
「
焼
け
た
空
」
と
い
う
船
渡
和
代
さ
ん
が
書
い
た
本
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ふ
な

と

か
ず

よ

東
京
大
空
襲
は
、
わ
ず
か
一
夜
で
死
者
推
定
十
万
人
、
被
害
者
百
万
人
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
悲
惨
な
も
の
で
し
た
。
そ

の
う
ち
、
江
東
区
は
死
者
約
八
万
人
を
出
し
ま
し
た
。
市
民
に
と
っ
て
は
、
何
一
つ
警
戒
警
報
も
前
ぶ
れ
も
な
い
の
に
、
い
き
な

り
焼
夷
弾
が
雨
あ
ら
れ
の
よ
う
に
降
っ
て
き
た
の
で
す
。
木
と
紙
で
で
き
て
い
た
下
町
は
、
焼
夷
弾
攻
撃
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て

し
ょ
う
い
だ
ん

火
の
海
と
化
し
ま
し
た
。
火
は
お
り
か
ら
の
風
速
二
十
～
三
十
メ
ー
ト
ル
の
北
風
に
あ
お
ら
れ
、
こ
の
世
の
地
獄
絵
を
み
る
よ
う

で
し
た
。

、

、

、

、

船
渡
和
代
さ
ん
は

防
空
壕
に
と
び
こ
み
ま
し
た
が

そ
こ
に
も
焼
夷
弾
が
落
ち

学
校
の
窓
と
い
う
窓
か
ら
火
が
吹
き
だ
し

ぼ
う
く
う
ご
う

黒
煙
が
も
う
も
う
と
渦
ま
き
ま
し
た
。
父
母
や
兄
弟
と
と
も
に
公
園
を
め
ざ
し
て
逃
げ
ま
し
た
が
、
前
面
は
火
災
が
夜
空
を
こ
が

う
ず

し
、
火
の
粉
が
降
り
か
か
っ
て
き
ま
す
。
四
方
を
火
に
囲
ま
れ
て
逃
げ
惑
う
う
ち

「
砂
町
へ
逃
げ
ろ
！
」
と
い
う
声
が
し
、
火
勢

、
す
な
ま
ち
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に
追
わ
れ
る
よ
う
に
砂
町
へ
向
か
っ
て
逃
げ
ま
し
た
。

砂
町
に
通
じ
る
橋
に
た
ど
り
つ
い
た
時
、
烈
風
に
足
を
さ
ら
わ
れ
た
母
が
煙
の
中
に
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
父
と
上
の
兄
が

れ
っ
ぷ
う

母
を
探
し
て
火
の
中
に
も
ぐ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
和
代
さ
ん
は
他
の
兄
と
妹
と
一
緒
に
防
空
壕
に
と
び
こ
み
ま
し
た
が
、
真
っ
赤

な
炎
が
ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
烈
風
に
渦
ま
き
、
火
の
粉
が
中
に
吹
き
込
ん
で
い
ま
す
。
和
代
さ
ん
を
か
ば
っ
て
身
を
ふ
せ
て
い
た

稔

兄
さ

み
の
る

ん
が
突
然
「
ワ
ー
ッ
」
と
声
を
あ
げ
て
防
空
壕
を
と
び
だ
し
ま
し
た
。

「
稔
ッ
！
」
と
叫
ん
で
次
の
兄
が
立
ち
あ
が
り
ま
し
た
が
、
二
人
と
も
吹
き
と
ば
さ
れ
ま
し
た
。

、

、

。

妹
と
二
人
だ
け
に
な
っ
た
和
代
さ
ん
が

火
勢
が
お
と
ろ
え
た
の
で
防
空
壕
か
ら
出
て
立
ち
あ
が
っ
た
時

息
を
の
み
ま
し
た

街
は
見
渡
す
か
ぎ
り
燃
え
つ
き
て
い
ま
し
た
。
橋
の
下
の
川
に
も
熟
さ
に
耐
え
か
ね
て
飛
び
こ
ん
だ
人
び
と
が
重
な
り
あ
っ
て
死

ん
で
い
ま
し
た
。

『
江
東
の
歴
史
』
よ
り

食
い
入
る
よ
う
に
本
を
読
ん
で
い
る
恵
子
に
、

「
恵
子
が
気
に
し
て
い
る
銅
像
の
こ
と
も
出
て
い
る
だ
ろ
？
」

と
言
っ
て
兄
は
、
ポ
ン
と
肩
を
た
た
き
ま
し
た
。

恵
子
は
、
お
そ
る
お
そ
る
次
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
ま
し
た
。

深
川
の
辺
り
に
い
き
な
り
火
の
手
が
あ
が
り
、
住
民
は
防
空
壕
の
中
に
う
ず
く
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
Ｂ

が
ご
ー
っ
と
や
っ

29

。

。「

」

、

て
き
て
直
撃
の
焼
夷
弾
が
落
ち
て
き
ま
し
た

火
が
人
波
に
渦
巻
い
て
み
ん
な
火
だ
る
ま
で
す

川
へ
逃
げ
よ
う

と
い
う
声
に

大
勢
の
人
が
橋
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
で
、
そ
の
上
に
火
の
粉
が
降
り
か
か
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
小
さ
な
子
供
の
手
を
ひ
い
た

母
親
が
、
火
に
追
わ
れ
て
走
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
上
に
突
風
が
火
と
煙
を
ま
き
こ
ん
で
、
旋

風
み
た
い
に
舞
い
上
が
り
ま
し

つ
む
じ
か
ぜ

た
。
何
人
も
の
子
供
が
そ
の
旋
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
バ
ラ
バ
ラ
と
川
の
中
に
落
ち
、
母
親
が
も
の
す
ご
い
声
で
叫
ん
で
い
ま
し

た

子
供
を
お
ぶ
っ
た
母
親
が

周
り
の
人
に
子
供
の
様
子
を
見
て
く
れ
と
い
う
の
で

見
る
と

赤
ん
坊
は
煙
に
ま
か
れ
て
窒
息
死

。

、

、

、

ち
っ
そ
く

し

。

、

、

、

、

し
て
い
ま
し
た

そ
の
瞬
間

火
の
粉
だ
け
の
突
風
が
お
そ
い

ふ
り
か
え
る
と

そ
の
母
親
は
死
ん
だ
子
供
を
お
ぶ
っ
た
ま
ま

川
の
中
に
落
ち
て
い
ま
し
た
。

『
江
東
の
歴
史
』
よ
り
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こ
こ
ま
で
読
ん
で
、
恵
子
は
胸
が
つ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
ど
う
し
た
、
恵
子
。
大
丈
夫
か
？
」

う
つ
む
い
て
し
ま
っ
た
恵
子
に
、
心
配
そ
う
に
兄
が
声
を
か
け
ま
す
。

「
だ
っ
て
、
私
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
土
地
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
が
、
一
瞬
の
う
ち
に
兄
弟
を
失
っ
た
り
、
母
子
と
も
に
火
の
海
に
飲

ま
れ
た
か
と
思
う
と
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
…
…

」。

「
今
の
僕
た
ち
に
は
、
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
だ
ね

」
。

「
ど
う
し
て
船
渡
さ
ん
は
思
い
出
す
の
も
嫌
な
恐
怖
の
体
験
を
本
に
書
い
た
の
か
な
？
」

い
や

「
辛
く
苦
し
い
悲
惨
な
体
験
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
残
さ
な
け
れ
ば
と
考
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

」
。

「
ど
う
い
う
こ
と
？
」

「
船
渡
さ
ん
の
生
き
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

」
。

「
生
き
方
？
」

「
つ
ま
り
、
恐
ろ
し
い
体
験
を
本
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
自
分
が
生
き
て
き
た

証

を
残
し
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
う

」
。

あ
か
し

「
じ
ゃ
ぁ
、
そ
の
証
を
受
け
取
っ
た
私
た
ち
は
何
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…

」
。

恵
子
は
、
そ
の
ま
ま
黙
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

だ
ま

翌
日
か
ら
、
恵
子
は
区
の
資
料
館
や
図
書
館
で
当
時
の
地
域
の
様
子
に
つ
い
て
調
べ
始
め
ま
し
た
。
図
書
館
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
る

と
近
代
化
さ
れ
た
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
当
時
の
面
影
を
残
す
も
の
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
夜
に
し
て
何
十
万
人
と
い
う
尊
い
生
命

お
も
か
げ

を
奪
っ
た
東
京
大
空
襲
。
こ
ん
な
悲
劇
は
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
船
渡
さ
ん
の
心
を
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

」。

ぽ
つ
ん
と
つ
ぶ
や
い
た
恵
子
の
隣
に
、
い
つ
の
ま
に
か
兄
が
座
っ
て
い
ま
し
た
。

「
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
戦
争
を
再
び
起
こ
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
よ

」
。

「
そ
う
ね
、
兄
さ
ん
。
そ
の
た
め
に
外
交
や
そ
の
ほ
か
の
戦
争
を
防
ぐ
手
だ
て
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
ね

」。

「
一
人
一
人
の
生
命
を
軽
視
す
る
こ
と
か
ら
戦
争
が
起
き
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
ユ
ネ
ス
コ
の
精
神
の
中
に
『
戦
争
は
人
々
の
心
の
中

に
あ
る
』
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

」
。

「
自
分
の
命
と
と
も
に
友
達
の
命
も
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
な
の
ね
。
そ
し
て
、
世
界
中
の
ど
の
国
で
も
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
た

め
に
安
全
で
平
和
な
社
会
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
ね

」。

「
今
の
僕
た
ち
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
位
だ
け
ど
…
…

」。
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「
で
も
、
ま
だ
ま
だ
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
わ
ね

」。

い
つ
も
気
に
な
っ
て
い
た
母
子
像
か
ら
端
を
発
し
て
あ
れ
こ
れ
考
え
て
き
た
け
れ
ど
、
恵
子
は
今
よ
う
や
く
本
当
の
母
子
像
に
出
会

た
ん

っ
た
気
持
ち
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

（
坂
口

幸
恵

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集
第
２
集
）



- 78 -

甘
い
小
松
菜

（
江
戸
川
区
）

こ

ま

つ

な

え

ど

が

わ

く

「
ま
た
野
菜
を
残
し
て

」
。

耳
元
で
母
の
叱
る
声
が
響
き
ま
す
。

し
か

「
だ
っ
て
、
青
臭
く
て
嫌
な
ん
だ
も
の

」
。

あ
お
く
さ

い
や

由
美
は
言
い
訳
を
し
ま
す
。
そ
う
で
す
。
由
美
は
野
菜
嫌
い
な
の
で
す
。

ぎ
ら

先
日
も
、
学
校
で
栄
養
士
の
先
生
か
ら
「

食

育
に
つ
い
て
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。

し
ょ
く
い
く

「
先
日
の
小
松
菜
の
油
揚
げ
の
煮
浸
し
の
献
立
も
、
み
な
さ
ん
に
味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
工
夫
し
ま
し
た
。
小
松
菜
は
成
長
期
の
み
な

あ

に

び
た

こ
ん
だ
て

さ
ん
に
必
要
な
ビ
タ
ミ
ン
が
た
っ
ぷ
り
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
小
松
菜
な
ど
の
野
菜
を
し
っ
か
り
食
べ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
事
を
し
ま
し

ょ
う

」
。

と
言
っ
て
い
た
ば
か
り
で
し
た
。
由
美
だ
っ
て
理
屈
で
は
理
解
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
で
も
由
美
は
食
べ
た
と
き
の
あ
の
ほ
ろ
苦
さ
や
青
臭
さ
が
、
ど
う
し
て
も
我
慢
で
き
な
く
て
、
つ
い
残
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

に
が

が

ま
ん

「
お
母
さ
ん
の
手
料
理
は
残
さ
ず
食
べ
る
こ
と
。
こ
れ
が
我
が
家
の
ル
ー
ル
で
す
か
ら
ね

」。

わ

や

ま
た
母
の
口
癖
「
我
が
家
の
ル
ー
ル
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
由
美
は
知
ら
ん
顔
を
決
め
込
み
ま
す
。

く
ち
ぐ
せ

「
お
姉
ち
ゃ
ん
は
ち
ゃ
ん
と
食
べ
る
の
に
、
由
美
は
好
き
嫌
い
が
多
く
て
困
る
わ

」。

母
の
小
言
は
続
き
ま
す
。

こ

ご
と

「
食
べ
る
わ
よ
。
食
べ
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ

」
。

吐
き
捨
て
る
よ
う
に
由
美
は
大
声
を
出
し
た
か
と
思
う
と
、
小
松
菜
の
お
浸
し
を
口
の
中
に
押
し
込
み
ま
し
た
。

ひ
た

部
屋
に
戻
っ
て
、
由
美
は
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
放
課
後
の
、
春
江
と
今
日
子
と
の
や
り
と
り
を
思
い
出
し
て
い

は
る

え

き

ょ

う

こ

ま
し
た
。

明
日
か
ら
は
、
職
業
体
験
学
習
で
五
日
間
、
江
戸
川
区
の
農
家
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
放
課
後
の
打
ち
合
わ
せ
で
も
、

「
嫌
い
な
小
松
菜
の
世
話
に
わ
ざ
わ
ざ
行
く
な
ん
て
。
私
は
で
き
る
だ
け
楽
な
仕
事
に
し
て
ね

」
。

と
、
由
美
は
友
達
に
八
つ
当
た
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

や

あ

「
小
松
菜
の
世
話
に
行
く
の
。
食
べ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
よ

」
。
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春
江
が
言
い
ま
す
。

「
仕
事
は
公
平
に
し
な
く
ち
ゃ
駄
目
よ

」
。

だ

め

今
日
子
も
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

「
話
し
合
い
で
決
定
す
る
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
班
の
ル
ー
ル
で
し
ょ

」
。

と
、
さ
ら
に
春
江
が
付
け
加
え
ま
す
。

「
ル
ー
ル
、
ル
ー
ル
っ
て
何
よ
。
と
に
か
く
、
嫌
な
も
の
は
嫌
な
の

」
。

吐
き
捨
て
る
よ
う
に
由
美
が
自
己
主
張
す
る
と
、

「
ル
ー
ル
を
無
視
す
る
人
は
、
班
員
失
格
ね

」。

と
今
日
子
か
ら
も
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

帰
宅
す
る
と
由
美
は
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
ま
し
た
。

（
小
松
菜
っ
て
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
江
戸
川
区
の
特
産
だ
っ
て
栄
養
士
の
先
生
が
言
っ
て
た
っ
け
…
…
）

