
小・中学校 

平成19年3月 

東京都教育委員会  

東京都道徳教育郷土資料集 
（第２集） 



は 

じ 

め 

に 
 

平
成
十
八
年
十
二
月
に
、
教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
同
年
十
二
月
二
十
二
日
よ
り
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
で
、
第
十
三
条

が
新
設
さ
れ
、
「
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
相
互

の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
ま
し
た
。 

さ
て
、
東
京
都
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
十
一
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
。 

こ
の
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
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
が
、
今
後
、

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

昨
夏
、
東
京
は
二
〇
一
六
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
国
内
立
候
補
都
市
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
都
で
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

の
開
催
を
、
さ
ら
に
魅
力
的
な
都
市
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
と
ら
え
、
「
一
〇
年
後
の
東
京
」
を
策
定
し
、
東
京
が
近

未
来
に
向
け
、
環
境
、
安
全
、
文
化
、
観
光
、
産
業
な
ど
様
々
な
分
野
で
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く
姿
を
描
き
出
し
ま
し
た
。 

本
書
は
、
首
都
東
京
の
子
供
達
に
、
「
ふ
る
さ
と
意
識
」
を
醸
成
し
、
郷
土
や
国
に
対
す
る
愛
着
や
誇
り
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
ね
ら
い
を
達
成
し
、
都
内
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
で
活
用
す
る
「
東
京
を
題
材
と
し
た
読
み
物
資
料
集
」
を
活
用
例
と
と
も
に
編
集
し
た
も
の
で
す
。 

各
学
校
に
お
い
て
は
、
第
１
集
（
平
成
十
七
年
度
発
行
）
及
び
本
書
第
２
集
を
活
用
し
、
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

関
係
者
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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た

か

お

の 

山や
ま

の 

て

ん

ぐ

（

八は
ち

王お
う

子じ

市し

） 

  

む

か

し

、

た

か

お

の 

山や
ま

に

、

て

ん

ぐ

が 

い

ま

し

た

。 

 
て

ん

ぐ

は

、

ま

い

日に
ち 

高た
か

い 

す

ぎ

の 

木き

の 
 

て

っ

ぺ

ん

か

ら

、

山

に 

の

ぼ

っ

て

く

る 

人ひ
と

を 

見み

て

い

ま

し

た

。 

そ

し

て

、

て

ん

ぐ

は

、

山

に

の

ぼ

っ

て 

く

る 

わ

る

い

人

を 
 

こ

ら

し

め

、

よ

い

人

を 

た

す

け

て 

い

ま

し

た

。 

  

あ

る

日ひ

の 

こ

と

で

す

。 

「

き

ょ

う

も 

朝あ
さ

早は
や

く

か

ら 

山

に 

の

ぼ

っ

て 

く

る

な

あ

。

」 

こ

の 

た

か

お

の 

山

に

は 

お

寺て
ら

が 

あ

り

、

た

く

さ

ん

の 
 

人

が 

お

ま

い

り

す

る

た

め

に

、

山

を 

の

ぼ

っ

て 

き

ま

す

。 

 

し

ば

ら

く

す

る

と

、

朝 

一い
ち

番ば
ん

に 

の

ぼ

っ

て 

き

た 
 

お

じ

い

さ

ん

が

、

て

ん

ぐ

の 

前ま
え

を

、

と

お

り 

す

ぎ

て 
 

い

き

ま

し

た

。 
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「

が

ん

ば

れ

。

が

ん

ば

れ

。

」 

て

ん

ぐ

は

、

う

ち

わ

を 

あ

お

ぎ

な

が

ら 

お

う

え

ん 

し

ま

し

た

。 

と

こ

ろ

が

、

お

じ

い

さ

ん

は

 

足

を

 

か

ら

ま

せ

て

 

こ

ろ

ん

で 
し

ま

い

ま

し

た

。 

「

い

て

て

て

…

…

。

こ

ん

な 

と

こ

ろ

で 

こ

ろ

ぶ

な

ん

て 
 

え

ん

ぎ

が 

わ

る

い

。

気き

を

つ

け

て 

歩あ
る

か

な

あ

。

」 

お

じ

い

さ

ん

は

、

こ

ろ

ば

な

い

よ

う

に 

ゆ

っ

く

り 

ゆ

っ

く

り 
 

の

ぼ

っ

て 

い

き

ま

し

た

。 

「

わ

し

、

何な
に

か 

わ

る

い

こ

と 

し

た

か

な

あ

。

た

だ

、

が

ん

ば

れ

と 
 

お

じ

い

さ

ん

を 

お

う

え

ん

し

た 

だ

け

な

の

に

。

わ

る

い

こ

と

を 

し

て

し

ま

っ

た

。

」 

 

や

が

て

、

こ

ん

ど

は

、

お

ば

あ

さ

ん

と 

わ

か

も

の

が 

ふ

た

り

で 

の

ぼ

っ

て 

き

ま

す

。 

「

な

ん

て 

え

ら

い 

わ

か

も

の

だ

。

」 

ふ

た

り

は

、

手て

を 

つ

な

ぎ

な

が

ら

、

こ

ろ

ば

な

い

よ

う

に 
 



 - 4 -

の

ぼ

っ

て 

き

ま

し

た

。 

「

が

ん

ば

れ

。

が

ん

ば

れ

。

」 

 

す

る

と

、

先さ
き

ほ

ど

の 

お

じ

い

さ

ん

と 

同お
な

じ

よ

う

に

、

ふ

た

り

は

、 
足

を 

か

ら

ま

せ

て 

こ

ろ

ん

で 

し

ま

い

ま

し

た

。 

「

ま

た

だ

あ

。

わ

し

が 

お

う

え

ん

す

る

と 

こ

ろ

ん

で

し

ま

う

。 

き

の

う

ま

で

は

、

こ

ん

な

こ

と 

な

か

っ

た

の

に

。

」 

  

て

ん

ぐ

は

、

え

だ

か

ら 

下し
た

に 

お

り

て

、

み

ん

な

が 

こ

ろ

ん

だ 

と

こ

ろ

に 

い

き

ま

し

た

。

よ

く

見

る

と

、

す

ぎ

の 

木

の 
 

ね

っ

こ

が

、

道み
ち

ぜ

ん

た

い

を

 

う

め

つ

く

す

ほ

ど

に

、

長な
が

く 

太ふ
と

く 

の

び

て 

じ

め

ん

に 

は

り

だ

し

て 

い

た

の

で

す

。 

「

こ

の 

す

ぎ

の 

木

の 

ね

っ

こ

の

せ

い

で 

み

ん

な 
 

こ

ろ

ん

だ

ん

だ

。

こ

ん

な

に 

ね

っ

こ

が 

は

っ

て

い

た

ら 
 

の

ぼ

っ

て 

く

る 

人

が 

こ

ま

っ

て 

し

ま

う

。 

切き

っ

て 

し

ま

う

の

も 

か

わ

い

そ

う

だ

し

…

…

。

」 
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て

ん

ぐ

は

、

ま

っ

か

な 

顔か
お

を 

も

っ

と 

ま

っ

か

に

し

て 
 

こ

ま

っ

て 

し

ま

い

ま

し

た

。 

「

し

か

た

な

い

。

じ

め

ん

を 

ほ

っ

て

、

木

を 

ぬ

い

て 
 

う

ご

か

す

こ

と

に

す

る

か

。

」 
さ

っ

そ

く

、

て

ん

ぐ

は

、

ほ

り 

は

じ

め 

ま

し

た

。 

し

か

し

、

か

ん

た

ん

に 

ぬ

く

こ

と

は 

で

き

ず

、

お

日ひ

さ

ま

が 

し

ず

む

こ

ろ

に 

な

っ

て

も

、

ね

っ

こ

の 

先

は 

見

え

ま

せ

ん

。 

あ

た

り

も 

ま

っ

く

ら

に 

な

り

、

手

さ

ぐ

り

で 

ほ

り 

つ

づ

け 
 

ま

し

た

。

体か
ら
だ

も 

す

っ

か

り 

つ

か

れ

て 

し

ま

い

ま

し

た

。 

「

い

つ

に 

な

っ

た

ら 
ね

っ

こ

の 

先

が 

見

え

る

の 

だ

ろ

う

。 

お

ま

い

り

に

く

る 

人

た

ち

の 

た

め

に

も

、

一

日

も 

早

く 

ぬ

か

な

く

て

は

。

」 

そ

ん

な

こ

と

を 

考か
ん
が

え

な

が

ら

、

い

つ

の

ま

に

か 

て

ん

ぐ

は

、 

す

ぎ

の 

木

の 

近ち
か

く

で 

ね

む

っ

て 
し

ま

い

ま

し

た

。 

 

つ

ぎ

の

日

、

朝

早

く 

お

き

る

と

、

す

ぎ

の 

木

が 

目

の 

前

に 
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な

い

こ

と

に 

気

づ

き

ま

し

た

。 
 

あ

た

り

を 

見み

回ま
わ

す

と

、

道

に 

長

く 

の

び

て

い

た 

ね

っ

こ

も 

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

し

て 

道

の 

は

ず

れ

に

は

、

ね

っ

こ

を 

た

ま

の

よ

う

に 

丸ま
る

く

し

て 

立

っ

て

い

る 

す

ぎ

の 

木

が 
 

あ

り

ま

し

た

。 

 

て

ん

ぐ

は

、

近

く

に 

よ

っ

て 

す

ぎ

の 

木

に 

さ

わ

っ

て 
 

み

ま

し

た

。

た

し

か

に

、

き

の

う

の 

す

ぎ

の 

木

が

、 

立

っ

て

い

る

の

で

す

。 

「

だ

れ

が 

う

ご

か

し

た

ん

だ

ろ

う

。

ふ

し

ぎ

な 

こ

と

も 
 

あ

る

な

あ

。

」 

し

ば

ら

く 

考

え

こ

ん

で 
し

ま

い

ま

し

た

。 

「

で

も 

こ

れ

で 

こ

ろ

ぶ

人

は 

い

な

く

な

る

だ

ろ

う

。 

よ

か

っ

た

、

よ

か

っ

た

。

」 

 

て

ん

ぐ

は

、

す

ぎ

の 

木

を 

見

る

と

、

あ

ん

し

ん

し

て

、

ま

た 
 

い

つ

も

の

よ

う

に 

太

い 

え

だ

に 

す

わ

っ

て

、

山

に 

の

ぼ

っ

て 
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く

る 

人

を 

見

て

い

ま

し

た

。 

 

山

に 

の

ぼ

っ

て 

く

る 

人

は

、

そ

れ

い

ら

い

、

こ

ろ

ば

ず

に 
 

の

ぼ

っ

て 

い

き

ま

し

た

。 

  

さ

て

、

長

く 

太

い 

ね

っ

こ

を 

た

ま

の

よ

う

に 

丸

く

し

た 
 

す

ぎ

の 
木

。

き

っ

と

、

て

ん

ぐ

の 

よ

う

す

を 

見

て 
 

丸

く 

し

よ

う

と 

思お
も

っ

た

の

か

も 

し

れ

ま

せ

ん

。 
 

 
 

 

（

齋

藤 

賢

二 

作

） 
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あ

い

さ

つ

通ど
お

り

（

国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

市し

） 

 

「

お

は

よ

う 

ご

ざ

い

ま

す

！

」 

と

し

く

ん

が

、

学が
っ

校こ
う

へ 

行い

く

と

き 

通と
お

る 

道み
ち

は

、

い

ろ

い

ろ

な 

人ひ
と

が 
あ

い

さ

つ

を 

し

な

が

ら 

通

っ

て 

い

ま

す

。 

と

し

く

ん

も

、 

と

も

だ

ち

と 

あ

い

さ

つ

を 

し

な

が

ら 
 

い

っ

し

ょ

に 
学

校

へ 

行

き

ま

す

。 

「

お

は

よ

う

！

」 

「

お

は

よ

う

！

」 

 

か

ど

を 

ま

が

り

、

学

校

が 

見み

え

て 

く

る 

と

こ

ろ

ま

で 
 

来く

る

と

、

い

つ

も

の 

お

じ

さ

ん

が 

立た

っ

て 

い

ま

す

。 

（

あ

の 

お

じ

さ

ん

、

こ

の

前ま
え 

校こ
う

長ち
ょ
う

先せ
ん

生せ
い

が 

朝ち
ょ
う

会か
い

の 

と

き

に 
 

お

話は
な
し 

し

て

く

れ

た

、

ち

い

き

を 
み

ま

も

っ

て 

く

れ

て

い

る 

人

だ

け

ど

、

こ

わ

そ

う

な 

顔か
お

を 

し

て

い

る

か

ら 
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に

が

て

だ

な

あ

。
） 

と

、

思お
も

い

な

が

ら

、

そ

こ

だ

け

は

、

い

つ

も 

走は
し

っ

て 

通

り 

す

ぎ

て 

い

ま

し

た

。 

 
あ

る

日

の 

朝あ
さ

、

先

生

が 

教き
ょ
う

室し
つ

で 

こ

ん

な 

話は
な
し

を 
 

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

「

ね

え

、

み

ん

な 

知し

っ

て 

い

ま

す

か

？ 

み

ん

な

が 
す

ん

で

い

る 

国こ

く

分ぶ

ん

寺じ

市し

に

は

、 

『

あ

い

さ

つ

通ど
お

り

』

と

い

う 

か

ん

ば

ん

が

、

か

か

っ

て

い

る 
 

通

り

が 

あ

る

ん

で

す

よ

。
」 

「

あ

！ 

そ

れ 

見

た

こ

と 
あ

る

よ

。
」 

と

、

だ

れ

か

が 

言い

い

ま

し

た

。 

そ

う

い

え

ば

、

学

校

に 

来く

る 

と

ち

ゅ

う

で 

見

た

こ

と

が 
 

あ

り

ま

す

。 
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「

そ

う

で

す

ね

。
『

こ

こ

を 

通

る 

人

は 

み

ん

な

で 
 

あ

い

さ

つ

を 

か

わ

し

ま

し

ょ

う

』 

で

す

っ

て

。

な

ん

だ

か 
 

と

て

も 

す

て

き

だ

と 

思

わ

な

い

？

」 
と

、

に

こ

に

こ

し

な

が

ら 

話

を

し

て 

く

れ

ま

し

た

。 
と

し

く

ん

は

、

先

生

の 

話

を 

聞き

き

な

が

ら 

（

先

生

は

『

す

て

き

だ

ね

。
』

と

、

言い

っ

て 

い

た

け

れ

ど

、

何な
に

が 
 

す

て

き 
な

ん

だ

ろ

う

。
） 

と

、

思

い

な

が

ら

、

朝

、

学

校

へ 

来

る 

と

ち

ゅ

う

で 

あ

う 
 

お

じ

さ

ん

の 

こ

と

を 

思

い

出

し

て 

い

ま

し

た

。 

 

つ

ぎ

の 

日

の 

朝

、

や

っ

ぱ

り 

あ

の

か

ど

を 

ま

が

っ

た 

と

こ

ろ

に

は

、

い

つ

も

の 

お

じ

さ

ん

が 

立

っ

て 

い

ま

す

。 

と

し

く

ん

は

、

先

生

が 

き

の

う 

話

し

て 

く

れ

た 

こ

と

を 
 

思

い

出

し

ま

し

た

。 

（

こ

こ

は 

『

あ

い

さ

つ

通ど
お

り

』

だ

も

ん

。

が

ん

ば

っ

て 
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あ

い

さ

つ

し

よ

う

。
） 

「

お

は

よ

う 

ご

ざ

い

ま

す

。
」 

と

、

大

き

な 

声こ
え

で 

あ

い

さ

つ

を 

し

ま

し

た

。 

す

る

と

、

お

じ

さ

ん

は 

に

こ

に

こ 

わ

ら

い

な

が

ら

、 

「

お

は

よ

う

！ 

元げ
ん

気き

だ

ね

。 

べ

ん

き

ょ

う 

が

ん

ば

っ

て

ね

。
」 

と

、

や

さ

し

い 

こ

と

ば

が 

か

え

っ

て 

き

ま

し

た

。 

と

し

く

ん

は

、

な

ん

だ

か 

む

ね

の 

お

く

が 

と

て

も 
 

す

っ

き

り 

し

ま

し

た

。 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

大

野 

寿

久 

作

） 
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よ

う

こ

そ 

は

な

子こ

さ

ん

（

武

蔵

む

さ

し

野の

市し

） 

 
 井い

の

頭か
し
ら

自し

然ぜ
ん

文ぶ
ん

化か

園え
ん

に

、

ア

ジ

ア

ぞ

う

の 

は

な

子こ

が 

い

ま

す

。 
は

な

子

は

、

タ

イ

の

国く
に

で 

生う

ま

れ

て

、

七な
な

さ

い

ま

で 
 

上う

え

野の

動ど

う

物ぶ

つ

園え

ん

で 

す

ご

し

ま

し

た

。 

そ

の

あ

と

、

こ

こ

へ 

や

っ

て 

き

て

、

五ご

十じ
ゅ
う

年ね
ん

が 

た

ち

ま

し

た

。

ず

い

ぶ

ん 
年と

し

を 

と

り

ま

し

た

が

、

今い
ま

で

も 

元げ
ん

気き

で

す

。 

き

ょ

う

も 
し

ず

か

な 

朝あ
さ

で

す

。 

「

は

な

子

や

、

お

は

よ

う

。

さ

あ

、

朝

ご

は

ん

だ

よ

。
」 

し

い

く

が

か

り

の 
お

じ

さ

ん

が

、

や

さ

し

く 

声こ
え

を 
 

か

け

ま

し

た

。

は

な

子

は

、

長な
が

い 

は

な

と 

ひ

ら

ひ

ら

し

た 

耳み
み

を 

ゆ

っ

た

り

と 

う

ご

か

し

て

、

え

さ

を 

食た

べ

て 

い

ま

す

。 

お

い

し

そ

う

に 

食

べ

る 

よ

う

す

は

、

む

か

し

と 

少す
こ

し

も 
 

か

わ

り

ま

せ

ん

。 

 

し

い

く

が

か

り

の 

お

じ

さ

ん

は

、

は

な

子

の 

小ち
い

さ

か

っ

た 
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こ

ろ

の 

こ

と

を 

思お
も

い

だ

し

て 

い

ま

し

た

。 

は

な

子

が

、

動ど
う

物ぶ
つ

園え
ん

の 

ふ

か

い 

み

ぞ

に 

お

ち

て 

し

ま

っ

た 

と

き

の 

こ

と

で

す

。 
「

お

じ

さ

ん

、

た

す

け

て

。

い

た

い

よ

。

早

く

、

こ

こ

か

ら 
ひ

き

あ

げ

て

。
」 

と

い

う

よ

う

に

、

は

な

子

は

、

大お
お

き

な 

声

で 

な

い

て 

い

ま

す

。

お

じ

さ

ん

は

、

大

い

そ

ぎ

で

、

か

か

り

の

 

人ひ
と

た

ち

を

 