江
戸
川
区
の
栄
養
士
さ
ん
た
ち
が
協
力
し
て
、
区
の
特
産
で
あ
る
小
松
菜
の
献
立
を
開
発
し
、
給
食
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
去
年
の
新
聞
に
も
記
事
に
な
っ
て
出
て
い
た
。
特
産
品
で
あ
り
な
が
ら
、
市
場
か
ら
全
国
各
地
に
出
荷
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
実
は

区
民
の
口
に
入
る
小
松
菜
は
他
県
産
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
現
状
で
し
た
。
そ
こ
で
、
栄
養
士
さ
ん
た
ち
が
「
地
産
地

消

」
を
合
言
葉
に

ち

さ
ん

ち

し
ょ
う

協
力
し
、
農
家
や
Ｊ
Ａ
と
直
接
取
引
す
る
こ
と
で
実
現
し
た
も
の
で
し
た
。
新
鮮
な
地
物
を
使
っ
た
献
立
は
生
徒
に
も
保
護
者
に
も
好

じ

も
の

評
で
す
。
栄
養
士
さ
ん
の
工
夫
で
、
あ
の
苦
い
小
松
菜
を
美
味
し
い
小
松
菜
ケ
ー
キ
に
変
身
さ
せ
て
く
れ
て
も
い
る
の
で
す
。

お

い

由
美
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
小
松
菜
」
を
検
索
し
て
み
ま
す
。

私
た
ち
の
食
卓
で
す
っ
か
り
お
な
じ
み
の
コ
マ
ツ
ナ
。
漢
字
で
は
「
小
松
菜
」
と
書
き
ま
す
。
江
戸
川
区
小
松
川
の
地
名
か
ら
付
け

ら
れ
た
名
前
で
す
。
今
で
は
年
中
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
小
松
菜
も
、
も
と
も
と
は
冬
の
も
の
で
、
お
正
月
の
お
雑
煮
に
は
欠
か

ぞ
う

に

せ
な
い
野
菜
で
し
た
。
そ
れ
で
昔
は
「
冬
菜
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

（
ふ
ー
ん
、
今
で
は
い
つ
で
も
食
べ
ら
れ
る
小
松
菜
に
も
旬
の
季
節
が
あ
っ
た
っ
て
訳
ね
…
。
冬
の
野
菜
だ
っ
た
な
ん
て
知
ら
な
か
っ

た

）
。ま

た
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
野
菜
作
り
の
達
人
た
ち
の
顔
写
真
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
由
美
が
通
う
中
学
校
の
給
食
に
食
材

を
納
品
し
て
い
る
島
田

茂

さ
ん
の
写
真
も
載
っ
て
い
ま
し
た
。

し
げ
る
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（
こ
の
人
が
、
毎
日
、
私
た
ち
が
食
べ
て
い
る
給
食
の
小
松
菜
を
作
っ
て
い
る
人
か
…
…

）。

次
々
に
検
索
し
て
い
る
と
、
小
松
菜
の
歴
史
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
将
軍
徳
川
吉
宗
が
、
鷹
狩
り
の
際
、
小
松
川
に
あ
る
神
社
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
、
神
主
が
、
餅
の
澄
ま
し
汁
に
小
松

よ
し
む
ね

た
か

が

か
ん
ぬ
し

も
ち

す

じ
る

菜
を
入
れ
て
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
将
軍
は
と
て
も
喜
ん
で
こ
の
青
菜
を
小
松
菜
と
命
名
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

い
つ

わ

（
将
軍
吉
宗
が
こ
ん
な
に
褒
め
た
野
菜
な
ん
だ
か
ら
、
食
わ
ず
嫌
い
を
し
て
い
る
の
が
損
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
わ

）。

ほ

由
美
は
、
少
し
だ
け
小
松
菜
に
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。

翌
日
か
ら
は
い
よ
い
よ
職
業
体
験
で
農
家
の
畑
へ
向
か
い
ま
し
た
。

「
よ
う
こ
そ
、
小
松
菜
畑
へ

」
。

笑
顔
で
農
家
の
島
田
さ
ん
は
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

島
田
さ
ん
は
、
小
松
菜
の
原
産
地
が
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
中
国
を
経
て
我
が
町
江
戸
川
区
に
伝
わ
っ
た
の
は
鎌

。

、

。

、

倉
時
代
の
こ
と
だ
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た

当
時
の
小
松
菜
は

味
も
色
も
違
っ
て
い
た
そ
う
で
す

そ
れ
を
何
回
も
品
種
改
良
し
て

現
在
の
よ
う
な
食
べ
や
す
い
美
味
し
い
小
松
菜
に
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
で
し
た
。

「
農
家
の
方
た
ち
の
苦
労
も
知
ら
な
い
で
、
由
美
っ
た
ら
青
臭
く
て
嫌
だ
っ
て
言
う
ん
で
す
よ

」。

今
日
子
が
、
つ
い
島
田
さ
ん
に
口
を
滑
ら
し
ま
し
た
。

す
べ

「
そ
う
そ
う
、
由
美
は
野
菜
は
何
で
も
残
す
の
。
一
昨
日
の
給
食
で
小
松
菜
ご
は
ん
が
出
た
と
き
も
、
小
さ
な
小
松
菜
を
一
つ
ず
つ
よ

。

、

、

。
」

け
て
食
べ
て
た
ん
で
す
よ

そ
の
上

今
日
の
取
材
も

自
分
の
嫌
い
な
小
松
菜
の
世
話
な
ん
て
嫌
だ
と
だ
だ
を
こ
ね
て
た
ん
で
す
よ

春
江
も
付
け
加
え
ま
す
。

「
い
え
、
そ
ん
な
に
大
嫌
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
…
…

」。

由
美
は
真
っ
赤
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
い
い
ん
だ
よ
。
誰
だ
っ
て
美
味
し
い
も
の
が
好
き
な
ん
だ
。
野
菜
嫌
い
は
由
美
さ
ん
だ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
僕
た
ち
農
家
の

だ
れ

人
間
は
、
ど
う
し
た
ら
美
味
し
い
野
菜
に
な
る
か
日
々
努
力
し
て
る
ん
だ
。
試
し
に
、
明
日
は
朝
の
と
り
た
て
の
小
松
菜
を
ご
ち
そ
う

し
よ
う

」。

と
、
小
松
菜
の
本
当
の
お
い
し
さ
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
島
田
さ
ん
が
由
美
に
話
し
か
け
ま
し
た
。
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由
美
は
明
日
の
朝
の
小
松
菜
の
味
を
想
像
し
て
な
ん
だ
か
わ
く
わ
く
し
て
き
ま
し
た
。

翌
朝

由
美
は
早
起
き
を
し
ま
し
た

小
松
菜
畑
に
行
く
の
が
待
ち
遠
し
く
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

朝
日
に
小
松
菜
の
葉
の
朝
露

、

。

。

あ
さ
つ
ゆ

が
輝
い
て
い
ま
し
た
。
島
田
さ
ん
は
、
も
う
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
三
人
の
中
で
由
美
が
一
番
乗
り
で
し
た
。

「
お
は
よ
う
、
由
美
さ
ん
。
早
速
小
松
菜
を
味
わ
っ
て
ご
ら
ん

」
。

島
田
さ
ん
が
差
し
出
し
た
小
松
菜
の
葉
を
一
枚
口
に
含
み
ま
し
た
。

「
甘
い

」。

思
わ
ず
こ
の
言
葉
が
口
か
ら
出
ま
し
た
。
由
美
が
今
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
、
甘
く
瑞
々
し
い
味
が
し
ま
し
た
。

み
ず
み
ず

こ
の
味
は
ね

僕
た
ち
江
戸
川
区
の
農
家
の
青
年
部
が
協
力
し
合
っ
て
産
み
出
し
た
味
な
ん
だ
よ

決
し
て
手
間
を
掛
け
る
こ
と
を
惜

「

、

。

か

お

し
ん
で
は
い
け
な
い
。
ど
の
農
家
が
得
を
す
る
か
と
か
、
損
得
を
持
ち
出
し
た
ら
失
敗
し
て
し
ま
う
ん
だ

」
。

「
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か

」
。

由
美
が
質
問
し
ま
す
。

「
誰
か
が
自
分
の
利
益
ば
か
り
を
考
え
て
、
早
出
し
の
出
荷
で
自
分
の
畑
の
収
穫
を
し
て
し
ま
う
と
、
他
の
農
家
の
利
益
を
減
少
さ
せ

は
や

だ

て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
時
は
得
を
し
て
も
、
長
い
目
で
見
る
と
む
し
ろ
損
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
、
み
ん
な

で
決
め
た
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
が
基
本
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
役
割
を
果
た
し
、
協
力
し
合
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
ん
だ

」。

島
田
さ
ん
の
言
葉
に
由
美
は
は
っ
と
し
ま
し
た
。
自
分
の
事
ば
か
り
考
え
て
、
春
江
や
今
日
子
に
文
句
ば
か
り
を
言
っ
て
い
た
自
分

が
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。

顔
を
上
げ
る
と
向
こ
う
か
ら
、
春
江
と
今
日
子
が
眠
そ
う
な
目
を
こ
す
り
な
が
ら
小
松
菜
畑
を
目
指
し
て
走
っ
て
き
ま
す
。

島
田
さ
ん
は
、
江
戸
川
区
の
特
産
を
継
承
し
て
い
く
た
め
の
苦
労
を
語
り
な
が
ら
、
地
域
の
人
た
ち
と
協
力
し
て
い
く
た
め
に
自
分

。

、

、

の
義
務
を
き
ら
ん
と
果
た
す
こ
と
の
大
切
さ
も
教
え
て
く
れ
ま
し
た

甘
い
小
松
菜
を
味
わ
い
な
が
ら
由
美
は

学
級
の
一
員
と
し
て

き
ち
ん
と
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
果
た
す
べ
き
こ
と
は
何
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。

（
坂
口

幸
恵

作
）
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御
蔵
島
の
心

（
御
蔵
島
村
）

み

く

ら

じ

ま

御
蔵
島
は
、
地
底
の
マ
グ
マ
の
力
が
そ
の
ま
ま
海
上
に
突
き
出
し
た
よ
う
な
、
力
の
こ
も
っ
た
姿
を
太
平
洋
に
見
せ
て
い
る
。
冬
で

も
温
暖
な
こ
の
島
に
は
常
緑
の
照
葉
樹
林
が
た
い
へ
ん
豊
か
に
生
い
茂
り
、
人
々
は
水
に
不
自
由
し
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
台
風

し
ょ
う
よ
う
じ
ゅ
り
ん

お

し
げ

の
威

力

は
時
に
島
の
木
々
を
な
ぎ
倒
し
、
冬
の
『
に
し
』
と
呼
ば
れ
る
風
は
厳
し
い
自
然
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
村
人
た
ち
に
教
え
こ

い

り
ょ
く

む
。
こ
の
島
の
周
囲
に
イ
ル
カ
が
現
れ
、
灰
色
の
背
中
を
見
せ
て
泳
ぎ
回
る
の
も
ま
た
、
島
の
人
た
ち
に
欠
か
せ
な
い
自
然
の
一
つ
で

は
い
い
ろ

あ
る
。

江
戸
時
代
の
末
の
六
月
の
あ
る
朝
、
幕
府
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
の
島
の
人
々
の
目
の
前
に
現
れ
た
黒
船
バ
イ
キ
ン
グ
号
は
、
自
然

。

、

、

な
ら
ぬ
人
間
の
も
た
ら
し
た
脅
威
だ
っ
た

霧
深
い
中
に

海
か
ら
何
や
ら
知
れ
ぬ
人
の
声
が
今
ま
で
耳
に
し
た
こ
と
も
な
い
口
調
で

き
ょ
う
い

き
り

危
機
に
迫
ら
れ
た
叫
び
と
わ
か
る
よ
う
す
で
、
聞
こ
え
て
く
る
。
島
の
地
役
人
（
村
長
）
で
あ
っ
た
加
藤
伊
賀

守

を
始
め
、
村
役
人
た

せ
ま

じ

や
く
に
ん

か

と
う

い

が

の
か
み

ち
が
薄
明
に
姿
を
現
し
た
船
の
大
き
さ
に
恐
れ
お
の
の
い
た
の
は
、
吹
き
荒
れ
る
台
風
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
若
い
栗
本
一
郎
も
、

は
く
め
い

く
り
も
と
い
ち
ろ
う

そ
の
中
の
一
人
だ
っ
た
。

陽
が
高
く
な
っ
て
遭
難
の
よ
う
す
は
島
か
ら
歴
然
と
わ
か
る
も
の
と
な
り
、
海
に
生
き
る
者
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
結
末
に
な
る
か
想

そ
う
な
ん

像
す
る
こ
と
は
た
や
す
か
っ
た
。

「
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
で
あ
ろ
う

」。

「
そ
れ
は
、
幕
府
に

伺

い
を
た
て
て
、
救
援
の
船
を
出
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
上
で
の
こ
と
で
し
ょ
う

」
。

う
か
が

「
し
か
し
、
い
っ
た
い
何
と
い
う
船
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い

」
。

一
郎
は
た
だ
そ
の
大
き
さ
に
あ
き
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
ふ
と
、
船
体
に
記
し
た
横
文
字
も
判
読
で
き
な
い
わ
が
身
に
気
付
き

身
震
い
し
た
。

み

ぶ

るあ
れ
が
外
国
の
文
字
か
、
と
一
郎
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
が
、

「
こ
の
ま
ま
沈
む
の
を
見
過
ご
す
訳
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
助
け
て
あ
げ
ね
ば

」
。

と
、
思
っ
た
こ
と
と
は
別
の
言
葉
が
口
を
突
い
て
出
た
。
一
郎
の
言
葉
に
振
り
返
っ
た
加
藤
伊
賀
守
は
、

「
た
だ
沈
む
の
を
見
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
。
が
、
異
国
の
船
は
下
田
と
神
奈
川
以
外
に
は
上
陸
で
き
ぬ
。
そ
の
た
め
、
夷
人
が
来
た

し
も

だ

い

じ

ん

ら
追
い
払
う
た
め
の
武
器
ま
で
お
預
か
り
し
て
い
る
の
だ

」。

村
の
男
た
ち
が
集
ま
っ
て
協
議
し
た
が
、
今
ま
で
に

漂

流

者
を
助
け
た
の
と
は
余
り
に
も
違
う
の
で
、
何
も
話
は
ま
と
ま
ら
な
か

ひ
ょ
う
り
ゅ
う
し
ゃ
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っ
た
。
一
郎
は
、
た
と
え
異
国
人
で
あ
っ
て
も
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
よ
う
、
と
訴
え
た
。
中
国
人
が
乗
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
何
か

話
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
も
言
っ
た
。
多
く
の
人
は
乗
員
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
と
、
船
の
大
砲
に
疑
い
を
も
ち
、
助
け
る
こ
と
に
反

た
い
ほ
う

。

、

、

。

対
し
た

し
か
し

と
に
か
く

船
の
よ
う
す
を
う
か
が
う
た
め
に
一
郎
と
村
の
若
い
衆
が
小
舟
で
状
況
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た

小
舟
を
こ
ぎ
だ
す
と
船
上
の
人
々
が
興
奮
し
て
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
の
時
に
、
一
郎
た
ち
に
向
か
っ
て
手
紙
を
包
ん
だ
小

石
が
投
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
む
な
し
く
海
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。

島
民
も
ま
た
、
黒
船
が
こ
の
島
を
乗
っ
取
り
に
来
た
と
騒
ぎ
出
す
ほ
ど
で
、
島
は
混
乱
を
極
め
た
。

一
郎
は
、
黒
船
の
遭
難
ど
こ
ろ
か
、
島
の
遭
難
で
あ
る
と
感
じ
た
。
何
と
か
こ
の
困
難
を
切
り
抜
け
な
い
と
、
御
蔵
島
の
人
々
が
船

上
の
大
砲
で
一
撃
さ
れ
て
無
残
な
目
に
遭
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
一
郎
は
新
た
な
恐
怖
に
畏
れ
お
の
の
い
た
。
救
援
の
手
を

あ

お
そ

差
し
出
さ
な
い
島
の
人
た
ち
に
対
し
て
異
国
の
人
た
ち
が
挑
む
よ
う
に
上
陸
し
て
、
混
乱
を
大
き
く
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
幕
府

い
ど

か
ら
渡
さ
れ
た
鉄
砲
五
丁
と
槍
二
本
で
、
こ
の
事
態
が
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
い
。
船
上
の
二
門
の
大
砲
が
、
黒
く
鈍
く
光
っ
て

て
っ
ぽ
う

や
り

に
ぶ

い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
一
郎
の
心
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。

し
か
し
、
な
お
も
一
郎
は
小
舟
を
こ
ぎ
だ
し
、
黒
船
の
人
々
と
連
絡
を
と
る
努
力
を
続
け
た
。
そ
の
う
ち
に
、
船
内
の
中
国
人
が
板

切
れ
に
書
い
て
投
げ
て
き
た
漢
文
を
読
み
、
中
国
人
が
四
百
六
十
名
、
ア
メ
リ
カ
人
が
二
十
三
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま

た
ア
メ
リ
カ
の
船
で
、
こ
の
中
国
人
を
鉱
山
の
労
働
者
と
し
て
送
り
届
け
る
途
中
で
あ
る
よ
う
す
と
、

「

。

、

。

。
」

も
は
や
こ
の
船
は
航
海
で
き
な
い

け
っ
し
て
敵
意
は
な
い

何
と
か
救
っ
て
ほ
し
い

浸
水
が
ひ
ど
く
て
積
み
荷
も
崩
れ
て
い
る

し
ん
す
い

く
ず

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
幕
府
の
指
示
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
救
助
す
べ
き
時
が
今
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
一
郎
は
、
黒
船
を
救
う

さ
と

、

。

、

。

こ
と
は
島
を
救
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と

加
藤
伊
賀
守
を
説
得
し
た

さ
ら
に
島
民
を
浜
に
集
め

一
郎
は
次
の
よ
う
に
皆
に
訴
え
た

「
見
て
の
と
お
り
、
あ
の
船
は
沈
む
の
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
、
皆
も
分
か
る
と
思
う
。
乗
組
員
や
船
中
の
中
国
人
を
島
へ
上
陸
さ
せ

た
い
と
思
う

」
。

「
し
か
し
、
船
の
中
に
は
島
の
人
間
よ
り
も
た
く
さ
ん
人
が
い
る
と
い
う
じ
ゃ
あ
な
い
か

」
。

「
だ
が
、
見
殺
し
に
は
で
き
な
い
。
互
い
に
海
に
生
き
る
者
だ
。
助
け
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
だ
ろ
う

」。

み

ご
ろ

い

ぞ
ん

「
言
葉
も
通
じ
な
い
の
に
。
い
っ
た
い
、
こ
の
島
に
来
て
好
き
勝
手
な
こ
と
を
さ
れ
た
ら
ど
う
す
る

」
。

「
そ
う
だ
、
力
の
な
い
女
や
子
供
は
ど
う
す
る
。
お
れ
は
反
対
だ

」
。

「
み
ん
な
、
よ
く
聞
い
て
く
れ
。
同
じ
海
で
、
私
た
ち
が
遭
難
し
た
時
、
異
国
の
浜
で
救
わ
れ
た
ら
ど
う
か
。
言
葉
な
ど
問
題
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
、
今
で
き
る
か
ぎ
り
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ

」。

「
し
か
し
、
こ
の
私
た
ち
で
さ
え

食

糧

に
不
自
由
し
て
い
る
の
は
お
前
さ
ん
だ
っ
て
分
か
っ
て
い
よ
う
が

」
。

し
ょ
く
り
ょ
う
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そ
の
頃
、
御
蔵
島
は
、
黄
楊
の
木
を
売
っ
て
貴
重
な
収
入
と
し
て
き
た
が
米
は
と
れ
な
か
っ
た
。
人
口
が
増
え
過
ぎ
ぬ
よ
う
に
、
次

こ
ろ

つ

げ

男
三
男
は
結
婚
で
き
な
い
お
き
て
を
作
り
、
食
糧
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。

「
誰
の
た
め
で
も
な
い
。
こ
の
島
を
守
る
た
め
に
も
、
あ
の
人
た
ち
を
助
け
て
援
助
を
待
つ
間
、
浜
辺
だ
け
で
も
貸
し
て
あ
げ
る
こ
と

だ
れ

だ
。
こ
の
浜
か
ら
続
く
海
は
あ
の
船
に
乗
っ
た
人
た
ち
の
故
郷
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
戦
い
を
し
か
け
て
く
る
こ
と
は
な
い

」
。

一
郎
は
必
死
の
思
い
で
訴
え
た
。

「
こ
こ
に
浜
が
あ
っ
て
上
陸
も
さ
せ
な
い
と
は
、
俺
た
ち
の
ご
先
祖
さ
ん
に
も
申
し
わ
け
が
ね
え

」
。

お
れ

せ
ん

ぞ

人
々
の
心
は
次
第
に
漂
流
者
た
ち
を
受
け
入
れ
る
気
持
ち
に
転
じ
て
い
っ
た
。

や
が
て
乗
組
員
が
、
上
陸
し
て
浜
に
野
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
島
の
子
供
も
年
寄
り
も
、
遠
く
か
ら
で
は
あ
る
が
興
味
深
く
中
国

や

え
い

人
の
会
話
や
英
語
の
発
音
を
世
に
も
不
思
議
な
思
い
で
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。
漂
流
者
た
ち
が
固
い
缶
の
中
か
ら
、
何
か
を
お
い
し
そ

。

、

う
に
食
べ
る
の
も
村
人
に
は
不
思
議
な
こ
と
だ
っ
た

村
人
が
近
く
の
浜
に
流
さ
れ
た
た
っ
た
一
つ
の
缶
詰
を
拾
っ
て
届
け
た
こ
と
を

「
御
蔵
島
の
人
た
ち
は
非
常
に
正
直
で
感
心
し
た
」
と
、
彼
ら
は
日
記
に
残
し
て
い
る
。

一
郎
の
こ
の
時
の
働
き
と
、
島
民
の
心
か
ら
の
救
援
活
動
に
、
中
国
人
や
ア
メ
リ
カ
人
だ
け
で
な
く
下
田
の
ア
メ
リ
カ

領

事
も
、
大

り
ょ
う

じ

い
に
感
謝
し
た
。
バ
イ
キ
ン
グ
号
が
座

礁

し
て
五
日
後
、
救
援
の
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
号
が
到
着
し
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
、
無
事
に
ア
メ
リ

ざ

し
ょ
う

カ
に
向
か
っ
た
。
バ
イ
キ
ン
グ
号
の
解
体
処
理
の
た
め
に
御
蔵
島
に
残
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
と
一
郎
た
ち
は
交
流
を
深
め
、
そ
の
時
に
一

郎
が
会
話
す
る
た
め
に
苦
心
し
て
作
っ
た
英
単
語
帳
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
英
単
語
帳
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ア
メ
リ
カ
人
が
書
い
た

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
あ
り
、
そ
の
意
味
と
発
音
を
鉛
筆
や
筆
で
書
い
た
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
の
小
さ
な
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
歳
月
を
経
て
薄う

す

茶
色
に
な
っ
た
ノ
ー
ト
が
、
栗
本
一
郎
の
向
学
心
や
熱
意
の
一
端
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

ち
ゃ
い
ろ

い
っ
た
ん

こ
の
後
、
一
郎
は
地
役
人
に
な
り
、
島
の
古
い
制
度
の
改
革
に
取
り
組
み
、
養
蚕
の
技
術
の
習
得
や
教
員
の
養
成
の
た
め
に
、
島
の

よ
う
さ
ん

若
者
た
ち
を
積
極
的
に
島
外
で
学
ば
せ
た
。
ま
た
、
黄
楊
の
生
産
を
増
や
す
た
め
に
植
林
を
徹
底
し
、
防
風
林
と
し
て
村
の
周
囲
に
松

の
植
林
を

奨

励
し
た
。
そ
の
た
め
、
御
蔵
島
は
明
治
中
期
こ
ろ
に
は
伊
豆
諸
島
で
も
経
済
的
に
豊
か
な
島
に
な
り
、
本
州
と
の
定
期
船

し
ょ
う
れ
い

い

ず

が
い
ち
早
く
通
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。

（
賞
雅

技
子

作
）

出
典

（
東
京
都
教
育
委
員
会

郷
土
に
根
ざ
し
た
道
徳
資
料
集
第
２
集
）
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   小
学
校
一
・
二
年 

と
う
ふ
や 

八
べ
え
（
文
京
区
） 

内
容
項
目
１
―
(4)

一 

ね
ら
い 

う
そ
や
ご
ま
か
し
を
し
な
い
で
、
明
る
い
心
で
生
活
し
よ
う

と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
文
京
区
小
石
川
に
伝
わ
る
民
話
を
基
に
創
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。 

・
き
つ
ね
の
行
為
を
通
し
て
自
分
の
不
誠
実
さ
に
気
付
く
八
べ
え

か
ら
、
う
そ
を
つ
い
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
周

り
の
人
々
に
迷
惑
を
か
け
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の

気
持
ち
も
す
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
し
た
い
。

・
き
つ
ね
の
姿
か
ら
自
分
の
不
誠
実
さ
に
気
付
い
た
の
は
八
べ
え

の
良
心
で
あ
る
。
自
分
の
良
心
に
従
っ
て
、
明
る
く
生
活
し
よ

う
と
す
る
八
べ
え
に
共
感
し
、
正
直
に
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ

を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
と
う
ふ
は
、
江
戸
庶
民
の
好
物
で
あ
り
、
と
う
ふ
売
り
や
と
う

ふ
や
が
売
っ
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。 

・
学
習
活
動
２
で
は
、
登
場
人
物
八
べ
え
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ

と
で
、
自
分
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
導
い

て
い
く
。 

・
学
習
活
動
３
の
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
時
間
を

十
分
取
り
、
大
切
に
扱
い
た
い
。
じ
っ
く
り
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ うそをついたり、ごまかしたりした経験について話し合 
う。 
○ うそをついたり、ごまかしたりしたことはあるか。 

・正直、誠実にかかわる体験を思

い出し、資料への導入を図る。

２ 資料「とうふや 八べえ」を読んで話し合う。 

(1) 八べえは、どんな気持ちで小さなとうふを作り始めたの

か。 

・ おおもうけしてやるぞ。 

・ 少しぐらい、ごまかしたっていいじゃないか。 

・ おきゃくさんには、わからないだろう。 

(2) 木の葉を入れたのが、助けたきつねだとわかったとき、八

べえは、どんな気持ちだったか。 

(3) かなしそうに小さなとうふを手にしたきつねにじっと見

つめられて、八べえはどんなことを考えたか。 

 ・ 人に迷惑をかけてきた。 

・ ごまかしたわしが悪かった。 

・ もとのような大きいとうふを作ろう。 

・ 気付かせてくれてありがとう。 

(4) もとのとうふを作って、よろこばれるようになった八べえ

の心の中はどうだったか。 

・ 正直にやることは気持ちがいいな。 

・ もう、ごまかしたりしないぞ。 

・ みんなに喜ばれてうれしい。 

 
・ごまかそうとするときの気持ち

を考えさせる。 
 
 
 
・八べえの驚きや疑問に共感でき

るようにする。 
・ごまかしてきたことの不誠実さ

に気付いたときの心の中を考

えさせる。話し合う中で様々な

感じ方や考え方に気付かせる

ようにする。 
 
・うそやごまかしをしないで、正

直、誠実に行うことの気持ちよ

さに気付かせる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 今までに、うそをついたりごまかしたりしないで正直に

行動したことはあるか。それはどんな気持ちからか。 

・正直、誠実にかかわる体験につ

いて自分がどんな気持ちや考

えで行動したのかを振り返る。

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例
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   小
学
校
一
・
二
年 

た
ま
川
の
夕
日
（
世
田
谷
区
） 

内
容
項
目
２
―
(2)

一 

ね
ら
い 

困
っ
て
い
る
人
に
、
や
さ
し
く
親
切
に
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
昔
、
多
摩
川
に
は
橋
が
な
く
、
た
く
さ
ん
の
渡
し
場
が
あ
っ
た
。