よ

ん

で 
 

き

ま

し

た

。 

「

は

な

子

、

今い
ま

、

た

す

け

る

か

ら

な

。
」 

お

じ

さ

ん

た

ち

は 
力ち

か
ら

を 

あ

わ

せ

て

、

お

も

い 

お

も

い 
 

は

な

子

を 

た

す

け

あ

げ

ま

し

た

。 

「

よ

か

っ

た

、

よ

か

っ

た

。
」 

お

じ

さ

ん

は

、

は

な

子

の 

は

な

を 

な

で

て 

や

り

ま

し

た

。 

は

な

子

が 

お

と

な

に 

な

っ

て

き

た 
こ

ろ

に

、

こ

ん

な

こ

と

も 

あ

り

ま

し

た

。 
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は

な

子

の 

元げ
ん

気き

が 

な

く

な

り

、

ど

ん

ど

ん 

や

せ

て 
 

い

く

の

で

す

。

お

じ

さ

ん

は 

し

ん

ぱ

い

し

て

、

は

な

子

の 
 

大

き

な 

体か
ら
だ

を

い

ろ

い

ろ 

し

ら

べ

て 

み

ま

し

た

。

す

る

と

、 
今

ま

で 

四よ
ん

本ほ
ん

あ

っ

た 

は

が

、

一い
っ

本ぽ
ん

し

か 

の

こ

っ

て 
 

い

ま

せ

ん

で

し

た

。 

は

な

子

は

、

か

な

し

そ

う

に 

お

じ

さ

ん

の 

顔か
お

を 

見み

つ

め

て 
 

い

ま

す

。

お

じ

さ

ん

は

、

は

な

子

を 

元

気

に 

す

る

た

め

に

、 

い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い 

考か
ん
が

え

ま

し

た

。 

「

そ

う

だ

、

こ

う

し

て

み

よ

う

。
」 

お

じ

さ

ん

は

、

り

ん

ご

と 

に

ん

じ

ん

と 

さ

つ

ま

い

も

と 
 

バ

ナ

ナ

を

、

き

か

い

で 

こ

ま

か

く 

く

だ

き

ま

し

た

。

そ

れ

に

、 

ほ

ね

が 

強つ
よ

く

な

る 

え

さ

を 
ま

ぜ

て 

み

ま

し

た

。 

す

る

と

、

は

な

子

は

、

そ

の 
え

さ

を 

あ

っ

と 

い

う

ま

に

、 

ぜ

ん

ぶ 

食た

べ

て 

し

ま

い

ま

し

た

。 

お

じ

さ

ん

は

、

そ

れ

か

ら

も 

ず

っ

と 
ず

っ

と 

は

な

子

が 
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食

べ

や

す

い 

え

さ

を 

つ

く

っ

て 

い

る

の

で

す

。 

お

じ

さ

ん

の 

お

か

げ

で

、

は

な

子

の 

た

い

じ

ゅ

う

も 

少す
こ

し

ず

つ 

ふ

え

て

、

す

っ

か

り 

元

気

に 

な

り

ま

し

た

。 

は

な

子

は

、

け

さ

も 

お

い

し

そ

う

に 

え

さ

を 

食

べ

て

い

ま

す

。 

「

き

ょ

う

は

、

は

な

子

の 

た

ん

じ

ょ

う

パ

ー

テ

ィ

ー

だ

よ

。 

お

ぼ

え

て 

い

る

か

い

、

お

ま

え

が 

こ

こ

に

来き

た 

と

き

の 

お

い

わ

い

の 

歌う
た

を

。
」 

お

じ

さ

ん

は

、

小

さ

な 

声

で 

歌

い

ま

し

た

。 

「

よ

う

こ

そ 

ご

き

げ

ん 

は

な

子

さ

ん 

大

き

な 

体か
ら
だ

に 

か

わ

い

い

目め 

や

さ

し

い 

と

も

だ

ち 
に

ん

き

も

の 

む

か

え

て 

う

れ

し

い 

ぶ

ん

か

え

ん

」 

は

な

子

は

、

耳

を 

大

き

く 
広ひ

ろ

げ

て

、

お

じ

さ

ん

の 

歌

を 
 

じ

っ

と 

聞き

い

て 

い

ま

し

た

。 

（

北

村 

博 

作

） 
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う

え

の

先せ
ん

生せ
い

と 

ハ

チ

（

渋し

ぶ

谷や

区く

） 

  

む

か

し

、

し

ぶ

や

の

町ま
ち

に 

う

え

の

先せ
ん

生せ
い

と

い

う 

大だ
い

学が
く

の 
 

先

生

が

、

く

ら

し

て 

い

ま

し

た

。 

 

あ

る

日ひ

、

一い
っ

ぴ

き

の 

子こ

犬い
ぬ

が

、

う

え

の

先

生

の 

家い
え

に 
 

も

ら

わ

れ

て 

き

ま

し

た

。

お

く

さ

ま

が

、

そ

の 

子

犬

に

「

ハ

チ

」

と

い

う 

名な

前ま
え

を 

つ

け

ま

し

た

。 
 

「

ハ

チ

、

い

い

名

前

を 

も

ら

っ

た

ね

。
」 

先

生

は

、

そ

う 
言い

い

な

が

ら

、

お

母か
あ

さ

ん

犬い
ぬ

と 

わ

か

れ

て

、 

も

ら

わ

れ

て 

き

た

ば

か

り

の 

ハ

チ

の 

頭あ
た
ま

を 

な

で

ま

し

た

。 

そ

し

て

、

や

わ

ら

か

な 

も

う

ふ

で 

や

さ

し

く 

く

る

ん

で 

や

り

ま

し

た

。 
 

  

ハ

チ

は

、

よ

く 

お

な

か

を 

こ

わ

し

ま

し

た

。

先

生

は

、 

そ

ん

な 

ハ

チ

に 

く

す

り

を 

の

ま

せ

て

、

し

ば

ら

く

の

間あ
い
だ

、 
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自じ

分ぶ
ん

の 

 

ベ

ッ

ド

で 

ね

か

せ

ま

し

た

。

先

生

に 

お

な

か

を 
 

さ

す

っ

て 

も

ら

い

な

が

ら

、

ハ

チ

は 

先

生

の 

よ

こ

で 
 

す

や

す

や

と 

ね

む

り

ま

し

た

。

く

す

り

が 

に

が

い

の

か

、 
ほ

か

の

人ひ
と

が 

の

ま

せ

る

と

、

ハ

チ

は 

と

て

も 

い

や

が

っ

た

の

に

、 

先

生

だ

と 

い

い

子こ

に

な

っ

て 

の

み

ま

し

た

。 

 

先

生

は

、

し

ご

と

で 

長な
が

く 

家い
え

に 

帰か
え

っ

て 

こ

ら

れ

な

い 
 

と

き

が 

あ

り

ま

し

た

。

そ

ん

な

と

き

は

、

家

の

人

に 

ハ

チ

の 
 

こ

と

を 

日に
っ

記き

に 

つ

け

て

お

い

て 

も

ら

い

ま

し

た

。 

ひ

さ

し

ぶ

り

に

、

家

に 

も

ど

る

と

、

そ

の 

日

記

を 

読よ

む

の

を 

楽た
の

し

み

に 

し

て

い

ま

し

た

。

ハ

チ

も 

先

生

の 

と

な

り

で 

い

っ

し

ょ

に 

じ

っ

と 

聞き

き

ま

し

た

。

先

生

は

、 
 

「

そ

ん

な

こ

と

が 

あ

っ

た

の

か

い

。
」 

と

、

に

こ

に

こ

と 

ハ

チ

の 

せ

な

か

を 

な

で

ま

し

た

。 

 

そ

れ

は

、

ひ

さ

し

ぶ

り

に 

あ

っ

た

、

先

生

と 

ハ

チ

の 
 

し

あ

わ

せ

な 

時じ

間か
ん

で

し

た

。 
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そ

の

こ

ろ

の 

し

ぶ

や

に

は

、

へ

い

た

い

さ

ん

が 

て

っ

ぽ

う

の 

れ

ん

し

ゅ

う

を 

す

る

と

こ

ろ

が 

あ

り

ま

し

た

。

ハ

チ

は

、 

さ

ん

ぽ

に 

出で

か

け

た

と

き

、

て

っ

ぽ

う

の 

音お
と

が 

と

て

も 
 

こ

わ

く

て

、

い

つ

も 

び

く

び

く 

し

た

も

の

で

し

た

。 

 

ハ

チ

は

、

か

み

な

り

の 

音

も

、

花は
な

火び

の 

音

も 
 

こ

わ

が

り

ま

し

た

。

先

生

は

、

そ

ん

な 

ハ

チ

を 

ひ

ざ

の 

上

に 
 

の

せ

て

、 

「

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

だ

よ

。
」 

と

、

せ

な

か

を 
 

さ

す

っ

て 

あ

げ

ま

し

た

。 

 

さ

む

い 

冬ふ
ゆ

の 

ま

よ

な

か

、

お

し

っ

こ

に 

い

き

た

く

な

っ

た 

ハ

チ

が

、

と

び

ら

を 

か

た

か

た 

な

ら

し

ま

す

。

そ

の

音

に 
 

気き

が

つ

い

て

、

お

き

て 

く

れ

る

の

も

、

い

つ

も 

先

生

で

し

た

。 

  

や

が

て

、

ハ

チ

は 

大お
お

き

く

な

り

、

先

生

が 

出

か

け

る 

と

き

は

、 
 

し

ぶ

や

の 

駅え
き

ま

で 

お

見

お

く

り

に 
い

く

よ

う

に 

な

り

ま

し

た

。 
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先

生

が 

帰か
え

っ

て

く

る 

夕ゆ
う

方が
た

に 

な

る

と

、

ま

た

、

し

ぶ

や

の 

駅

ま

で 

お

む

か

え

に 

い

き

ま

し

た

。 

 

雨あ
め

の

日

は

、

ず

い

ぶ

ん 

ぬ

れ

ま

し

た

。

風か
ぜ

の

日

に

は

、 
 

す

な

ぼ

こ

り

が

、

目め

に 

入

り

ま

し

た

。

そ

れ

で

も

、

先

生

を 
 

見

つ

け

る

と

、

し

っ

ぽ

を 

ふ

っ

て 

と

び

つ

き

ま

し

た

。

先

生

の 
 

よ

う

ふ

く

は

、

ど

ろ

だ

ら

け

に 

な

っ

て 

し

ま

う

の

で

す

が

、 

先

生

は 

に

こ

に

こ

と 

ハ

チ

の 

頭
あ
た
ま

を 

な

で

ま

し

た

。 

  

し

か

し

、

し

あ

わ

せ

の 

日

は

、

長な
が

く

は 

つ

づ

き

ま

せ

ん

で

し

た

。 

先

生

は

、

と

つ

ぜ

ん

、

な

く

な

っ

て 

し

ま

っ

た

の

で

す

。

き

ゅ

う

に 

あ

え

な

く

な

っ

た 

先

生

。

ハ

チ

は 

先

生

の 

に

お

い

の

す

る 

シ

ャ

ツ

か

ら 

は

な

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。 

 

そ

れ

か

ら

も

、

ハ

チ

は 

い

つ

も

の 

時じ

間か
ん

に

な

る

と

、

し

ぶ

や

の 

駅

ま

で

い

き

、

先

生

の 

帰

り

を 

ま

ち

ま

し

た

。

何な
ん

時

間

も

、 

何

時

間

も 

ま

ち

ま

し

た

。 
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こ

う

し

て

、

毎ま
い

日に
ち

、

で

ん

車し
ゃ

の 

音

が 

す

る

た

び

に

、

耳

を 
 

ぴ

ん

と 

立た

て

て

は 

先

生

の

す

が

た

を 

さ

が

し

、

帰

り

を 
 

ま

ち

つ

づ

け

た

の

で

し

た

。 

  