現
在
の
二
子
玉
川
あ
た
り
の
渡
し
場
の
船
頭
と
、
二
匹
の
鯉
の

話
で
、
低
学
年
の
児
童
の
好
き
な
昔
話
で
あ
る
。 

・
渡
し
場
の
船
頭
の
三
吉
じ
い
さ
ん
は
、
困
っ
て
い
る
人
や
苦
し

ん
で
い
る
魚
を
、
放
っ
て
お
け
な
い
や
さ
し
い
温
か
い
気
持
ち

を
も
っ
て
い
る
。
児
童
が
そ
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
で
、
児
童

自
身
も
そ
の
よ
う
に
生
き
た
い
と
願
う
気
持
ち
を
も
つ
で
あ

ろ
う
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
の
中
に
出
て
く
る
難
し
い
言
葉
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す

く
話
す
。
（
例
え
ば
、
キ
セ
ル
、
さ
か
な
の
精
、
よ
ど
み
、
が

ん
く
び
な
ど
の
言
葉
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
） 

・
多
く
の
絵
を
用
い
て
児
童
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
。
（
例

え
ば
三
吉
じ
い
さ
ん
、
さ
か
な
の
精
、
苦
し
ん
で
い
る
魚
、
キ

セ
ル
の
絵
な
ど
） 

・
や
さ
し
く
し
た
り
、
親
切
に
し
た
り
し
た
後
の
気
持
ち
を
聞
く
。

学習活動 指導上の留意点 
１ 人にやさしくしてもらったり親切にしてもらったりした 
ことを聞く。 

 ○ 人にやさしくしてもらったこと親切にしてもらったこ 
とがあるか。 

・児童が生活を振り返る際の手が

かりになるように板書する。 

２ 資料「たま川の夕日」を読んで話し合う。 

(1) 三吉じいさんは、魚の精に「おたすけください」と言われ

たときどんな気持ちだったか。 

・ かわいそうに、たすけてあげたい。どうしよう。 

(2) 三吉じいさんは、魚の精の夫のいるよどみを見たときどん

なことを考えたか。 

・ 私は、年だからもう潜れない。 

・ こわいな、どうしよう。 

(3) 大きな太いつりばりを飲み込んだ魚を見たとき、三吉じい

さんはどんなことを考えたか。 

・ どうしても助けてあげたい。いい方法はないかな。 

・ かわいそうに・・・早く助けないと死んでしまう。 

(4) よどみの外まで無事に送りだされた三吉じいさんは、どん

な気持ちだったか。 

・ よかった。いい気持ちだな。 

 
・三吉じいさんの心の動きが明確

にわかるようにする。そのため

に、変わる心の様子がわかるよ

うに板書する。 
・三吉じいさんの気持ちを想像で

きるようにする。 
 
・三吉じいさんの考えたことをワ

ークシートに書く。困っている

魚に対する思いやりにかかわ

る多様な感じ方、考え方に出会

えるようにする。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ やさしくしたり、親切にしたりしたことはあるか。その

ときどんな気持ちだったか。 

・今までの体験を振り返り、多く

の児童が発言できるようにす

る。 
４ 教師の説話を聞く。 

・ 幼い子やお年寄りに優しくした子どものころの体験や、

最近心に残っている幼い子やお年寄りに親切な人の話を 
する。 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
一･

二
年 

 

や
ま
め
の 

や
ま
ち
ゃ
ん
（
青
梅
市
）

内
容
項
目
３
―
(1) 

一 

ね
ら
い 

 
 

身
近
な
自
然
に
親
し
み
、
動
植
物
に
や
さ
し
い
心
で
接
し
よ

う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
択
の
理
由 

・
現
代
は
都
市
化
の
進
行
や
生
活
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
変
化
に
よ
り

身
近
な
自
然
に
親
し
む
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
低
学
年

の
児
童
に
と
っ
て
は
、
日
常
生
活
で
動
植
物
と
の
ふ
れ
あ
い
や

飼
育
や
栽
培
な
ど
の
体
験
を
通
し
て
、
や
さ
し
い
心
を
育
て
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
生
命
あ
る
も
の
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し

た
体
験
を
積
ん
で
い
く
こ
と
が
生
命
尊
重
の
心
を
は
ぐ
く
む

基
礎
と
な
る
。
自
然
と
の
出
合
い
を
通
し
て
、
動
植
物
の
成
長

の
不
思
議
さ
や
感
動
を
味
わ
わ
せ
た
い
。 

・
山
間
部
の
水
の
き
れ
い
な
所
に
住
む
ヤ
マ
メ
は
「
渓
流
の
女
王
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
水
の
汚
れ
や
水
温
の
上
昇
に
弱
い
魚
で
あ

る
。
青
梅
市
で
は
、
「
や
ま
め
の
里
親
教
室
」
と
い
っ
て
卵
か

ら
稚
魚
を
育
て
多
摩
川
に
返
す
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
十
七
年
度
は
、
市
内
五
校
（
千
人
）
が
実
施
し
た
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
「
や
ま
め
の
里
親
教
室
」
の
様
子
や
卵
、
稚
魚
の

写
真
な
ど
を
提
示
し
て
興
味
を
も
た
せ
た
い
。 

・
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、「
こ
こ
ろ
の
ノ
ー
ト
」

 

四
八
～
四
九
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
「
み
ん
な
い
っ
し
ょ
う
け

ん
め
い
に
生
き
て
い
る
よ
。
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考
え
さ

せ
る
。

学習活動 指導上の留意点 
１ 自然や動植物とのかかわりについて話し合う。 
 ○ 今までに生き物の世話をしたことがあるか。 
 ○ そのときの気持ちはどうだったか。 

・生活科などの授業中の写真を提

示する。 

２ 資料「やまめの やまちゃん」を読んで話し合う。 

(1) どこの場面が、一番心に残ったか。 

 ・  しゅう君がやまちゃんとお話しているところ。 

 ・  しゅう君がやまちゃんを多摩川へ返すところ。 

(2) やまちゃんを育てているときのしゅう君はどんな気持ち 

だったか。 

 ・  かわいいな。早く大きくなってね。 

 ・ 水をかえるよ。えさもちゃんとあげるよ。 

(3) いよいよ、やまちゃんを多摩川に返すときのしゅう君は 

どんな気持ちだったか。 

 ・  また会おうね。 

・ 元気に育ってね。  

・やまちゃんの成長していく様子

がわかるように場面ごとに絵や

写真を提示していく。 
 
・ワークシートを活用して、しゅ

う君がやまちゃんを大切に育

てようとしている気持ちに共

感させる。 
・動植物に対するやさしい気持ち

の多様な感じ方、考え方に出会

えるようにする。 
 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
 ○ これまでに、しゅう君と同じようにやさしい気持ちで生

き物の世話をしたことがあるか。 
   「みんないっしょうけんめいに生きているよ」をキーワ

ードに考えさせる。 

 
・「こころのノート」を活用して

考えさせる。 
・日記や作文、学級の係の活動場

面等から考えさせる。 
４ 教師の体験談を聞く。（例） 
・ 飼育小屋で生まれた赤ちゃんうさぎは目が不自由だった

ので、高学年のお兄さんたちが教室で大切に育てている。

ポッチャンという名前がついて今ではまるまると太って 
元気いっぱいである。 

 

四 

展
開
例
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    小
学
校
一
・
二
年 

か
っ
ぱ
と 

与
助
（
北
区
） 

内
容
項
目
３
―
(2)

一 

ね
ら
い 

生
き
る
こ
と
を
喜
び
、
生
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情

を
養
う
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
北
区
の
岩
渕
に
あ
る
静
勝
寺
に
伝
わ
る
話
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
身
近
な
郷
土
を
素
材
に
し
た
資
料

で
あ
る
た
め
に
、
資
料
に
対
し
て
興
味
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
生
命
の
大
切
さ
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に

は
、
生
命
が
、
多
く
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
、
守
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
も
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
資
料

は
、
自
分
の
身
近
な
郷
土
で
か
っ
ぱ
の
生
命
を
大
切
に
し
た
話

で
あ
り
、
か
け
が
い
の
な
い
生
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
気

持
ち
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
「
か
っ
ぱ
」
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る

想
像
上
の
生
き
物
で
、
資
料
に
対
し
て
興
味
を
も
っ
て
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
展
開
で
か
っ
ぱ
の
こ
と
を
深
く

扱
う
と
、
３
―
(1)
の
動
植
物
愛
護
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ね
ら
い

か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
た
め
、
あ
ま
り
深
入
り
し
な
い
よ
う
に

し
た
い
。
ま
た
、
導
入
で
は
「
生
命
」
に
視
点
を
お
き
、
「
生

命
尊
重
」
に
意
識
を
向
け
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
。
展
開
前
段
で

は
、
与
助
の
気
持
ち
に
共
感
さ
せ
な
が
ら
、
生
命
に
か
か
わ
る

多
様
な
価
値
観
を
引
き
出
し
、
展
開
の
後
段
で
は
、
生
命
を
大

切
に
し
た
経
験
を
振
り
返
ら
せ
、
今
ま
で
の
自
分
の
行
為
が
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
を
自
覚
さ
せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 生命について話し合う。 
 ○ 自分の生命を助けてもらったことがあるか。 

・家族などに生命を助けてもらっ

たことなどにふれ、ねらいとす

る価値の方向付けを行う。 

２ 資料「かっぱと 与助」を読んで話し合う。 

(1) 男の子が倒れているのを見て、与助はどんなことを考えた

か。 

・ どうしたのだろう。すぐに助けてあげなくては。 

・ 大変だ。助けを呼ぼう。 

(2) かっぱの子どもであると知ったとき、与助はどんなことを

考えたか。 

・ かっぱは怖いから、すぐに逃げよう。 

・ かっぱでも死にそうになっているので助けてあげよう。

(3) 与助は、何回も何回も水をかけながら、どんなことを考え

たか。 

・ 早く元気になってほしい。 

・ 水をかけてもダメなのかな。他の方法で助けてみよう。

・ もう助からないかもしれない。 

(4) かっぱの子どもが元気を取り戻したとき、与助は，どんな

気持ちだったか。 

・ 助かってよかった。 

 
・男の子が倒れているのを見て、

助けてあげたいと思っている

与助の気持ちに共感させる。 
 
・かっぱであっても生命を助けて

あげようという気持ちに共感

させる。 
 
・生命を大切にするために、与助

がいろいろと考えながら水を

かけていることに共感させ、多

様な感じ方や考え方に気付か

せる。 
・生命が助かったときの満足感や

安心感に共感させる。 
 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ いままで命を大切にしたことや、大切にできなかったこ

とはあるか。そのときどんな気持ちだったか。 
 

・今までの自分の行為を振り返

り、生命を大切にできた自分や

できなかった自分に気付かせ

る。 

４ 教師の話を聞く。 
・ 命の大切さを感じた体験談を語り聞かせる。 

 

四 

展
開
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   小
学
校
一
・
二
年 

た
の
し
い 

一
日 

（
日
野
市
） 

内
容
項
目
４
―
(2)

一 

ね
ら
い 

父
母
、
祖
父
母
を
敬
愛
し
、
お
互
い
に
助
け
合
い
家
族
の
役

に
立
と
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
児
童
の
道
徳
性
が
育
つ
基
盤
に
は
、
父
母
や
家
族
の
人
た
ち
の

生
き
方
や
教
育
が
大
き
く
影
響
さ
れ
る
。
日
々
の
家
庭
生
活
が

家
族
の
心
づ
か
い
や
努
力
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

児
童
に
気
付
か
せ
る
と
と
も
に
、
家
族
の
一
員
と
し
て
で
き
る

こ
と
は
積
極
的
に
し
、
家
族
や
家
庭
を
愛
す
る
心
を
育
て
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。 

・
祖
父
と
一
緒
に
楽
し
み
に
し
て
い
た
動
物
園
へ
出
か
け
る
こ
と

に
な
る
。
出
か
け
る
と
き
母
に
祖
父
へ
の
気
配
り
を
頼
ま
れ

る
。
し
か
し
、
多
摩
動
物
公
園
に
は
い
ろ
い
ろ
な
動
物
が
い
っ

ぱ
い
い
て
つ
い
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
見

る
た
め
に
人
だ
か
り
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
祖
父
は
ひ
た

い
に
汗
し
な
が
ら
助
け
て
く
れ
た
。
主
人
公
の
気
持
ち
の
変
化

や
思
い
に
ふ
れ
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
自
分
が
行
動
す
る
こ

と
を
気
付
か
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
場
面
絵
を
用
い
て
児
童
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
。 

・
優
し
く
し
た
り
親
切
に
し
た
り
し
た
時
の
気
持
ち
を
聞
く
。 

・
動
作
化
を
取
り
入
れ
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
考
え
や
す
く
す

る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 家族にやさしくもらった経験について話し合う。 
 ○ 家の人にやさしくしてもらったことはあるか。 
 

・今までの経験を思い出させる。

・板書する。 

２ 資料「たのしい 一日」を読んで話し合う。 

(1) 「けいすけ、さかみちがおおいからゆっくりあるくのです

よ」といわれたときどんな気持ちだったか。 

・ ゆっくり歩いてあげなきゃ。 

・ 動物園楽しみだな。 

(2) 多摩動物公園について動物を見て回っているとき、どんな

気持ちだったか。 

・ いろいろな動物が見たいよ。 

(3) おじいちゃんがうしろからだきあげてくれたとき、どんな

ことを考えたか。 

・ 見えてよかった。 

・ おじいちゃん汗かいてたいへんだな。 

(4) 「おじいちゃん ありがとう」と言って手をつなぎながら

見て回っているときはどんな気持ちだったか。 

・ いっしょに見てまわろうね。 

 
・けいすけのうれしい気持ちとお

じいちゃんへの配慮の気持ち

を出させる。 
 
・けいすけの夢中になってしまっ

た気持ちを出させる。 
 
・動作化（教師がおじいちゃん役

で抱き上げたときに一言児童

に言わせる。） 
 
・けいすけの気持ちに共感させ

る。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 家族のために何かしたことはあるか。 

 

・今までの体験を振り返り多くの

児童が発言できるようにする。

４ 教師の説話を聞く。 
・ 家族で助け合ったことややさしくしたことの体験の話を

する。 

 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
三
・
四
年 

人
力
車
（
港
区
） 

内
容
項
目
１
―
(3)