い

つ

の

ま

に

か

、

十じ
ゅ
う

年ね
ん

い

じ

ょ

う

が 

す

ぎ

ま

し

た

。

ハ

チ

は

、 
 

と

し

を 
と

り

ま

し

た

。

そ

れ

で

も

、

よ

ぼ

よ

ぼ

と 

駅

に 

む

か

う

ハ

チ

の 

す

が

た

が 

あ

り

ま

し

た

。 

 

あ

る

日

、

ハ

チ

は 

近ち
か

く

を

な

が

れ

る 

し

ぶ

や

川が
わ

の 

は

し

の 

た

も

と

に 

や

っ

て

き

ま

し

た

。

ハ

チ

に

は

、

も

う 

歩あ
る

く

力ち
か
ら

は 
 

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

そ

こ

へ 

す

わ

り

、

そ

っ

と 

目

を 
 

と

じ

ま

し

た

。

や

が

て

、

ハ

チ

の 

い

の

ち

は

、

し

ず

か

に 

天て
ん

に 

の

ぼ

っ

て 

い

き

ま

し

た

。

う

え

の

先

生

の 

ま

つ 

天

へ

、

高た
か

く 

高

く 

の

ぼ

っ

て 

い

き

ま

し

た

。 

  

先

生

の 

帰

り

を

、

さ

い

ご

の

日

ま

で 
ま

ち

つ

づ

け

た 

ハ

チ

。



 - 21 -

か

ぞ

く

は 

ハ

チ

の 

お

は

か

を

、

う

え

の

先

生

の 

お

は

か

の 
 

と

な

り

に 

つ

く

っ

て 

あ

げ

ま

し

た

。 

 

そ

れ

か

ら 

何な
ん

十じ
ゅ
う

年ね
ん

も 

た

ち

ま

し

た

。

ふ

た

り

は

、

今い
ま

も 
 

な

か

よ

く 

な

ら

ん

で

、

し

ず

か

に 

ね

む

っ

て

い

ま

す

。 

 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

） 

（

林 

正

春 

編

「

ハ

チ

公

文

献

集

」

参

考

） 

        



 - 22 -

お

じ

ぞ

う

さ

ま(

豊と

島し

ま

区く)
 

 

わ

た

し

の

お

母か
あ

さ

ん

は

、

か

た

が 

い

た

く

て 

お

い

し

ゃ

さ

ん

に 
か

よ

っ

て 

い

ま

す

。

少す
こ

し

ず

つ 

よ

く

な

っ

て 

き

ま

し

た

が

、 

雨あ
め

の 
日ひ

に 

な

る

と

、

い

た

む

よ

う

で

、

か

た

を 

さ

す

っ

て 

い

ま

す

。 

 

わ

た

し

が 
し

ん

ぱ

い

そ

う

に 

見み

て

い

る

と

、 
 

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が

、 

「

す

が

も

の 

お

じ

ぞ

う

さ

ま

に

、

お

ね

が

い

し

て 

み

よ

う

か

ね

。 

と

げ

ぬ

き

じ

ぞ

う

と 
い

っ

て

ね

、

わ

る

い

と

こ

ろ

を 

な

お

し

て 

く

れ

る

ん

だ

よ

。
」 

と

、

教お
し

え

て 

く

れ

ま

し

た

。 

つ

ぎ

の

日

、

二

人

ふ

た

り

で 

お

ま

い

り

に 

行い

く 

こ

と

に 

し

ま

し

た

。 

す

が

も

の 

駅え
き

を 

出で

て

、

に

ぎ

や

か

な 

お

店み
せ

の 

と

お

り

を 

し

ば

ら

く 

歩あ
る

い

て 

い

く

と

、

お

じ

ぞ

う

さ

ま

の 

あ

る

、

お

寺て
ら

の 
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前ま
え

に 

出

ま

し

た

。 

 

お

寺

の 

入い

り

口ぐ
ち

に

、

大お
お

き

な 

お

か

ま

の

よ

う

な 

も

の

が 

あ

り

ま

し

た

。

白し
ろ

い 

け

む

り

が

、

も

く

も

く

と 

出

て 

い

ま

す

。

お

ま

い

り

に 

来き

た 

人ひ
と

は

、

そ

の 

け

む

り

を 

体か
ら
だ

の 
 

あ

ち

こ

ち

に 

ふ

り

か

け

て 

い

ま

し

た

。 

 

そ

こ

か

ら 

少

し 

は

な

れ

た 

と

こ

ろ

に

、

た

く

さ

ん

の 

人

が 

れ

つ

を 

つ

く

っ

て 

な

ら

ん

で 

い

ま

し

た

。

そ

こ

に

は

、 

何な
に

も

つ

け

て 
い

な

い 

お

じ

ぞ

う

さ

ま

が 

い

て

、

み

ん

な

が 
 

水み
ず

を 

か

け

て

、

タ

オ

ル

で 

ゴ

シ

ゴ

シ

と 

こ

す

っ

て 

い

ま

す

。 

自じ

分ぶ
ん

の 

 

い

た

い 

と

こ

ろ

と 

同お
な

じ 

と

こ

ろ

を 

あ

ら

う

と

、 

な

お

る

の

だ

そ

う

で

す

。 

わ

た

し

た

ち

の 

番ば

ん

に 

な

り

ま

し

た

。 

「

さ

あ

、

い

っ

し

ょ

に 

あ

ら

お

う

。
」 

と

、

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が 

言い

い

ま

し

た

。 

「

お

母

さ

ん

の 

か

た

の 

い

た

み

が 
な

く

な

り

ま

す

よ

う

に

。
」 
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ゴ

シ

ゴ

シ 

ゴ

シ

ゴ

シ

。 

「

あ

っ

、

そ

う

だ

。

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が

、

い

つ

ま

で

も

、

元げ
ん

気き

で 
 

い

ら

れ

ま

す

よ

う

に

。
」 

 
ゴ

シ

ゴ

シ 

ゴ

シ

ゴ

シ

。 

 

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が

、

う

れ

し

そ

う

に 

ほ

ほ

え

ん

で 

い

ま

し

た

。 

 

（

山

本 

純

子 

作

）   
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玉た
ま

川が
わ

上
じ
ょ
う

水す
い

と 

玉た
ま

川が
わ

兄
き
ょ
う

弟だ
い

（
羽は

村む
ら

市し

） 

  

今

か

ら

お

よ

そ

四

百

年

ほ

ど

昔
む
か
し

の

慶け
い

長
ち
ょ
う

八

年

（

一

六

〇

三

年

）

に

、

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

が

、

江え

戸ど

（

今

の

東と
う

京
き
ょ
う

）

に

幕ば
く

府ふ

を

開ひ
ら

き

ま

し

た

。 

 

そ

れ

か

ら

は

、

風

船

が

ふ

く

ら

む

よ

う

に

、

江

戸

の

町

は

ど

ん

ど

ん

大

き

く

な

っ

て

い

き

ま

し

た

。 

 

武ぶ

士し

や

町

人

が

お

お

ぜ

い

住す

む

よ

う

に

な

る

と

、

町

に

大

き

な

問も
ん

題だ
い

が

出

て

き

ま

し

た

。

生

活

に

欠か

か

す

こ

と

の

で

き

な

い

飲の

み

水

が

、

足た

り

な

く

な

っ

て

き

た

の

で

す

。 

「

近

ご

ろ

は

、

お

水

も

買

わ

な

け

れ

ば

い

け

な

く

な

っ

て

き

た

。

で

も

、

お

水

を

 
 
 
 

 
 

玉
たま

川
がわ

上
じょう

水
すい

羽
は

村
むら

四
よつ

谷
や

大
おお

木
き

戸
ど

 

多
た

摩
ま

川
がわ

 

東
とう

京
きょう

湾
わん
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買

う

お

金

な

ど

な

い

よ

。
」 

「

火か

事じ

が

起お

き

て

し

ま

っ

て

も

、

火

を

消け

す

た

め

の

水

が

な

い

ん

だ

。

安あ
ん

心し
ん

し

て

く

ら

す

こ

と

も

で

き

な

い

。
」 

「

飲

み

水

が

な

く

て

は

生

き

て

は

い

け

な

い

。

ど

う

す

れ

ば

い

い

の

だ

ろ

う

か

。
」 

と

、

江

戸

の

町

人

た

ち

は

こ

ま

り

は

て

て

い

た

の

で

す

。 

そ

こ

で

、

長

い

長

い

ほ

り

を

ほ

っ

て

、

多た

摩ま

川が
わ

の

水

を

江

戸

の

町

ま

で

通

す

計け
い

画か
く

が

た

て

ら

れ

ま

し

た

。

江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

が

開

か

れ

て

か

ら

、

お

よ

そ

五

十

年

後

の

こ

と

で

す

。 

 

 

こ

の

ほ

り

づ

く

り

を

計

画

し

た

の

は

、

庄
し
ょ
う

右え

衛も

門ん

・

清せ
い

右え

衛も

門ん

と

い

う

兄
き
ょ
う

弟だ
い

で

す

。

二

人

に

は

、

こ

の

ほ

り

づ

く

り

が

、

た

い

へ

ん

な

工こ
う

事じ

に

な

る

こ

と

は

わ

か

っ

て

い

ま

し

た

。

で

も

、

江

戸

の

人

た

ち

が

こ

ま

っ

て

い

る

こ

と

も

知

っ

て

い

ま

し

た

。 

「

な

ん

と

し

て

で

も

、

こ

の

工

事

を

成せ
い

功こ
う

さ

せ

た

い

。
」 

 

強

い

思

い

を

む

ね

に

、

工

事

を

引

き

受う

け

た

の

で

す

。

そ

し

て

、

羽は

村む
ら

か

ら

四よ
つ
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谷や

大お
お

木き

戸ど

（

今

の

新し
ん

宿
じ
ゅ
く

区く

あ

た

り

）

ま

で

ほ

り

を

ほ

っ

て

水

を

流な
が

し

、

四

谷

大

木

戸

か

ら

は

、

地

下

に

石

や

木

で

つ

く

っ

た

水す
い

道ど
う

管か
ん

を

う

め

て

、

江

戸

の

町

中

へ

水

を

通

す

こ

と

を

考

え

ま

し

た

。 

  

羽

村

か

ら

四

谷

大

木

戸

ま

で

は

、

お

よ

そ

四

十

三

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

あ

り

ま

す

。

こ

の

間

の

高

さ

の

ち

が

い

は

た

っ

た

九

十

二

メ

ー

ト

ル

で

す

。

こ

れ

は

、

百

メ

ー

ト

ル

ほ

る

ご

と

に

、

や

く

二

十

一

セ

ン

チ

ず

つ

低ひ
く

く

し

て

い

く

こ

と

に

な

り

ま

す

。

そ

の

た

め

の

そ

く

り

ょ

う

は

、

よ

ほ

ど

正

か

く

に

や

ら

な

い

と

い

け

ま

せ

ん

。

そ

の

こ

ろ

は

、

き

ち

ん

と

し

た

そ

く

り

ょ

う

を

す

る

こ

と

は

た

い

へ

ん

む

ず

か

し

い

こ

と

で

し

た

。

夜

、

ち

ょ

う

ち

ん

や

せ

ん

こ

う

の

明

か

り

を

利り

用よ

う

し

て

高

さ

や

直

線

を

は

か

っ

た

と

い

う

話

が

残の
こ

っ

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

兄

弟

の

仕し

事ご
と

は

二

度

も

失し
っ

敗ぱ
い

し

た

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。 

一

度

目

は

、

青あ
お

柳や
ぎ

村

（

今

の

国く
に

立た
ち

市し

あ

た

り

）

か

ら

多

摩

川

の

水

を

引

き

入

れ

よ

う

と

し

て

、

ほ

り

を

ほ

っ

た

の

に

、

と

ち

ゅ

う

で

流な
が

れ

が

止

ま

っ

て

し

ま

い

、

先

へ

進す
す

ま

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

と

き

の

こ

と

で

す

。 

二

度

目

は

、

今

度

は

福ふ
っ

生さ

村

（

今

の

福ふ
っ

生さ

市し

あ

た

り

）

か

ら

水

を

引

き

入

れ

る



 - 29 -

計

画

を

立

て

、

や

っ

と

ほ

り

が

で

き

た

の

に

、

水

を

流

し

た

ら

水

が

地

下

に

し

み

こ

ん

で

し

ま

っ

て

、

だ

め

に

な

っ

た

と

い

う

も

の

で

し

た

。 

朝

か

ら

ば

ん

ま

で

休

む

ひ

ま

な

く

重

い

土

を

ほ

り

、

運は
こ

び

続つ
づ

け

た

農の
う

民み
ん

た

ち

。

人

々

は

み

ん

な

が

っ

か

り

し

、

江

戸

の

町

に

と

ど

く

こ

と

な

く

土

の

中

に

し

み

こ

ん

で

は

消

え

て

い

く

水

を

、

た

だ

見

つ

め

る

こ

と

し

か

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。 

そ

し

て

、

玉

川

兄

弟

の

く

や

し

さ

も

人ひ
と

一い
ち

倍ば
い

で

し

た

。

兄

弟

は

、

工

事

の

失

敗

や

、

い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い

工

事

に

参さ
ん

加か

し

て

く

れ

た

農

民

た

ち

の

気き

持も

ち

を

考

え

る

と

、

夜

も

ね

む

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。 

ま

た

、

こ

の

と

き

、

兄

弟

は

幕

府

か

ら

工

事

の

た

め

に

も

ら

っ

た

六

千

両
り
ょ
う

も

使

い

果は

た

し

て

し

ま

っ

て

い

た

の

で

す

。

こ

の

ま

ま

で

は

、

工

事

を

続

け

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

こ

ま

っ

た

兄

弟

は

あ

る

日

、

家か

族ぞ
く

に

自

分

た

ち

の

屋や

し

き

を

売

っ

て

、

工

事

の

た

め

の

お

金

に

し

た

い

と

伝つ
た

え

ま

し

た

。

家

の

人

た

ち

は

お

ど

ろ

き

ま

し

た

。 

「

失

敗

し

た

か

ら

と

言

っ

て

、

な

に

も

自

分

た

ち

の

家

を

売

る

こ

と

は

な

い

。
」 

そ

う

言

う

人

も

い

ま

し

た

。

し

か

し

兄

弟

は

、 

「

失

敗

し

た

か

ら

売

る

の

で

は

な

い

。

ど

う

し

て

も

や

り

と

げ

た

い

こ

と

が

あ

る
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か

ら

売

る

の

で

す

。
」 

と

、

あ

つ

い

思

い

で

話

し

ま

し

た

。 

兄

弟

の

し

ん

け

ん

な

思

い

を

知

り

、

農

民

た

ち

も

ま

た

、

必ひ
っ

死し

に

働
は
た
ら

き

ま

し

た

。 こ

う

し

て

、

家

を

売

っ

た

お

金

を

元

に

、

人

々

の

思

い

を

の

せ

て

工

事

は

も

の

す

ご

い

早

さ

で

進

ん

で

い

っ

た

の

で

す

。 

 

つ

い

に

、

完か
ん

成せ
い

し

た

羽は

村む
ら

の

水

門

か

ら

水

を

流

し

入

れ

る

日

が

や

っ

て

き

ま

し

た

。

村

々

か

ら

は

水

の

通つ
う

か

を

知

ら

せ

る

花

火

が

あ

が

り

ま

す

。 

「

水

は

、

順
じ
ゅ
ん

調
ち
ょ
う

に

流

れ

て

い

ま

す

。
」 

 

早は
や

馬う
ま

が

水

の

流

れ

を

知

ら

せ

て

走

り

ま

す

。

そ

の

た

び

に

、

集あ
つ

ま

っ

た

人

た

ち

は

大

き

な

か

ん

声

を

あ

げ

ま

し

た

。 

「

水

だ

。

水

が

き

た

ぞ

！

」 

だ

れ

か

が

さ

け

ぶ

と

同

時

に

、

ド

ド

ド

ッ

と

、

江

戸

の

町

に

い

き

お

い

よ

く

水

が

流

れ

こ

み

ま

し

た

。 

「

や

っ

た

ぞ

。

水

だ

。
」 

「

あ

り

が

た

い

。

こ

の

日

を

ど

れ

だ

け

待ま

ち

わ

び

て

い

た

か

。
」 
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江

戸

の

人

た

ち

は

な

み

だ

を

流

し

て

喜
よ
ろ
こ

び

ま

し

た

。 

農

民

た

ち

の

目

に

も

、

な

み

だ

が

光

っ

て

い

ま

し

た

。 

 

そ

の

す

が

た

を

見

て

、

玉

川

兄

弟

も

こ

み

あ

げ

る

思

い

に

ふ

る

え

る

手

で

、

た

が

い

の

か

た

を

だ

き

合

っ

た

の

で

す

。 

 

（

後

々 

陽

子 

作

） 

（

羽

村

市

郷

土

博

物

館

資

料

一

部

引

用

） 
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全
校
遠
足
と
カ
ワ
セ
ミ
（
杉す

ぎ

並な
み

区く

） 

 

お

さ

む

は

、

来

週

の

木

曜

日

が

と

て

も

楽

し

み

で

し

た

。

秋

の

全

校

遠

足

が

あ

る

か

ら

で

す

。

場

所

は

、

杉す
ぎ

並な
み

区く

に

あ

る

和わ

田だ

堀ぼ
り

公

園

で

す

。

た

ん

に

ん

の

先

生

か

ら

、

行こ
う

動ど
う

す

る

と

き

の

は

ん

は

、

い

つ

も

活か
つ

動ど
う

し

て

い

る

た

て

わ

り

は

ん

だ

と

聞

い

た

と

き

、

お

さ

む

は

心

の

中

で

、 

（

や

っ

た

ー

、

た

け

し

く

ん

と

い

っ

し

ょ

だ

あ

。
） 

と

、

う

れ

し

く

な

り

ま

し

た

。

今

、

ク

ラ

ス

は

ち

が

う

け

れ

ど

、

よ

う

ち

園

の

こ

ろ

か

ら

の

な

か

よ

し

で

す

。 

（

た

け

し

く

ん

と

何な
に

を

し

て

遊あ
そ

ぼ

う

か

な

。
） 

お

さ

む

は

、

た

け

し

と

楽

し

く

遊

ん

で

い

る

自

分

の

す

が

た

を

頭

に

え

が

き

ま

し

た

。 

 

い

よ

い

よ

今

日

き

ょ

う

は

遠

足

の

日

。

秋

晴

れ

の

気き

持も

ち

の

よ

い

日

で

す

。

六

年

生

の

リ

ー

ダ

ー

小こ

林
ば
や
し

さ

ん

を

先

頭

に

、

善ぜ
ん

福ぷ
く

寺じ

川が
わ

ぞ

い

の

道

を

歩

い

て

公

園

を

目め

指ざ

し

ま

し

た

。

歩

き

な

が

ら

た

け

し

が

、

そ

っ

と

お

さ

む

に

話

し

か

け

て

き

ま

し

た

。 
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「

お

さ

む

く

ん

、

和

田

堀

公

園

の

ひ

み

つ

を

知

っ

て

る

？

」 

「

え

っ

、

何

？

」 

「

和

田

堀

公

園

に

は

大

き

な

池

が

あ

っ

て

、

そ

こ

に

カ

ワ

セ

ミ

が

い

る

ら

し

い

ん

だ

。
」 

「

カ

ワ

セ

ミ

っ

て

…

…

？

」 

「

鳥

さ

。

お

と

な

の

手

の

平ひ
ら

く

ら

い

の

鳥

で

、

と

て

も

き

れ

い

な

色

を

し

て

い

て

、

『

空

飛と

ぶ

宝ほ
う

石せ
き

』

っ

て

言

わ

れ

て

い

る

ん

だ

。

体

の

わ

り

に

く

ち

ば

し

が

長

く

て

、 
 

 

水

の

中

に

飛と

び

こ

ん

で

魚

を

と

る

ん

だ

よ

。
」 

「

へ

ー

っ

、

す

ご

い

ね

。
」 

「

し

か

も

カ

ワ

セ

ミ

は

数

が

少

な

く

な

っ

て

い

て

、

め

っ

た

に

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

ん

だ

。

今

日

は

カ

ワ

セ

ミ

を

見

つ

け

る

ぜ

っ

こ

う

の

チ

ャ

ン

ス

！ 

お

さ

む

く

ん

、

い

っ

し

ょ

に

行

こ

う

よ

。
」 

鳥

の

こ

と

は

あ

ま

り

く

わ

し

く

な

い

お

さ

む

で

し

た

が

、

た

け

し

の

話

に

だ

ん

だ

ん

引

き

こ

ま

れ

て

い

き

ま

し

た

。 

 