一 

ね
ら
い 

 
 

自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
、
粘
り
強
く
最
後
ま
で
や

り
通
そ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
に
あ
る
善
光
寺
の
境
内
に
「
人
力

車
発
明
記
念
碑
」
が
あ
る
。
和
泉
要
助
、
鈴
木
徳
次
郎
、
高
山

幸
助
の
三
人
が
、
人
力
車
を
発
明
し
、
国
か
ら
お
ほ
め
の
言
葉

を
い
た
だ
い
た
記
念
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
郷
土

の
先
人
の
生
き
方
に
誇
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
い
。 

・
日
本
人
が
発
明
し
た
た
だ
一
つ
の
乗
り
も
の
で
あ
る
「
人
力
車
」

を
作
っ
た
和
泉
要
助
ら
の
話
で
あ
る
。
で
き
あ
が
る
ま
で
に

は
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
や
っ
と
の
思
い
で
客
を
乗
せ
る
こ
と

が
で
き
る
「
人
力
車
」
が
完
成
し
た
。
そ
の
過
程
を
追
い
な
が

ら
、
ね
ら
い
と
す
る
価
値
の
自
覚
を
深
め
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
学
習
活
動
１
の
導
入
で
は
「
人
力
車
」
と
「
人
力
車
発
明
記
念

碑
」
の
写
真
を
示
し
、
資
料
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
。 

・
和
泉
要
助
ら
が
、
粘
り
強
く
工
夫
に
工
夫
を
重
ね
な
が
ら
「
人

力
車
」
完
成
に
つ
と
め
た
こ
と
や
完
成
の
喜
び
な
ど
を
中
心
に

し
た
発
問
構
成
に
し
た
い
。 

・
学
習
活
動
３
の
自
分
自
身
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
時
間
を
十

分
取
り
、
大
切
に
扱
う
。
じ
っ
く
り
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 人力車、発明記念碑の写真から知っていることを話し合 
う。 

 ○ この写真は何か。どんなことを知っているか。 

・資料への興味、関心を高めさせ

る。人力車は日本人が発明した

唯一の乗り物であることを伝

える。 
２ 資料「人力車」を読んで話し合う。 

(1) 人の力で引く車を作ろうと決めたとき三人はどんな気持 

ちだったか。 

・ いいものを作ってみせる。 

・ きっと便利なものができる。 

(2) 作り始めてから色々な問題が出てきて、三人の心の中はど

うだったか。 

・ こんなに問題が出てきて、もうだめだ。 

・ 一体どうしたらいいのだ。 

・ あきらめないで、がんばろう。 

(3) 人力車がついに完成し、許可がおりて町じゅうの人気とな

ったとき、三人はどんなことを思ったか。 

・ 完成してうれしい。 

・ ここまであきらめないでがんばってきてよかった。 

・ さらにもっといいものを作ろう。 

 
・目標をもち、自分でやろうと決

めたときの気持ちを考えさせ

る。 
 
・目標に対して様々な困難に出会

ったときの心の中を考えさせ

る。話し合う中で、多様な感じ

方や考え方に気付かせるよう

にする。 
・やろうと決めたことを最後まで

あきらめないでやり遂げたと

きの喜びに共感できるように

する。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 今まで、自分で決めたことを最後までやり遂げたことは

あるか。また、最後までやり遂げることができなかったこ

とはあるか。そのときの気持ちはどうだったか。 
 

・自分の体験を想起し、自分のよ

さや不十分さに気付かせる。 

４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
三
・
四
年 

花
と
緑
の
ま
ち
（
調
布
市
） 

内
容
項
目
２
ー
(4) 

一 

ね
ら
い 

自
分
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
高
齢
者
を
尊
敬

し
、
感
謝
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
調
布
市
の
実
話
を
基
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

町
の
緑
が
減
っ
て
い
く
こ
と
を
憂
い
、
植
樹
活
動
を
し
て
い
る

明
治
生
ま
れ
の
人
々
の
話
で
あ
る
。
気
持
ち
よ
く
暮
ら
せ
る
町

を
後
世
の
人
々
に
残
し
た
い
と
い
う
一
途
で
真
剣
な
思
い
を

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
町
の
身
近
な
自
然
の

中
に
も
、
そ
れ
を
育
て
て
世
話
を
し
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と

に
気
付
か
せ
、
尊
敬
と
感
謝
の
心
が
育
つ
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
。 

・
樹
木
な
ど
自
然
環
境
の
整
備
だ
け
で
な
く
、
町
の
た
め
に
、
献

身
的
に
尽
く
し
て
く
だ
さ
る
方
は
各
地
域
に
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
資
料
へ
の
感
じ
方
の
深
ま
り
が
、
自
分
た
ち
の
町
へ
も
広

が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
日
常
、
目
に
は
し
て
い
る
が
、
見
過
ご
し
て
い
た
り
気
付
か
な

か
っ
た
り
す
る
も
の
の
中
に
、
町
を
思
う
人
の
尊
い
気
持
ち
が

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
石
碑
に
関
心
を
も
つ
二
人
の

気
持
ち
を
大
切
に
掘
り
さ
げ
た
い
。 

・
社
会
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
の
学
習
で
地
域
に
出
か
け

て
い
く
こ
と
が
多
く
な
る
の
が
中
学
年
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
出

会
い
や
か
か
わ
り
が
本
授
業
の
展
開
後
段
で
生
か
さ
れ
る
と

よ
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 身近な高齢者や町の人を思い起こす。 

  ○ いつもお世話になってありがたいなと感じたことはあ 
るか。 

・ねらいにむけて、児童の興味・

関心を高める。 

 

２ 資料「花と緑のまち」を読んで話し合う。 

(1) まゆみとはるこは、学校の帰り道、桜の花を見てどんな気

持ちだったか。 

  ・ なんてきれいな桜だ。 

  ・ だれが、こんなにたくさん植えたのだろう。 

(2) 桜の木の根もとに建てられた石碑を見て、どんなことを考

えたか。 

  ・ 石碑があるなんて、何か、わけがありそうだ。 

  ・ どんな意味なんだろう。 

  ・ 桜と関係があるのかな。 

(3) おばあちゃんの話を聞いて二人は、どんなことを考えた 

か。 

  ・  あの桜がおばあちゃんたちのおかげで咲いているなんて

今まで知らなかったな。 

  ・ 植えてくれてありがとう。 

 ・ 町のためにしてくれるなんて、明治生まれの人たちって

すごい。町が好きなんだな。うれしいな。 

 
・桜の木が身近なものであり、

人々を楽しませてくれる存在

であることをおさえる。 
 
・町のことを見過ごすことなく、

関心をもって、知ろうとしてい

る二人の気持ちに気付かせた

い。 

 
・町のことを真剣に愛情をもって

考えてくれる高齢者を、尊敬し

感謝する二人の気持ちに共感

させたい。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 地域の高齢者や町の人の苦労、努力で作られたものや残

されているものはあるか。そこに込められた願いはどのよ

うなものだろうか。   

・発言が少ない場合には、教師が

身近なものの中から紹介する。

 

４ 教師の説話を聞く。 

  ・ 町の人々の思いにふれ、感謝せずにはいられなかった体

験を語り聞かせる。 

・感謝する人々を身近に感じ、よ

りかかわっていきたいという

意欲がもてる話をしたい。 

四 

展
開
例
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   小
学
校
三
・
四
年 

三
河
島
の
つ
る
（
荒
川
区
） 

内
容
項
目
３
ー
(1)

一 

ね
ら
い 

自
然
の
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
、
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
し

よ
う
と
す
る
心
情
を
養
う
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
荒
川
区
に
は
、
江
戸
時
代
に
徳
川
家
の
狩
り
場
（
鷹
狩
り
）
が

あ
っ
た
。
付
近
の
人
々
は
、
将
軍
の
鷹
狩
り
の
た
め
に
つ
る
を

餌
付
け
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
荒
川
区
史
や
安
藤
広
重
が

描
い
た
『
名
所
江
戸
百
景
』
（
箕
輪
・
金
杉
・
三
河
島
）
な
ど

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
東
京
の
昔
の
様
子
を
題
材
と
し
て
創

作
さ
れ
た
本
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
児
童
は
興
味
・
関
心

を
も
っ
て
学
習
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

・
児
童
が
、
長
べ
え
の
感
じ
方
、
考
え
方
を
想
像
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
。
そ
こ
で
、
長
べ
え
に
託
し
て
自
分
の
感
じ
方
、
考
え

方
を
語
れ
る
よ
う
な
発
問
を
構
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
児
童
が
、
つ
る
の
こ
と
を
心
か
ら
好
き
な
長
べ
え
の
素
直
な
気

持
ち
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
自
然
や
動
植

物
と
の
望
ま
し
い
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
や
動
植
物
に
対
し

て
、
つ
い
自
分
中
心
の
考
え
方
に
陥
り
が
ち
な
人
間
の
弱
さ
も

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。 

・
体
験
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
し
た

体
験
、
大
切
に
で
き
な
か
っ
た
体
験
や
、
そ
の
と
き
の
心
情
や

判
断
を
想
起
す
る
。
ま
た
、
友
達
と
の
体
験
の
交
流
を
図
る
配

慮
も
望
ま
れ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 自然や動植物とのかかわりについて話し合う。 
 ○ 今までに自然の中にいる生き物を見たことがあるか。 

・動物などの写真を提示する。 

２ 資料「三河島のつる」を読んで話し合う。 

(1) 真っ白な羽を血で赤く染めた子づるを見た長べえは、どん

な気持ちだったか。 

・ かわいそうに、一体どうしたというのだろう。 

・ 大好きなつるが痛い思いをしてつらい。 

(2) しだいになついてきた子づるを見た長べえは、どんな気持

ちだったか。 

・ なんとかわいいんだろう。 

・ つるが自分になついてくれてうれしい。 

(3) 楽しそうにえさをついばんでいるつるの親子を見ながら

長べえは、どんなことを考えたか。 

・ つるはやっぱり自然の中で過ごした方がいい。 

・ 子づるも親づると一緒にいた方がいいかもしれない。 

・ せっかくなついたるつるを放すのはつらい。 

(4) つるの姿が見えなくなるまで手を振り続ける長べえは、ど

んな気持ちだったか。 

・ ずうっと元気で、またこの村に帰ってきてほしい。 

 

 
・傷付いた動物に出会った経験を

基に長べえの気持ちを想像で

きるようにする。 
 
・動物などの愛くるしさ、自分に

なつかれた経験を基に、長べえ

の気持ちを想像できるように

する。 
・動植物に対する思いやりにかか

わる多様な感じ方、考え方に出

会えるようにする。 
 

３ 今までの生活を振り返って話し合う。  
○ 今までに動植物を大切にしたこと、大切にできなかった

ことはあるか。 

・動植物とかかわった体験を想起

させるようにする。 

４ 教師の説話を聞く。 
・自然の素晴らしさを感じた体験談を語り聞かせる。 

 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
三
・
四
年 

わ
ら
じ
じ
ぞ
う
（
世
田
谷
区
） 

内
容
項
目
３
ー
(2)

一 

ね
ら
い 

生
命
あ
る
も
の
に
深
い
愛
情
を
も
ち
、
そ
の
生
命
を
大
切

に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
養
う
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
世
田
谷
区
新
町
に
今
も
実
在
す
る
お
地
蔵
様
で
あ
る
。

昔
こ
の
お
地
蔵
様
に
は
数
多
く
の
わ
ら
じ
が
供
え
ら
れ
て

お
り
、
道
行
く
農
民
や
旅
人
が
わ
ら
じ
が
切
れ
る
と
借
用

し
、
ま
た
返
納
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
牛
は
、
爪
を
は
ぐ
と
歩

け
な
く
な
る
。
牛
わ
ら
じ
は
、
大
切
な
履
き
物
で
あ
っ
た
。 

・
し
か
し
、
そ
の
製
作
に
は
大
変
な
労
力
と
時
間
が
か
か
っ
た
と

い
う
。
当
時
の
農
民
の
生
活
に
欠
か
せ
ぬ
牛
。
単
に
荷
を
引
く

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
に
生
活
や
苦
楽
を
共
に
す
る
牛

へ
の
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
物
言
わ
ぬ
牛
の
身
に
な
っ
て
精
一

杯
助
け
よ
う
と
す
る
親
子
の
姿
か
ら
生
命
尊
重
の
精
神
を
感

じ
取
れ
る
資
料
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
「
こ
え
お
け
」
・
「
下
肥
」
・
「
牛
わ
ら
じ
」
等
、
導
入
で
当

時
の
農
民
の
生
活
に
つ
い
て
知
ら
せ
、
資
料
の
内
容
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
動
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
の
生
命
に
ま
で
広

げ
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
身
近
な
生
命
（
家
族
や
自
分
・
周
り

の
人
々
）
に
愛
情
を
も
っ
て
そ
の
生
命
を
尊
ん
で
い
る
か
い
る

か
ど
う
か
を
振
り
返
ら
せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 昔、東京の農民がどんな生活をしていたかを知る。 

 ○  下肥を桶に入れ集め、畑にまいていたのを知っているか。

・運搬のために牛や馬が欠かせな

かったことや、牛はひづめが割

れると歩けなくなり、ばい菌か

ら生命に危険が及ぶことがある

ことをおさえる。 

２ 資料「わらじじぞう」を読んで話し合う。               

(1) 与助とキチはどんな気持ちで車を押すために後ろに回った

のか。 

  ・ デコが苦しそうだ。 

  ・ 涙を流しているぞ。重くて辛いのだな。かわいそうに。

  ・ 少しでもデコを楽にしてやろう。 

(2) 「デコのわらじをさがしてくる」と走り出したときキチは

どんな気持ちだったか。 

  ・ このままだとデコが大変なことになる。 

 ・ 一刻も早くデコを助けないとだめだ。 

 ・ デコ、待っててね、助けてあげるから。  

(3) お地蔵様に手を合わせたキチは、どんな思いを伝えていた

のか。 

  ・ デコは大切でかわいい牛です。デコを助けてください。

  ・ もう力が出ません。デコの生命を救うために力を貸して

ください。 

  ・ このままではデコが死んでしまいます。助けたいのです。

 
・デコの様子から、ただならぬも

のを感じ、デコを思いやる気持

ちを想像できるようにする。 
 
 
・デコのために無我夢中で走り出

すキチの思いを考えられるよう

にする。 
 
 
・デコが心配でならないのに力が

尽き、お地蔵様にすがる真剣な

思いについて話し合わせたい。

「助けて」だけにならないよう

に思いを語らせるようにする。

３ 自分の生活を振り返り、生命を大切に感じた経験を話し合

う。 
 ○ 家族や自分、周りの人々の生命を大切だと感じたことは

あるか。 

・板書から、生命尊重にかかわる

子どもの反応を取り上げ「この

ように、動物に限らず、人間で

も生命を大切と感じた経験はあ

るか」となげかける。 

４ 教師の説話を聞く。 

 ・ 生命の尊さを感じた教師の経験を語り聞かせる。 
 

四 

展
開
例
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   小
学
校 

三
・
四
年 

 