よ

う

や

く

公

園

に

と

う

着
ち
ゃ
く

し

ま

し

た

。

木こ

の

葉は

の

色

が

と

て

も

き

れ

い

で

す

。
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ど

ん

ぐ

り

も

た

く

さ

ん

落お

ち

て

い

ま

す

。

走

り

ま

わ

れ

る

よ

う

な

大

き

な

広ひ
ろ

場ば

も

あ

り

ま

す

。

遊

ぶ

前

に

、

六

年

生

の

小こ

林
ば
や
し

さ

ん

か

ら

話

が

あ

り

ま

し

た

。 

「

こ

れ

か

ら

み

ん

な

で

遊

ぶ

時

間

で

す

。

わ

た

し

た

ち

の

は

ん

は

、

大

な

わ

と

お

に

ご

っ

こ

を

や

り

ま

す

。

な

か

よ

く

遊

び

ま

し

ょ

う

。
」 

そ

の

後

、

は

ん

の

た

ん

当

の

先

生

が

、 

「

こ

の

公

園

は

広

い

し

、

は

ぐ

れ

な

い

よ

う

に

し

て

く

だ

さ

い

ね

。

自じ

分ぶ
ん

勝か
っ

手て

な

行

動

を

し

て

は

い

け

ま

せ

ん

よ

。
」 

と

、

遊

ぶ

と

き

の

注
ち
ゅ
う

意い

を

話

さ

れ

ま

し

た

。

お

さ

む

は

さ

っ

き

の

た

け

し

の

話

を

思

い

出

し

、 

（

残ざ
ん

念ね
ん

だ

け

ど

、

池

に

は

行い

け

な

い

な

あ

。

で

も

、

そ

の

分

み

ん

な

で

楽

し

く

遊

ぼ

う

。
） 

と

、

思

い

ま

し

た

。 

 

い

よ

い

よ

遊

ぶ

時

間

で

す

。

大

な

わ

が

始は
じ

ま

り

ま

し

た

。

大

な

わ

の

順
じ
ゅ
ん

番ば
ん

を

待ま

っ

て

い

る

と

き

、

た

け

し

が

お

さ

む

に

耳み
み

打う

ち

し

ま

し

た

。 

「

大

な

わ

の

後あ
と

、

二

人

で

こ

こ

を

ぬ

け

出

し

て

池

を

探さ
が

し

に

い

こ

う

よ

。
」 
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さ

っ

き

の

小

林

さ

ん

と

先

生

の

話

が

頭

を

よ

ぎ

り

ま

し

た

が

、

お

さ

む

は

、 

「

わ

か

っ

た

。
」 

と

、

あ

い

ま

い

に

返へ
ん

事じ

を

し

て

し

ま

い

ま

し

た

。

お

さ

む

に

と

っ

て

楽

し

い

は

ず

の

大

な

わ

の

時

間

が

、

急
き
ゅ
う

に

ゆ

う

う

つ

に

な

り

ま

し

た

。 

 

大

な

わ

が

終お

わ

り

、

お

に

ご

っ

こ

の

始

ま

る

時

間

に

な

り

ま

し

た

。

た

け

し

は

お

さ

む

の

手

を

と

り

、 

「

さ

あ

、

行

こ

う

。
」 

と

、

声

を

か

け

て

き

ま

し

た

。

た

け

し

に

手

を

引

か

れ

、

二

、

三

歩

進す
す

ん

だ

と

こ

ろ

で

お

さ

む

の

足

が

止

ま

り

ま

し

た

。

お

さ

む

は

心

の

も

や

も

や

を

ふ

り

は

ら

う

よ

う

に

、

思

い

切

っ

て

た

け

し

に

言

い

ま

し

た

。 

「

た

け

し

く

ん

、

や

っ

ぱ

り

だ

め

だ

よ

。
」 

「

え

っ

？ 

さ

っ

き

は

行

く

っ

て

言

っ

た

じ

ゃ

な

い

か

。
」 

た

け

し

は

、

お

ど

ろ

い

た

顔

で

言

い

ま

し

た

。 

「

そ

り

ゃ

あ

、

ぼ

く

だ

っ

て

カ

ワ

セ

ミ

は

見

た

い

さ

。

だ

け

ど

…

…

。
」 

ピ

ー

ッ

！ 
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お

に

ご

っ

こ

が

始

ま

る

ふ

え

が

鳴

り

ま

し

た

。

お

さ

む

と

た

け

し

は

、

お

に

に

見

つ

か

ら

な

い

よ

う

に

、

急い
そ

い

で

大

き

な

木

の

か

げ

に

か

く

れ

ま

し

た

。

お

さ

む

と

た

け

し

は

、

木

の

か

げ

で

し

ば

ら

く

だ

ま

っ

た

ま

ま

で

し

た

。

お

さ

む

が

、

お

に

の

位い

置ち

を

た

し

か

め

て

い

た

と

き

、

た

け

し

が

つ

ぶ

や

き

ま

し

た

。 

「

や

っ

ぱ

り

、

や

め

る

よ

。
」 

「

え

っ

？

」 

お

さ

む

が

聞

き

返か
え

し

ま

し

た

。 

「

池

に

行

く

の

を

や

め

る

よ

。

今

日

は

全

校

遠

足

な

ん

だ

か

ら

、

み

ん

な

で

楽

し

く

遊

ば

な

き

ゃ

。

勝か
っ

手て

な

行

動

は

い

け

な

い

よ

ね

。

で

も

ね

、

お

さ

む

く

ん

。

ぼ

く

は

ど

う

し

て

も

カ

ワ

セ

ミ

が

見

た

い

ん

だ

。

だ

か

ら

、

今こ
ん

度ど

、

う

ち

の

お

父と
う

さ

ん

に

お

願ね
が

い

し

て

、

こ

の

公

園

に

連つ

れ

て

き

て

も

ら

う

よ

。

お

さ

む

く

ん

も

い

っ

し

ょ

に

来

よ

う

よ

。
」 

そ

の

と

き

、

お

に

が

木

の

近

く

ま

で

走

っ

て

き

ま

し

た

。 

「

に

げ

ろ

！

」 

た

け

し

の

合あ
い

図ず

で

、

お

さ

む

は

木

の

か

げ

か

ら

飛

び

出

し

、

思

い

き

り

公

園

の

中

を

走

り

出

し

ま

し

た

。

顔

に

あ

た

る

風

、

目

に

飛

び

こ

ん

で

く

る

緑
み
ど
り

が

と

て
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も

気

持

ち

よ

く

感か
ん

じ

ま

し

た

。 

 

（

武

田 
 

淳 

作

） 
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野
鳥
の
す
む
水み

ず

辺べ

（
西に

し

多た

摩ま

郡ぐ
ん

奥お
く

多た

摩ま

町ま
ち

） 

  

山

々

が

間ま

近ぢ
か

に

せ

ま

り

、

目

に

う

つ

る

け

し

き

は

緑
み
ど
り

で

い

っ

ぱ

い

に

な

り

、

川

を

流な
が

れ

る

水

の

音

や

鳥

た

ち

の

さ

え

ず

り

が

聞

こ

え

て

き

ま

し

た

。 

「

お

父と
う

さ

ん

、

あ

の

鳴

き

声

は

何

？

」 

「

あ

れ

は

ね

、

ミ

ソ

サ

ザ

イ

。

ピ

ー

ッ

ピ

ピ

っ

て

鳴

い

て

い

る

だ

ろ

。
」 

 

わ

た

し

は

、

父

と

い

っ

し

ょ

に

夜

明

け

前

に

家

を

出
し
ゅ
っ

発ぱ
つ

し

て

、

多た

摩ま

川が
わ

の

上
じ
ょ
う

流
り
ゅ
う

に

あ

る

鳩は
と

ノの

巣す

渓け
い

谷こ
く

に

や

っ

て

き

ま

し

た

。

初は
じ

め

て

の

魚

つ

り

を

、

父

が

教

え

て

く

れ

る

と

い

う

の

で

す

。 

 

渓け
い

谷こ
く

に

か

か

る

つ

り

橋ば
し

を

わ

た

る

と

、

ひ

ん

や

り

と

し

た

空

気

に

包つ
つ

ま

れ

ま

し

た

。

橋は
し

の

上

か

ら

、

は

る

か

下

の

川

原

か

わ

ら

を

見

下

ろ

す

と

、

水

の

流な
が

れ

は

エ

メ

ラ

ル

ド

の

よ

う

に

か

が

や

い

て

、

川か
わ

底ぞ
こ

の

石

ま

で

は

っ

き

り

見

え

ま

す

。

川か
わ

岸ぎ
し

に

は

、

も

う

す

で

に

つ

り

を

し

て

い

る

人

が

何

人

か

い

ま

し

た

。 

「

気き

持も

ち

が

い

い

ね

、

お

父

さ

ん

。
」 

「

こ

の

辺あ
た

り

は

夏

に

な

る

と

、

ホ

タ

ル

が

飛と

ぶ

ん

だ

よ

。

多

摩

川

も

、

家

の

近

く

だ

と

ご

み

や

あ

わ

が

い

っ

ぱ

い

だ

け

ど

、

上

流

は

き

れ

い

だ

ね

。
」 
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父

も

う

れ

し

そ

う

で

す

。 

わ

た

し

は

、 

（

同

じ

多

摩

川

な

の

に

、

家

の

近

く

と

こ

こ

で

は

な

ぜ

こ

ん

な

に

ち

が

う

の

か

な

。
） 

と

、

思

い

ま

し

た

。 

 

わ

た

し

た

ち

は

川

原

に

お

り

て

、

つ

り

を

す

る

ポ

イ

ン

ト

を

探さ
が

し

ま

し

た

。

父

は

、 

「

浅あ
さ

い

所
と
こ
ろ

だ

と

な

か

な

か

つ

れ

な

い

か

ら

、

ふ

ち

が

あ

る

方

へ

行

こ

う

。
」 

と

言

っ

て

、

草

む

ら

の

中

を

ず

ん

ず

ん

川

上

の

方

へ

進す
す

ん

で

い

き

ま

し

た

。

い

っ

せ

い

に

鳥

や

虫

た

ち

が

飛と

び

立

ち

ま

し

た

。

お

そ

る

お

そ

る

父

の

後う
し

ろ

を

つ

い

て

行

く

と

、

右

の

方

で

ガ

サ

ガ

サ

と

音

が

し

ま

し

た

。 

「

あ

っ

、

お

父

さ

ん

、

あ

そ

こ

あ

そ

こ

。

何

か

い

る

。
」 

 

父

が

草

む

ら

を

か

き

分わ

け

て

み

る

と

、

一

メ

ー

ト

ル

位
ぐ
ら
い

あ

る

、

は

い

色

の

大

き

な

鳥

が

う

ず

く

ま

っ

て

い

ま

し

た

。 

「

ア

オ

サ

ギ

の

よ

う

だ

ね

。
」 

と

き

お

り

大

き

な

羽は
ね

を

バ

タ

バ

タ

さ

せ

、

と

て

も

苦く
る

し

そ

う

で

し

た

。 
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わ

た

し

た

ち

は

そ

っ

と

近

づ

き

ま

し

た

。

よ

く

見

る

と

、

足

に

つ

り

糸

が

か

ら

ま

っ

て

動

け

な

い

よ

う

で

し

た

。 

さ

ら

に

近

づ

く

と

、

ア

オ

サ

ギ

は

、

じ

っ

と

お

と

な

し

く

な

り

ま

し

た

。

父

は

つ

り

道ど
う

具ぐ

箱ば
こ

の

中

か

ら

は

さ

み

を

取と

り

出

し

、

い

く

え

に

も

か

ら

ま

っ

た

つ

り

糸

を

一

本

一

本

、

す

ば

や

く

切

り

始は
じ

め

、

切

っ

た

糸

は

道

具

箱

へ

入

れ

て

い

き

ま

し

た

。

よ

う

や

く

つ

り

糸

を

全ぜ
ん

部ぶ

切

り

終お

え

、

わ

た

し

た

ち

は

ア

オ

サ

ギ

か

ら

少

し

は

な

れ

て

、

じ

っ

と

様よ
う

子す

を

見

て

い

ま

し

た

。

す

る

と

、

ア

オ

サ

ギ

は

起お

き

あ

が

り

、

ゆ

っ

く

り

と

助じ
ょ

走そ
う

し

て

大

空

へ

飛と

び

立

ち

ま

し

た

。 

「

よ

か

っ

た

ね

、

お

父

さ

ん

。
」 

 

空

を

見

上

げ

な

が

ら

、

わ

た

し

は

ほ

っ

と

し

て

言

い

ま

し

た

。

け

れ

ど

も

父

は

、 

「

だ

れ

だ

ろ

う

、

こ

ん

な

所

に

つ

り

糸

を

す

て

た

の

は

。

見

つ

け

る

の

が

早

か

っ

た

か

ら

よ

か

っ

た

け

れ

ど

、

つ

り

糸

が

鳥

の

足

や

く

ち

ば

し

、

つ

ば

さ

に

か

ら

ま

る

と

死し

ん

で

し

ま

う

こ

と

も

あ

る

ん

だ

。
」 

と

、

お

こ

っ

た

よ

う

に

言

い

ま

し

た

。 

 

川

に

そ

っ

て

歩

い

て

い

く

と

、

流

れ

が

少

し

曲ま

が

る

と

こ

ろ

で

、

父

が

つ

り

の

ポ

イ

ン

ト

を

見

つ

け

て

く

れ

ま

し

た

。

え

さ

の

つ

け

方

を

教

わ

っ

て

、

さ

っ

そ

く

、
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つ

り

に

ち

ょ

う

戦せ
ん

し

て

み

ま

し

た

。

わ

く

わ

く

し

て

待ま

っ

て

い

ま

し

た

が

、

い

つ

ま

で

た

っ

て

も

つ

れ

ま

せ

ん

。 

 

そ

の

と

き

、

一

羽わ

の

白

と

黒

の

ま

だ

ら

も

よ

う

の

小

ぶ

り

な

鳥

が

、

も

の

す

ご

い

い

き

お

い

で

川

の

中

へ

頭

か

ら

飛

び

こ

み

、

さ

っ

と

魚

を

と

っ

て

い

き

ま

し

た

。 

「

う

わ

あ

、

や

っ

ぱ

り

鳥

の

方

が

魚

を

と

る

の

は

う

ま

い

ね

。
」 

 

わ

た

し

は

感か
ん

心し
ん

し

て

言

い

ま

し

た

。 

「

ヤ

マ

セ

ミ

だ

よ

。

ひ

さ

し

ぶ

り

に

見

た

。

水み

ず

辺べ

は

鳥

た

ち

に

と

っ

て

食た

べ

物も
の

を

と

っ

た

り

、

水み
ず

浴あ

び

を

し

た

り

と

、

生

き

て

い

く

上

で

と

て

も

大た
い

切せ
つ

な

場ば

所し
ょ

な

ん

だ

よ

。
」 

と

、

父

が

言

い

ま

し

た

。 

 

わ

た

し

は

父

の

言こ
と

葉ば

を

聞

き

、

家

の

近

く

の

多

摩

川

の

様

子

を

思

い

う

か

べ

ま

し

た

。

そ

し

て

、

目

の

前

の

渓け
い

流
り
ゅ
う

、

多

摩

川

を

見

つ

め

な

が

ら

、

自し

然ぜ
ん

や

生

き

物

を

守ま
も

る

こ

と

に

つ

い

て

考

え

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 （

堀

田 

直

樹 

作

） 
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日
曜
日
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
（
あ
き
る
野の

市し

） 

  

ゆ

た

か

な

自し

然ぜ
ん

が

楽

し

め

る

秋あ
き

川か
わ

に

は

、

多

く

の

人

が

集あ
つ

ま

り

、

思

い

思

い

の

休

日

を

す

ご

す

。

な

か

で

も

、

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場
じ
ょ
う

は

、

ぼ

く

の

お

気

に

入

り

の

場ば

所し
ょ

で

も

あ

る

。 

 

こ

の

間

の

日

曜

日

、

ぼ

く

の

家か

族ぞ
く

は

、

友

だ

ち

の

み

き

お

く

ん

の

家

族

と

、

秋

川

で

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

を

し

た

。

天

気

も

よ

く

、

木

々

の

緑
み
ど
り

も

あ

ざ

や

か

だ

っ

た

。 

 
 

ぼ

く

は

、

み

き

お

く

ん

と

川

で

遊あ
そ

ん

だ

。

水

が

す

ん

で

い

て

、

小

さ

な

魚

が

泳お
よ

い

で

い

た

。 

「

お

う

い

、

肉

が

焼や

け

た

ぞ

。

も

ど

っ

て

お

い

で

。
」 

向む

こ

う

で

、

お

父と
う

さ

ん

の

声

が

し

た

。

ぼ

く

た

ち

は

、

う

れ

し

く

な

っ

て

か

け

だ

し

た

。

と

ち

ゅ

う

、

川

原

か

わ

ら

の

ち

ょ

っ

と

お

く

ま

っ

た

所
と
こ
ろ

に

、

ご

み

が

た

く

さ

ん

積つ

ま

れ

て

あ

る

の

が

見

え

た

。 

  

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

は

、

と

て

も

お

い

し

か

っ

た

。 

 
 

ぼ

く

た

ち

は

、

ジ

ュ

ウ

ジ

ュ

ウ

と

音

の

す

る

、

あ

つ

あ

つ

の

料
り
ょ
う

理り

を

、

み

ん
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な

で

わ

い

わ

い

と

食た

べ

た

。

こ

う

し

て

、

楽

し

く

気き

持も

ち

の

よ

い

一

日

を

す

ご

し

た

。 

 

日

が

西

に

か

た

む

い

て

き

た

の

で

、

お

父

さ

ん

た

ち

は

、

帰

り

の

し

た

く

を

始は
じ

め

た

。

ま

わ

り

の

人

た

ち

も

、

そ

れ

ぞ

れ

に

帰

り

じ

た

く

だ

。 

 

ビ

ニ

ー

ル

の

ふ

く

ろ

に

四

つ

も

ご

み

が

で

た

。

そ

の

ご

み

を

、

お

母か
あ

さ

ん

が

、

車

に

ぎ

ゅ

う

ぎ

ゅ

う

お

し

こ

ん

で

い

た

の

で

、 

「

あ

っ

、

ご

み

を

す

て

る

場

所

が

あ

っ

た

よ

。

ぼ

く

と

み

き

お

く

ん

で

、

す

て

て

き

て

あ

げ

る

よ

。
」 

と

、

あ

わ

て

て

声

を

か

け

た

。 

お

母

さ

ん

は

、 

「

あ

ら

、

ご

み

す

て

場

が

あ

る

の

。

と

て

も

助た
す

か

る

わ

。

じ

ゃ

あ

、

お

願ね
が

い

ね

。
」 

と

、

ご

み

の

ふ

く

ろ

を

ぼ

く

た

ち

に

、

わ

た

し

た

。 

 

さ

っ

き

の

所
と
こ
ろ

ま

で

く

る

と

、

何

人

か

の

人

が

、

そ

こ

に

ご

み

を

す

て

て

い

る

と

こ

ろ

だ

っ

た

。 
 

 

ぼ

く

も

、

そ

の

ご

み

の

山

に

向む

か

っ

て

、

ポ

イ

ッ

と

ビ

ニ

ー

ル

ぶ

く

ろ

を

投な

げ
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た

。

そ

の

と

き

、

立

て

札ふ
だ

が

目

に

入

っ

た

。 

     

「

え

っ

？ 
ご

み

は

持

ち

帰

っ

て

く

だ

さ

い

っ

て

書

い

て

あ

る

よ

。
」 

ぼ

く

と

み

き

お

く

ん

は

、

顔

を

見

合

わ

せ

た

。 

「

ど

う

す

る

？

」 

ぼ

く

は

、

ま

ず

い

な

と

思

っ

た

が

、

み

き

お

く

ん

は

、 

「

ほ

か

の

人

も

す

て

て

い

る

ん

だ

か

ら

。
」 

と

言い

う

。

ぼ

く

た

ち

は

少

し

ま

よ

っ

た

が

、

結け
っ

局
き
ょ
く

、

ご

み

を

そ

の

場

に

す

て

た

ま

ま

家

族

の

と

こ

ろ

へ

も

ど

っ

た

。 

 