ぼ
く
た
ち
の
多
摩
川
（
調
布
市
） 

内
容
項
目
４
―
(5)

一 

ね
ら
い 

 

郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
、
郷
土
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
三
・
四
年
生
の
段
階
に
お
い
て
は
、
地
域
で
の
活
動
が
と
て
も
活

発
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
、
地
域
の
自
然
や
文
化
、
伝
統
に
興
味

を
も
ち
、
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
養
っ
て
い
き
た

い
。 

・
本
資
料
で
は
、
多
摩
川
で
出
会
っ
た
お
じ
い
さ
ん
の
行
動
や
話
が

印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
郷
土
の
自
然
を
守
る
た
め
に
、
自
ら

積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
資
料
で

あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
社
会
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
学
習
し
た
地
域

の
自
然
や
文
化
、
伝
統
、
ま
た
そ
れ
を
守
っ
て
き
た
活
動
等
を
想

起
さ
せ
、
興
味
や
関
心
を
高
め
る
よ
う
に
す
る
。 

・
主
人
公
の
郷
土
の
自
然
に
対
す
る
心
の
変
化
を
共
感
的
に
考
え
さ

せ
た
い
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
自
然
や
文
化
、
伝
統
を
想

起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
自
分
は
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
ど
ん
な
思
い
を
も
っ
て
い
る
の
か
を

振
り
返
ら
せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 社会科や総合的な学習の時間で学習した内容を示し、地域

のことを想起させる。 
 

・学習内容を整理して示すことに

よって、地域に目を向けさせ

る。 

２ 資料「ぼくたちの多摩川」を読んで話し合う。 

(1) 主人公は、多摩川のことを調べていくうちにどんな考えを

もったか。 

 ・ 地域の人に親しまれていて、すばらしいな。 

 ・ みんな、多摩川のことが好きなんだな。 

(2) お父さんの話を聞いたとき、主人公はどんな気持ちだった

か。 

・ そんなことをするなんて許せない。 

・ 自分の目で確かめたい。 

(3) おじいさんがごみ拾いをしているのを見たとき、主人公は

どんな気持ちをもったか。 

・ お父さんの話は本当だった。 

・ ぼくも手伝って多摩川をきれいにするぞ。 

(4) 市民清掃の話を聞いたとき、主人公はどんなことを考えて

いたか。 

 ・ たくさんの人が多摩川を大切にしてくれてうれしい。 

 ・ ぼくも積極的に行動するぞ。 

・社会科や総合的な学習の時間で

の地域学習の経験を基に、主人

公の気持ちを想像させたい。 
 
 
 
 
 
 
・ごみ拾いの意味をおさえること

で、主人公の心情をより深く考

えさせたい。 
 
・主人公の郷土を大切にしようと

する意欲の高まりをおさえる。

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 自分たちの地域の中で、大切にしてきた自然や文化、伝

統にはどんなものがあるか。また、自分はどのようにかか

わってきたか。どんな思いをもっているのか。 
・ 学校の近くに○○公園がある。清掃活動に参加した。 
・ ９月にお祭りが行われる。これからも続けてほしい。 

・地域の自然や文化、伝統に対す

る自分自身の思いやかかわり

を振り返らせたい。 

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例
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   小
学
校
五
・
六
年 

岩
淵
水
門
（
北
区
） 

内
容
項
目
１
―
(2)

一 

ね
ら
い 

よ
り
高
い
目
標
を
立
て
、
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な

い
で
努
力
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
荒
川
流
域
の
人
々
を
水
害
か
ら
守
る
岩
淵
水
門
を
完
成
さ
せ
た

青
山
士
が
主
人
公
で
あ
る
。
パ
ナ
マ
運
河
工
事
に
参
加
し
た

後
、
そ
の
技
術
を
も
っ
て
岩
淵
水
門
・
荒
川
放
水
路
の
着
工
に

従
事
し
た
主
人
公
の
心
の
底
に
は
、
功
名
や
出
世
な
ど
の
私
欲

で
は
な
く
、
た
だ
人
々
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
り
た
い
と
の
意

志
の
み
が
流
れ
て
お
り
、
青
山
士
の
心
を
深
く
考
え
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
ね
ら
い
を
達
成
で
き
る
資
料
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
岩
淵
水
門
や
荒
川
放
水
路
が
で
き
る
前
に
い
か
に
洪
水
が
多

く
、
人
々
が
苦
し
ん
で
い
た
か
を
認
識
さ
せ
て
か
ら
展
開
に
入

り
た
い
。 

・
本
資
料
の
中
心
場
面
は
作
業
員
と
同
じ
立
場
に
な
っ
て
仕
事
を

進
め
る
主
人
公
の
様
子
と
記
念
碑
の
無
記
名
の
場
面
で
あ
る

が
、
仕
事
を
進
め
る
場
面
で
は
作
業
の
様
子
を
示
す
一
枚
絵
を

用
い
た
り
、
地
下
た
び
、
き
ゃ
は
ん
な
ど
実
物
を
示
す
の
も
効

果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
記
念
碑
の
場
面
で
は
記
念
碑
に
記
さ
れ

て
い
る
語
句
を
カ
ー
ド
化
す
る
な
ど
し
て
そ
の
言
葉
に
託
さ

れ
て
い
る
青
山
士
の
心
を
し
っ
か
り
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
指

導
の
工
夫
を
し
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 岩淵水門や荒川放水路ができる前にいかに洪水が多く、 

人々が苦しんでいた様子を話し、資料についての導入をす

る。 

・洪水にかかわる被害の状況を示

す図表などを提示する。 

２ 資料「岩淵水門」を読んで話し合う。 

(1) なぜ、青山さんはアメリカに渡り、パナマ運河を開く工 

事に参加したのか。 

  ・ 人の役に立ちたいと思ったから。 

  ・ 学生時代からの夢であったから。 

(2) 青山さんは作業員と同じ立場になって仕事を進めていた 

が、どんな気持ちだったか。 

  ・ 全員が力を合わせてこそ、本当の仕事ができる。 

  ・ 他の者の手本となって作業を進めることが大切。 

(3) 記念碑には青山士の名はどこにも書かれていないが、青山

さんのどんな気持ちからだったのか。 

  ・ ひとりの力で工事ができたのではない。全員の力の結晶

なのだ。 

  ・ 人々の役に立つことだけでわたしは満足だ。 

 

 

 
・パナマ運河について説明を加え

ておく。           

・資料に書かれていること以外の

ことでもよい。 

・一枚絵を示し、話し合いを焦点

化する工夫をする。 

・地下たび・きゃはんについては

実物を示し、説明するとよい。

・記念碑に記されている言葉をカ

ード化して、青山士の心を深く

考えさせたい。 

 
 
 
 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 今までに目標に向かって努力したことはあるか。 

 

 
・日ごろのめあてを考えさせ、そ

れに向かう自分自身を振り返

えらせる。 

４ 教師の説話でまとめる。 
 

・余韻をもって終わる。 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
五
・
六
年 

心
の
通
い
合
い
（
大
島
町
・
品
川
区
）

内
容
項
目
２
―
(2)

一 

ね
ら
い 

だ
れ
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
、
相
手
の
立
場
に

た
っ
て
親
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
、
東
京
都
の
伊

豆
大
島
で
三
原
山
が
大
噴
火
し
、
全
島
民
が
島
を
離
れ
、
約
一

ヵ
月
、
都
内
の
各
地
で
避
難
生
活
を
送
っ
た
資
料
で
あ
る
。
こ

の
話
は
、
そ
の
と
き
、
仮
の
避
難
所
と
な
っ
た
品
川
区
の
小
学

校
に
お
け
る
人
々
と
の
ふ
れ
あ
い
の
様
子
で
あ
り
、
そ
こ
で
、

活
躍
し
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
の
林
田
さ
ん
を
中
心
に
書
か
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
親
切
に
す
る
人
と
親
切
に
さ
れ
て
い
る
人
の

心
が
し
っ
か
り
か
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
、
心
の
通
い
合
う
親

切
に
な
る
こ
と
な
ど
、
「
親
切
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の

か
を
考
え
さ
せ
る
上
で
は
効
果
的
な
資
料
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
東
京
都
の
伊
豆
大
島
で
三
原
山
が
大
噴
火
し
、
都
内
の
各
地
で

避
難
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
子
ど
も
は
少

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
事
前
の
指
導
や
導
入
な
ど
で
理
解
を

深
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
様
子
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
で
、

島
を
離
れ
、
戸
惑
い
、
困
っ
て
い
る
大
島
の
人
の
気
持
ち
、
大

島
の
人
の
気
持
ち
を
考
え
て
親
切
に
し
て
い
る
林
田
さ
ん
の

気
持
ち
を
よ
り
深
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
心
の
通
い
合
い
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
た
林
田
さ
ん
の
気
持
ち

を
と
ら
え
な
が
ら
、
親
切
に
す
る
こ
と
の
難
し
さ
や
親
切
に
し

た
と
き
の
満
足
感
・
充
実
感
な
ど
に
共
感
さ
せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 伊豆大島の三原山噴火と避難生活の様子について知る。 

○ 三原山が噴火し、避難生活を送った人たちはどんな様子

だったか。 

・三原山が噴火した様子などの写

真を提示し、どのような避難生

活だったのかをとらえさせる。

２ 資料「心の通い合い」を読んで話し合う。 

(1) 林田さんは、どんなことを考えながら大島の人たちに世話

をしていたか。 

・ 大変だけれど、困っている人のために助けてあげなけれ

ばならない。 

・ みんなのために役に立てたらいい。 

(2) 心の通い合いのすばらしさを感じた林田さんの心の中は、

どんなだったか。 

・ お互いの気持ちが通じ合わなければ親切ではないんだ。

・ 大島の人たちと心が通じ合ってとてもうれしい。 

・ 相手の気持ちを考えて親切にすることは難しかったけ 

ど、とても気持ちがいい。 

(3) 涙を流している林田さんは、どんな気持ちだったか。 

・  お世話をすることで本当に親切について分かったような

気がする。 

・ 大島でもがんばってほしい。 

 
・困っている大島の人々になんと

か助けてあげたいと思ってい

る林田さんの気持ちに共感さ

せる。 
 
・大島の人たちと心がかみ合った

ときの林田さんの親切に対す

る多様な感じ方や考え方に気

付かせる。 
 
 
・親切にしたあとの林田さんの気

持ちに共感させる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 今までに相手のことを考えて、親切にしたことがある 

か。そのときどんな気持ちだったか。 

・親切にはいろいろな行為がある

ことに気付かせ、親切にした経

験を振り返らせる。   
４ 教師の話を聞く。 
・ 親切にしている人について話す。 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
五
・
六
年 

大
賀
博
士
を
支
え
た
人
々
（
府
中
市
）

内
容
項
目
２
─
(5) 

一 

ね
ら
い 

 
  

日
々
の
生
活
が
、
人
々
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
で
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
、
そ
れ
に
こ
た
え
る
心
情
を
育
て

る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
府
中
に
住
む
人
た
ち
が
ハ
ス
博
士
の
大
賀
博
士
の

研
究
費
な
ど
を
援
助
し
た
こ
と
を
も
と
に
し
た
話
で
あ
る
。 

 

戦
災
で
家
を
焼
か
れ
た
博
士
に
、
家
を
提
供
し
府
中
に
住
ま
わ

せ
た
の
は
「
大
賀
会
」
の
人
々
で
あ
り
、
研
究
を
続
け
ら
れ
る

よ
う
に
支
援
し
た
の
は
「
蓮
の
実
会
」
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

博
士
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
温
か
い
気
持
ち
や
支
援
を
受
け
、

そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
感
謝
の
心
を
も
っ
て
生
涯
自
分
の
研

究
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
支
援
し
た
人
々
と

そ
れ
に
応
え
る
博
士
の
姿
を
通
し
て
善
意
に
対
し
て
は
、
素
直

に
あ
り
が
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
き
、
心
か
ら
感
謝
す
る
心

情
を
育
て
た
い
。 

三 

指
導
上
の
工
夫 

・
写
真
等
の
視
聴
覚
教
材
を
使
い
資
料
の
理
解
を
助
け
る
。 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
、
じ
っ
く
り
考
え
発
表
し
合
え
る
よ

う
に
す
る
。 

・
心
の
ノ
ー
ト
を
活
用
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ ハスの花の写真を見せて名前を知っているかを聞く。 
  ハスの花が種を作るまでの流れを説明する。 

・知っている児童が少ないのであ

まり知識にこだわらない。 

２ 資料「大賀博士を支えた人々」を読んで話し合う。 

(1) 博士は貧しい生活をしながらも、どうしてハスの花の研究

に打ち込んだのか。 

・ ハスの花にとても魅力を感じていた。 

・  ハスの花を咲かせて人々を喜ばせたかった。 

・  自分始めた研究をやり遂げたかった。 

(2) 長島さんをはじめとして博士の研究支援をした人たちは 

どんな気持ちからか。 

・ 博士の研究がすばらしいと感じて応援したくなった。 

・ 支援者たちの熱意に心をひかれた。 

・ 博士の生活の苦しさが伝わってきて何とかしてあげた 

い。 

(3) 「蓮の実会」の支援を受けた博士はどんな気持ちで研究を

続けていたか。 

・ 絶対に研究を成功させてみんなを喜ばせよう。 

・ 皆さんのおかげで研究が続けられるので嬉しい。 

・ 「ありがとう」皆さんに感謝したい。 

 
・ハスの花の魅力が伝わるような

助言を行う。 
 
 
 
・博士の研究を支援したいと考え

たさまざまな立場の人々の思

いを出し合えるようにする。 
 
 
 
・支援を受けた博士の気持ちを深

く考え、その思いを出し合える

ようにする。ワークシートに書

く。 

３ 自分の生活を振り返り、自分たちの生活を支えてくれてい

る人や見守ってくれる人について話し合う。 
○ 交通安全のために、交差点に黄色い旗を持って立ってく

れる保護者の方や地域の方たちのおかげで安全に学校を 
登下校できる。 

・多くの児童の発表を通して、人

は支え合って生きているので、

感謝の気持ちが大切であるこ

とに気付かせる。 

４ 教師の説話を聞く。 
・ 日ごろの暮らしの中でも、他の人に感謝する気持ちを語

る。 

・心のノートも活用する。 

四 

展
開
例
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   小
学
校
五
・
六
年 

天
然
痘
と
た
た
か
う
（
武
蔵
村
山
市
）

内
容
項
目
３
―
(2)

一 

ね
ら
い 

生
命
が
か
け
が
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
他

の
生
命
を
尊
重
す
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
武
蔵
村
山
市
作
成
に
よ
る
郷
土
資
料
の
一
つ
で
あ

り
、
主
人
公
指
田
鴻
斎
は
、
江
戸
時
代
末
期
に
天
然
痘
の
治
療

に
取
り
組
ん
だ
実
在
の
医
者
で
あ
る
。
鴻
斎
の
懸
命
な
努
力
と

志
は
長
い
年
月
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
、
武
蔵
村
山
市
に
お
け

る
天
然
痘
患
者
は
激
減
し
た
。
現
在
、
そ
の
功
績
を
知
る
人
は

少
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
た
む
き
に
人
々
の
命
を
救
っ
た
医

者
の
生
き
方
を
を
通
し
て
、
か
け
が
え
の
な
い
生
命
を
尊
重
す

る
心
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
本
資
料
は
、
文
京
区

小
石
川
に
伝
わ
る
民
話
を
基
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
天
然
痘
治
療
は
、
祈
祷
な
ど
に
よ
る

民
間
療
法
と
呼
ば
れ
る
非
科
学
的
な
治
療
が
主
流
で
あ
っ
た
。

導
入
に
当
た
っ
て
は
、
鴻
斎
の
生
き
た
時
代
に
医
師
と
な
り
、

天
然
痘
治
療
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
大
変
な
こ
と
で

あ
る
か
を
児
童
に
伝
え
る
た
め
、
時
代
背
景
・
社
会
状
況
・
天

然
痘
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
鴻
斎
の
思
い
や
願
い
を
通
し
て
、
生
命
が
か
け
が
い
の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
心
を

育
て
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 指田鴻斎の写真を見せて、いつごろの時代の人であるか推

測させる。 

○ 指田鴻斎が武蔵村山市の医師であることを伝え、資料の

時代背景・社会状況・天然痘について説明する。 

・伝記は、資料の内容が児童の現

実の生活と結びつきが少ない

ことから、資料について説明を

行うことで、内容の理解を容易

にすることが望まれる。 

２  資料「天然痘とたたかう」を読んで話し合う。 

(1) この話を読んで、一番心を打たれたところはどこか。 

・ 自分のことより先に、人々の生命を救うことを考え、天

然痘とたたかったこと。 

・ 困難を乗り越え、人々の生命を救ったこと。 

・ 生命を救うため、お金のない人々に無料で天然痘の予防

接種を行ったこと。 

(2) 幼い鴻斎は、天然痘の治療に苦しむ父の姿や兄妹の死を見

てどのような気持ちになったか。 

 ・ どうして助けることができないのだろう。 

・ 大切な家族の生命を救うことができなくてつらい。 

・ 助けることができない父の悲しみがよくわかりつらい。

・ 何とかして生命を救いたい。 

(3) 鴻斎はどのような気持ちで医者の修行に出たのか。 

・ 祈るだけでは生命を救えない。自分が医者になろう。 

・ 自分が医者となり、天然痘の治療を行いたい。 

・ 医師の技術や知識を身に付け、天然痘で死んでいく人々

の生命を救いたい。 

 
・一番心を打たれたところを考え

ることにより、鴻斎の生命を尊

重する心に気付かせる。 
 
 
 
・人々のため、懸命に天然痘治療

に取り組んでいた鴻斎の父は、

大切な家族をも天然痘で失う。

それを身近で見ていた鴻斎の

気持ちを考えさせる。 
 
・当時、医者になることは今より

も大変難しく、それでも医者の

修行に出た鴻斎の思いや願い

を考えさせる。 
 

３ これまでの自分の生活を振り返って、生命を大切に感じた

経験を話し合う。 
 

４ 生命の大切さについて教師の説話を聞く。 ・「心のノート」を活用して考え

させることもできる。 

四 

展
開
例
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   小
学
校 

五
・
六
年 

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
中
野
区
） 

内
容
項
目
４
―
(1)

一 

ね
ら
い 

 

身
近
な
集
団
の
中
で
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
責
任
を
果

た
そ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
五
・
六
年
生
は
高
学
年
と
し
て
学
校
の
中
で
責
任
あ
る
役
割
を

担
う
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
学
校
だ
け
で
は
な
く
地
域
の
中
で

も
様
々
な
集
団
に
属
し
、
活
動
し
て
い
る
子
が
多
い
。
活
動
範

囲
が
広
が
り
、
様
々
な
役
割
を
も
つ
五
・
六
年
生
で
あ
る
が
、

そ
の
役
割
は
必
ず
し
も
自
分
の
願
い
に
か
な
っ
た
も
の
ば
か

り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
集
団
全
体
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
し

て
自
分
自
身
の
成
長
の
た
め
に
も
自
分
の
役
割
を
し
っ
か
り

と
果
た
す
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
さ
せ
た
い
。 

・
本
資
料
で
は
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
役
割
を
任
さ
れ
た
主
人
公
が

そ
の
役
割
を
前
向
き
に
と
ら
え
、
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
姿

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
主
人
公
と
自
分
を
重
ね
る
こ
と
で
、

ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
の
視
点
で
自
分
自
身
を
し
っ
か

り
と
振
り
返
ら
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
野
球
部
員
だ
っ
た
須
崎
君
が
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
役
を
依
頼
さ
れ

た
と
き
の
心
の
葛
藤
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
仕
事
に
取
り
組
む
気

持
ち
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か
ら
胴
上
げ
さ
れ
る
姿
か
ら
、
自
分
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
の
喜
び
や
充
実
感
に
気
付
か
せ
た
い
。
ま

た
、
児
童
は
所
属
し
て
い
る
集
団
の
中
で
、
自
分
な
り
に
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
、
、

さ
ら
に
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育
て
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 身近な集団の中でどんな役割を担っているか。 
・ 放送委員会で朝の放送を担当している。 
・ 交通少年団に入っている。 

・自分の役割に目を向けさせる。

 

２ 資料を読み、須崎君の気持ちについて話し合う。 

(1) 監督に「マネージャーになってくれないか。」と言われた 

とき、須崎君はどんな気持ちだったか。 

・ どうしてぼくがマネージャーをやらなきゃいけないん 

だ。ぼくには夢があったのに。 

 ・ もう野球をやめよう。 

 ・ なんとか選手としてがんばっていきたい。 

(2) 須崎君はどんな気持ちでマネージャーの仕事をがんばっ 

てきたか。 

・  チームのためにマネージャーをがんばる。 

・ みんなで一緒に甲子園にいきたい。 

・ 自分の役割を果たす。 

・ くやしさはあるが、野球はやめない。 

・ ぼくも野球がやりたい。 

(3) 須崎君は、胴上げされながらどんなことを考えていたか。

・ 責任を果たせてうれしい。 

・ 野球をやめないでよかった。 

・ みんなの役に立てたんだ。 

 
・マネージャーの仕事やチームの

中での立場を理解させる。 
 
 
 
 
・須崎君の決意、仕事に対する責

任感、野球への未練等、多様な

意見を出させたい。 
 
 
 
 
・自分の役割を全うした満足感、

達成感に共感させる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ いつも参加している集団で進んで役割を果たしたこと 
はあるか。また、役割を果たしたとき、どんな気持ちにな

ったか。 

・意図的指名を行い、多様な生活

体験を出させる。 
・「心のノート」を活用する。 

４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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   中
学
校 

苦
い
映
画
の
思
い
出
（
葛
飾
区
） 

内
容
項
目
１
―
(3)

一 

ね
ら
い 

自
分
の
行
為
が
及
ぼ
す
結
果
に
つ
い
て
深
く
考
え
、
そ
の
行

為
の
結
果
に
責
任
を
も
つ
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
人
間
は
家
庭
、
地
域
社
会
の
中
で
互
い
に
協
力
し
、
支
え
合
っ

て
生
活
し
て
い
る
。
中
学
生
に
な
る
と
自
己
内
省
が
深
ま
る
と

と
も
に
、
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
っ
て
く
る
。
し

か
し
、
本
資
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
地
域
社
会
の
行
事
へ
の
積

極
的
な
参
加
が
や
や
も
す
る
と
軽
視
さ
れ
が
ち
で
関
心
が
希

薄
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
地
域
社
会
の
行
事
を
見
つ
め

直
し
、
そ
れ
に
参
加
し
て
い
く
意
義
に
触
れ
な
が
ら
地
域
社

会
、
郷
土
に
根
づ
く
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

資
料
と
い
え
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
の
主
人
公
正
雄
は
ご
く
普
通
の
中
学
一
年
生
で
あ
り
、

生
徒
は
正
雄
の
気
持
ち
を
考
え
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
正
雄
の

心
の
動
き
を
、
自
分
の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
て
共
感
的
に
考
え

さ
せ
た
い
。 

・
本
資
料
に
は
だ
れ
も
が
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
葛
藤
場
面
が
多
く

含
ま
れ
る
が
、
正
雄
の
心
の
迷
い
や
悩
み
に
共
感
さ
せ
、
誠
実

に
行
動
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ね

ら
い
に
せ
ま
り
た
い
。 

・
本
資
料
で
の
重
要
な
場
面
で
は
、
一
枚
絵
等
を
作
り
考
え
を
深

め
や
す
く
す
る
工
夫
を
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 地域社会の行事（防災訓練など）のことについてふれ、資

料への導入とする。 
・資料に興味をもたせる。 

 
２ 資料「苦い映画の思い出」を読み、正雄の気持ちを中心に

考える。 

(1) 両親に防災訓練に参加することを断ったが、正雄はどんな

気持ちだったか。 

・ 防災訓練なんかめんどうくさい。 

・ 自分の時間がほしい。 

・ 友人と楽しく過ごすほうがいい。 

(2) 佐藤さん夫婦とばったり会い、車いすを押したおばあちゃ

んから話しかけられたとき、正雄はどんな気持ちだったか。

・ まずい、なんと言って断ろう。 

・ 申し訳ないけどしかたがない。 

(3) 正雄はどんな気持ちで映画館で流れる映像を見つめてい 

たのか。 

・ やはり、防災訓練に参加すればよかった。 

・ 両親、佐藤さん夫婦に悪いことをした。 

・ 両親、佐藤さん夫婦に合わせる顔がない。 

 

３  誠実に行動することの大切さを生徒一人一人が自覚する。

  ○ 誠実に行動するために、大切なことはどのようなこと 

か。 

・資料は教師が範読する。 
 
・自分の体験と重ね合わせて考え

させ、自分の問題として受け止

めさせる。 

 
 
・正雄の葛藤する気持ちを深く考

えさせる。 
 
 
・正雄の後悔している気持ちに気

付かせる。 

・自分の体験と重ね合わせて考え

させ、誠実に行動することの大

切さに気付かせる。 
 
・ワークシートを活用するなど、

生徒一人一人に誠実に行動す

ることの大切さを十分考えさ

せるように工夫する。 
４ 教師の説話でまとめる。 
 

・一方的に教え込まず、生徒の自

覚を促すようにする。 
 

四 

展
開
例
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   中
学
校 

車
人
形
（
八
王
子
市
） 

内
容
項
目
２
─
(1)

一 

ね
ら
い 

 
 

礼
儀
の
意
義
を
理
解
し
、
時
と
場
に
応
じ
た
適
切
な
言
動
を

と
れ
る
よ
う
な
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
八
王
子
市
恩
方
で
職
芸
能
と
し
て
江
戸
時
代
後
期
以
降
継
承
さ

れ
て
き
た
車
人
形
は
、
現
在
東
京
都
の
無
形
文
化
財
と
し
て
継

承
さ
れ
て
い
る
。
中
学
生
が
、
歴
史
の
あ
る
西
川
座
の
西
川
氏

や
、
車
人
形
の
研
究
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
来
て
い
る
カ
ト
リ

ー
ヌ
さ
ん
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え

る
に
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
さ
せ
る
と

と
も
に
、
礼
儀
の
意
義
や
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
資
料

で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
に
描
か
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た

先
人
た
ち
の
願
い
や
、
そ
れ
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
心
に
つ
い
て
も
関
心
を
も
た
せ
た
い
。 

・
文
化
・
伝
統
を
題
材
に
し
た
本
資
料
を
通
し
て
、
内
容
項
目
４

─
(8)
で
活
用
を
図
り
、
郷
土
を
愛
し
大
切
に
す
る
心
や
態
度
を

育
て
る
こ
と
も
で
き
る
。 

・
本
資
料
は
、
職
場
訪
問
に
お
け
る
言
葉
遣
い
、
態
度
や
動
作
に

つ
い
て
関
連
付
け
て
そ
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

 

学習活動 指導上の留意点 

１ 初めて会った人の印象は、どのようなところで決まると思

うか。 
 ・ 身だしなみ、あいさつの仕方や言葉遣いが大切である。

・日常的なできごとなどに目を向

けさせ、本時の学習への導入を

図る。 

２ 資料「車人形」を読んで話し合う。 

(1) 作業場にいた人たちに対して、うまくきっかけを作れずに

いた可也子の心の中はどうか。 

・ 緊張しているからどうしていいわからない。 

 ・ いつもの学校生活とは勝手が違うため戸惑っている。 

(2) スウェーデン人のカトリーヌさんにお茶をすすめられ、あ

いさつをしたあと、可也子と陽子が背筋を伸ばして座り直し

たのはどうしてだろうか。 

 ・ 外国人がかしこまって座って直っすぐ自分たちを見てい

るので、こちらも自然と背筋が直っすぐになった。 

 ・ 相手の真っすぐな気持ちが伝わってきて、自分たちもそ

の気持ちに応えようと思ったから。 

(3) 最後のあいさつで西川さんが、可也子の顔を見てあいさつ

をしてくれたのはどうしてだろうか。 

 ・ 可也子がまじめな顔であいさつをしたので、その気持ち

に応えようとしてくれたから。 

・ 可也子の感謝の気持ちが伝わったから。 

３ 礼儀の意義や、時と場に応じた適切な言動をとることの大

切さについて話し合う。 

○ あなたは、職場訪問のときのどんな気持ちがしていた 

か。また、日ごろのあいさつや礼儀作法では、どのような

ことが大切か。 

・ ていねいな言葉で、要点を明確に伝える。 

・ きちんとした態度で相手の目を見て話す。 

 
・状況が変わっていく中で、きち

んとしたあいさつができてい

るかも注目させたい。 
 
・カトリーヌさんのあいさつに対

して思わず座り直した可也子

たちの姿から、相手の気持ちが

こちらに伝わってくることに

気付かせる。 
 
 
・心のこもったあいさつをするに

はどうすればよいかに視点を

おきたい。 
 
 
・具体的な体験を通して、自らの

言動について振り返らせると

ともに、形式ではなく、心をこ

めることの大切さを自覚させ

る。 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・ 心のこもったあいさつの大切さを語り聞かせる。 

・実例を挙げての生活指導になら

ないように配慮する。 

四 

展
開
例



 - 103 - 

   中
学
校 

焼
け
た
空
（
江
東
区
） 

内
容
項
目
３
―
(2)

一 

ね
ら
い 

生
命
は
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理

解
し
、
す
べ
て
の
人
の
生
命
を
尊
重
す
る
心
情
を
養
う
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
東
京
大
空
襲
で
の
実
話
を
基
に
し
た
資
料
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
三
月
十
日
Ｂ
２
９
に
よ
り
東
京
の
下
町
、
江
東

区
・
墨
田
区
・
台
東
区
は
死
者
十
万
人
、
負
傷
者
十
一
万
人
に

及
ぶ
壊
滅
的
な
状
況
と
な
っ
た
。
戦
後
六
十
年
を
過
ぎ
、
中
学

生
に
と
っ
て
戦
争
の
悲
惨
な
出
来
事
は
、
遠
い
昔
の
こ
と
と
し

て
身
近
な
地
域
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
実
感
が
少

な
い
。 

・
本
資
料
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
住
む
東
京
で
起
こ
っ
た
悲

劇
を
知
り
、
戦
争
の
渦
中
で
懸
命
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
々
の

か
け
が
え
の
な
い
生
命
を
尊
ぶ
心
情
を
養
っ
て
い
く
こ
と
が

望
ま
れ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
の
構
成
は
、
恵
子
と
い
う
主
人
公
が
江
東
区
の
戦
争
の
記

録
を
調
べ
る
こ
と
で
、
命
を
尊
重
す
る
心
情
を
養
っ
て
い
く
経

過
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
学
習
活
動
と
し
て
恵
子
の
心

情
の
変
化
を
通
し
て
、
生
徒
自
身
が
命
の
大
切
さ
を
理
解
し
、

尊
重
し
て
い
く
展
開
と
し
た
。 

・
本
資
料
は
「
生
命
尊
重
」
に
限
ら
ず
内
容
項
目
４
ー
(10)
「
人
類

愛
」
に
お
い
て
も
活
用
で
き
る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 戦争のとき、この町がどのような被害を受けたかを尋ね、

考えさせる。 
・戦争が遠い昔のことではなく、

自分たちの町にも被害を与え

たことを気付かせる。 

２ 資料「焼けた空」を読んで話し合う。  

(1) 母子像の真実を知ることが怖いような気持ちでいた恵子

の心の中はどんなか。 

  ・ 今まで知らなかった恐ろしい事実があるように思えた。

 ・ 戦争の悲惨な話を知るのが怖い。 

・ 戦争の悲惨な出来事を知っても、何をすることもできな

いので知りたくなかった。 

(2) 「生きた証を受け取った私たちは何をすればいいんだろう

……。」と言って黙り込んだ恵子は、どのような気持ちだっ 

たか。 

 ・ 自分にいったい何ができるのだろう。 

・ 生きた証を受け取ることは、とても難しい。 

・ どうしたらよいかわからないが、何とか自分にできるこ

とを探したい。 

(3) 今ようやく本当の母子像に出会ったと思う恵子の気持ち 

とはどのような気持ちだったか。 

・ 母と子の精一杯生きた証であることがわかった。 

・ 尊い命を奪った悲劇を二度と繰り返さない。 

・ わたしたち生きている人間に命の大切さを教えてくれた。

・ 戦争の悲惨な出来事を通して、命の大切さを受け継いで

いくことに気付いた。 

３  生命の大切さ、尊さについて、生徒一人一人が自覚する。

○ あなたが生命の大切さ、尊さを実感するのはどんなとき

か。 

 
・恐怖に怯え悲しげな様子の母子

像を見た恵子の気持ちを考え

させる。 

 

 

 

・「恐ろしい戦争の体験を書くこ

とで、自分が生きてきた証を残

したかったのではないか。」と

いう兄に対して、「自分たちは

何をすればいいんだろう。」と

思い悩む恵子の気持ちについ

て考えさせる。 

・これまでの恵子の気持ちの変化

を考えることによって、「本当

の母子像に出会った。」と実感

する恵子の思いや願いについ

て気付かせる。 

 
 
・生命のかけがえのなさ、尊さに

ついて気付かせる。 

４ 「生命尊重」にかかわる「心のノート」を活用し、生命の

  大切さについて考えさせる。 
 

四 

展
開
例
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   中
学
校 

甘
い
小
松
菜
（
江
戸
川
区
） 

内
容
項
目
４
―
(2)

一 

ね
ら
い 

社
会
の
ル
ー
ル
を
守
り
、
自
他
の
権
利
を
尊
重
す
る
態
度
を

育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
小
松
菜
は
江
戸
川
区
の
特
産
品
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
徳
川
吉

宗
が
鷹
狩
り
で
小
松
川
の
神
社
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
、
村
人

が
献
上
し
た
こ
と
か
ら
小
松
菜
と
名
付
け
ら
れ
た
。
主
人
公

が
、
職
業
体
験
を
通
し
て
地
元
の
特
産
品
に
目
を
向
け
る
様
子

を
題
材
と
す
る
本
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
生
徒
は
興
味
・

関
心
を
も
っ
て
学
習
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

・
生
徒
が
、
主
人
公
の
感
じ
方
・
考
え
方
を
想
像
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
。
そ
こ
で
、
主
人
公
に
託
し
て
自
分
の
感
じ
方
・
考
え

方
を
語
れ
る
よ
う
な
発
問
を
構
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
生
徒
が
、
職
業
体
験
を
通
し
て
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ

を
自
覚
し
て
い
く
主
人
公
の
心
の
変
容
を
考
え
さ
せ
る
。
そ
の

際
に
、
人
間
は
集
団
の
中
で
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に

思
い
を
は
せ
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
。
そ
の
上
で
、
社
会
の
ル
ー

ル
を
守
り
、
自
他
の
権
利
を
尊
重
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

・
学
級
や
学
校
生
活
で
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
た

体
験
、
地
域
や
家
庭
で
ル
ー
ル
を
守
れ
な
か
っ
た
体
験
や
、
そ

の
と
き
の
心
情
や
判
断
を
想
起
さ
せ
る
な
ど
工
夫
を
図
る
。
ま

た
、
友
達
と
の
体
験
の
交
流
を
図
る
配
慮
も
望
ま
れ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 学級や学校でルールがなぜ必要なのかについて話し合う。

 ○ 「これは必要だ」と思うルールは何か。その理由は何か。

・生徒の日常的なできごとに目を

向けさせ、本時への導入を図

る。 

２ 資料「甘い小松菜」を読んで話し合う。 

(1) 母が言う「我が家のルール」について、由美はどんな気持

ちだったか。 

・ 口うるさいなぁ。守ればいいんでしょ。 

・ 健康のためにも守るべきだとは分かっている。 

(2) 春江に「班のルール」を指摘されたとき、由美はどんな気

持ちだったか。 

・ ルール、ルールって何よ。嫌なものは嫌なの。 

・ 守らなくちゃならないとは分かっているけど……。 

(3) 由美が、小松菜の世話を嫌がっていたことを隠そうとした

のはなぜか。 

・ せっかく職業体験するのだから前向きにやりたい。 

・ 班員が仲良くルールを守って体験したい。 

(4) 「島田さんの言葉にはっとした。」とあるが、由美は、ど

んなことを考えたか。 

・ 何事もみんなで決めたルールが基本になると学んだ。 

・ 集団の中ではルールが必要だと分かった。 

・ 社会生活はルールを守らなければ維持できない。 

３ ルールを守ることの大切さについて、生徒一人一人が自覚

する。 

○ ルールを守るために大切なことは何か。 

○ 一人一人がどういうことに気を付けるべきだろうか。 

 
・「我が家のルール」が何のため

にあるのかを考えさせるよう

にする。 
 
・自分で決めたルールも守れない

由美を責めるのではなく共感

させた上で、ルールを守る意義

について考えさせる。 
・由美の心の変容に着目させなが

ら、ねらいとする価値に迫って

いくように支援したい。 
 
・社会の一員として決まりやルー

ルを守ることの必要性につい

て、とらえさせる。 
 
 

４ 教師の説話を聞く。 
・ ルールを守る大切さを実感した体験談を語り聞かせる。

 

・集団の一員としてルールを守る

ことの大切さについて深く考

えさせたい。 
・教師が語り聞かせる。 

四 

展
開
例
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   中
学
校 

御
蔵
島
の
心
（
御
蔵
島
村
） 

内
容
項
目
４
―
(8)

一 

ね
ら
い 

 
 

人
々
の
判
断
や
行
動
に
よ
り
郷
土
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を

理
解
し
、
郷
土
に
尽
く
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
養
う
。 

 
 
 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
一
八
六
三
年
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
船
バ
イ
キ
ン
グ
号

の
遭
難
事
件
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
が
鎖
国
を
し
て
い

る
な
か
、
外
国
人
と
の
接
触
に
よ
り
島
民
が
危
害
を
受
け
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
に
動
揺
し
な
が
ら
も
、
一
郎
は
漂
着
船
の
乗

務
員
を
救
助
し
た
。
そ
れ
は
、
生
命
尊
重
と
い
う
点
で
も
、
島

を
救
う
と
い
う
点
で
も
不
可
避
な
こ
と
だ
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
島
民
も
一
郎
の
熱
意
に
ひ
か
れ
、
救
援
活
動
を
行
っ
た
。

一
郎
の
心
情
を
通
し
て
、
郷
土
を
愛
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
大
き
な
不
安
の
な
か
、
一
郎
が
島
を
救
お
う
と
い
う
決
断
を
し

た
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
郷
土
愛
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。 

・
導
入
で
は
、
伊
豆
諸
島
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
伝
統
や
島
の
特

色
に
つ
い
て
扱
う
と
よ
い
。 

・
終
末
で
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
郷
土
だ
け
で
は
な
く
、
地
域

の
た
め
に
尽
く
し
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
と

よ
い
。 

・
一
人
一
人
が
周
囲
の
人
た
ち
と
協
力
し
、
小
さ
な
こ
と
で
あ
っ

て
も
郷
土
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
が
郷
土
へ
の
貢
献
に
つ
な
が
る
こ
と
に
気
付
か

せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 伊豆諸島の伝統や特色について考え、発表する。 
・ 豊かな自然に恵まれた、東京都の島々である。 

・御蔵島について触れておく。 
・写真等の資料があるとよい。 

２ 資料「御蔵島の心」を読み、一郎の気持ちを中心に考える。

 

(1) 一郎が「遭難者を助けよう。」と言ったとき、島民はどの 

ような気持ちだったか。 

・ 外国人に何をされるか不安なので、助けたくない。 

・ 自分たちの食糧でさえ不十分なのに、人にあげる分まで

ない。 

(2) 一郎はどんな考えで村の人たちに救助することを説得し 

たのだろうか。 

・ 黒船を救うことは島を救うことになるから。 

・ 同じ海に生きる者を見殺しにはできないと思ったから。

(3) 一郎にとって「島を守る」とは、どのようなことか。 

 ・ 島の将来や島民のことを考え、行動すること。 

・ 自分よりも島や島民を大切にする。 

 

３ 郷土のことを考え、郷土のために生きることの尊さを考え

る。 

○ 地域や郷土のために尽くしている人が、あなたの周囲に

もいることを知っているか。 

○ 中学生のあなた自身にとって、地域や郷土のために生き

るとはどのようなことか。 

・一郎の心情を追っていくように

する。 
・島民たちが心配していることに

ついて考えさせる。 
 
 
 
・島を守るという一郎の強い意志

に気付かせたい。 
 
 
・「黒船を救うことは、島を救う

ことになる」という言葉を通し

て考えさせる。 
 
・自分たちが生活している地域の

ことを振り返らせ、郷土を愛す

るとはどのようなことか考え

させる。 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・ 地域のために尽くしている人の紹介や体験談などを語り

聞かせる。 

・身近な郷土愛の事例について紹

介する。 

四 

展
開
例
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	三 三河島のつる（荒川区）
	四 わらじじぞう（世田谷区）
	五 ぼくたちの多摩川（調布市）

	小学校 高学年用
	一 岩渕水門（北区）
	二 心の通い合い（大島町・品川区）
	三 大賀博士を支えた人々（府中市）
	四 天然痘とたたかう（武蔵村山市）
	五 マネージャー（中野区）

	中学校用
	一 苦い映画の思い出（葛飾区）
	二 車人形（八王子市）
	三 焼けた空（江東区）
	四 甘い小松菜（江戸川区）
	五 御蔵島の心（御蔵島村）
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	一 岩渕水門 １-(2)
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	三 大賀博士を支えた人々 ２-(5)
	四 天然痘とたたかう ３-(2)
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	中学校用
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