帰

り

の

車

の

中

で

は

、

楽

し

か

っ

た

話

で

も

り

あ

が

っ

た

が

、

ぼ

く

は

な

ん

と

な

く

、

さ

っ

き

の

立

て

札

の

こ

と

が

ひ

っ

か

か

っ

て

い

た

。 

 

ご

み

を

す

て

な

い

で

！ 
 

 

こ

こ

は 

ご

み

す

て

場

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。 
自

分

た

ち

の

ご

み

は

、

自

分

た

ち

で

持も

ち

帰

っ

て

く

だ

さ

い

。 
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家

に

着つ

き

、

荷に

物も
つ

を

お

ろ

し

て

い

る

と

、

お

母

さ

ん

が

、 

「

あ

あ

！ 

い

や

ね

ぇ

…

…

。
」 

と

、

げ

ん

か

ん

で

大

き

な

声

を

だ

し

た

。 
「

ど

う

し

た

の

。
」 

ぼ

く

は

、

急い
そ

い

で

と

ん

で

い

っ

た

。 

な

ん

と

、

げ

ん

か

ん

に

止

め

て

お

い

た

お

母

さ

ん

の

自じ

転て
ん

車し
ゃ

の

か

ご

に

、

空

き

か

ん

と

お

か

し

の

空

き

ぶ

く

ろ

が

入

っ

て

い

た

の

だ

。 

「

だ

れ

か

が

、

ご

み

ば

こ

の

か

わ

り

に

、

入

れ

て

い

っ

た

ん

だ

わ

。

失し
つ

礼れ
い

し

ち

ゃ

う

。
」 

お

母

さ

ん

は

、

ぶ

つ

ぶ

つ

言

い

な

が

ら

、

そ

の

ご

み

の

始し

末ま
つ

を

し

て

い

た

。 
 

 

ぼ

く

も

、

は

ら

が

た

っ

た

。

で

も

、

お

母

さ

ん

の

自

転

車

の

か

ご

に

入

っ

て

い

た

ご

み

を

見

な

が

ら

、

ぼ

く

は

、

今

日

、

自

分

が

す

て

て

き

た

ご

み

の

こ

と

を

ま

た

思

い

出

し

て

い

た

。 

 

 
 

 
 

 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

）  
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く
じ
ら
祭

ま
つ
り

（
昭あ

き

島し
ま

市し

） 

  

今

日

は

、

ぼ

く

が

楽

し

み

に

し

て

い

た

、

く

じ

ら

祭
ま
つ
り

の

日

。 
く

じ

ら

祭

は

毎

年

八

月

の

第だ
い

一い
ち

土ど

曜よ
う

日び

と

日

曜

日

に

行

わ

れ

る

昭あ
き

島し
ま

市し

の

お

祭ま
つ

り

。 

昭

島

市

に

転て
ん

校こ
う

し

て

き

た

ば

か

り

の

ぼ

く

に

は

、

初は
じ

め

て

の

く

じ

ら

祭

な

ん

だ

。 

友

だ

ち

の

ゆ

う

く

ん

に

、 

「

大

き

な

く

じ

ら

も

パ

レ

ー

ド

す

る

よ

。
」 

っ

て

聞

い

た

か

ら

、

す

ご

く

ワ

ク

ワ

ク

し

て

い

る

ん

だ

よ

。 

そ

れ

か

ら

、

ゆ

う

く

ん

も

野や

球
き
ゅ
う

チ

ー

ム

の

み

ん

な

で

パ

レ

ー

ド

に

参さ
ん

加か

す

る

っ

て

言

っ

て

い

た

か

ら

、

ゆ

う

く

ん

に

会

う

の

も

楽

し

み

。 

 

い

よ

い

よ

パ

レ

ー

ド

が

始は
じ

ま

っ

た

。

た

く

さ

ん

の

人

が

パ

レ

ー

ド

す

る

中

で

、

大

き

な

く

じ

ら

を

ふ

く

ら

ま

せ

た

よ

う

な

風

船

が

い

く

つ

も

あ

ら

わ

れ

た

の

を

見

て

、

び

っ

く

り

し

た

よ

。 
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た

く

さ

ん

の

人

が

見

に

来

て

い

て

、

い

ろ

い

ろ

な

グ

ル

ー

プ

や

チ

ー

ム

の

人

が

参

加

し

て

い

た

。

ゆ

う

く

ん

も

パ

レ

ー

ド

の

ま

ん

中

あ

た

り

で

、 

「

火

の

用よ
う

心じ
ん

。
」 

と

、

か

け

声

を

合

わ

せ

な

が

ら

歩

い

て

い

た

。

と

て

も

暑あ
つ

い

中

、

長

い

長

い

道

を

歩

い

て

い

る

の

に

、

全ぜ
ん

然ぜ
ん

つ

か

れ

た

顔

を

し

な

い

で

、

元

気

い

っ

ぱ

い

に

大

き

な

声

を

出

し

て

い

た

ん

だ

。 

お

ど

り

を

お

ど

っ

た

り

、

お

も

し

ろ

い

か

っ

こ

う

を

し

た

人

が

い

た

り

、

消

ぼ

う

自

動

車

が

何

台

も

登

場

し

た

り

、

す

ご

く

楽

し

か

っ

た

。 

 
 

家

に

帰

っ

て

か

ら

、

ど

う

し

て

「

く

じ

ら

祭

」

っ

て

名

前

に

な

っ

た

の

か

不ふ

思し

議ぎ

に

思

っ

て

、

お

母か
あ

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

調し
ら

べ

て

み

た

。

そ

う

し

た

ら

、 

・

以い

前ぜ
ん

は

「

昭あ
き

島し
ま

市し

民み
ん

祭さ
い

」

と

い

う

名

前

だ

っ

た

こ

と 

・

お

祭

り

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

る

何

年

も

前

に

、

昭

島

市

で

く

じ

ら

の

ほ

ね

が 

発は
っ

見け
ん

さ

れ

て

、

昭

島

市

が

昔
む
か
し

、

海

だ

っ

た

こ

と

が

わ

か

っ

た

こ

と 

・

昭

島

市

で

は

、

マ

ス

コ

ッ

ト

と

し

て

く

じ

ら

と

い

う

言こ
と

葉ば

や

絵

を

い

ろ

い

ろ

な 

と

こ

ろ

で

使つ
か

う

よ

う

に

な

っ

た

こ

と 
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・

市

民

祭

を

親し
た

し

み

を

こ

め

て

、
「

く

じ

ら

祭

」

と

よ

ぶ

よ

う

に

な

っ

た

こ

と 

な

ど

が

わ

か

っ

た

。 

そ

う

い

え

ば

、

駅え
き

前ま
え

に

は

「

く

じ

ら

ロ

ー

ド

」

も

あ

る

し

、
「

く

じ

ら

運

動

公

園

」

や

、

マ

ン

ホ

ー

ル

に

く

じ

ら

の

絵

が

か

か

れ

た

も

の

も

あ

る

。

な

ん

だ

か

、

か

わ

い

く

っ

て

、

い

い

な

ぁ

っ

て

思

っ

た

。 

 

「

く

じ

ら

祭

」

が

、

も

と

は

「

昭

島

市

民

祭

」

っ

て

い

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

た

ぼ

く

は

、

パ

レ

ー

ド

の

こ

と

を

思

い

出

し

て

い

た

。

パ

レ

ー

ド

で

は

、 

「

昭

島

市

を

い

い

町

に

し

よ

う

。
」 

「

子

ど

も

た

ち

を

は

ん

ざ

い

か

ら

守

ろ

う

。
」 

と

よ

び

か

け

な

が

ら

、

み

ん

な

楽

し

そ

う

に

歩

い

て

い

た

。 

「

昭

島

大だ
い

好す

き

。
」 

と

歌う
た

い

な

が

ら

、

お

ど

っ

て

い

る

子

ど

も

た

ち

も

い

た

。 

く

じ

ら

祭

は

、

昭

島

市

民

の

た

め

の

お

祭

り

だ

っ

た

ん

だ

。 ぼ

く

は

、

ゆ

う

く

ん

の

と

び

き

り

元

気

な 

「

火

の

用

心

。
」 
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の

声

の

わ

け

が

わ

か

っ

た

よ

う

に

思

っ

た

。 

 

ま

ど

の

外

を

な

が

め

る

と

、

た

く

さ

ん

の

家

な

み

が

広ひ
ろ

が

っ

て

い

る

。

く

じ

ら

祭

に

出

会

っ

た

こ

と

で

、

ぼ

く

に

は

昨

日

き

の

う

ま

で

と

は

ち

が

っ

た

町

に

見

え

て

く

る

。

町

に

わ

た

る

風

が

、

ぼ

く

の

心

に

も

す

が

す

が

し

く

ふ

き

こ

ん

で

き

た

。 

 

（

後

々 

陽

子 

作

） 
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波は

浮ぶ

の
お
池(

大お
お

島し
ま

町ま
ち)

 

 「
お
う
い
、
船
が
難な

ん

破ぱ

し
て
い
る
ぞ
。
」 

雨
が
横
な
ぐ
り
に
た
た

き
つ
け
、
枝え

だ

を
な
ぎ
た
お
し
た
あ
ら
し
の
一
夜
が
明
け
た

。

波は

浮ぶ

の
お
池
の
み
さ
き
ま
で
様
子
を
見

に
い
っ
た
若わ

か

い
者
が
、
と
ん
で
帰
っ
て

き
た
。 

「
人
が
打う

ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
！
」 

村
人
総そ

う

出で

で
助
け
に
向
か
っ
た
が
、

と
う
と
う
息
を
ふ
き
返
さ
な
か
っ
た
。 

 
 

船
は
、
あ
ら
し
の
中
、
波
浮
の
お
池

に
に
げ
こ
も
う
と
し
た
も
の
の
、
入
り

口
の
岩
場
に
は
ば
ま
れ
、
こ
な
ご
な
に

打う

ち
く
だ
か
れ
た
も
の
ら
し
か
っ
た
。 

た
く
さ
ん
の
積
み
荷
と
と
も
に
流
れ
着
い
た
板
切
れ
に
は
、
三み

吉よ
し

丸ま
る

と
い
う
船
の

名
前
と
船せ

ん

頭ど
う

以
下
十
人
が
乗
り
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た

。 

（
と
て
も
助
か
ら
ぬ
。
） 
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と
、
か
く
ご
を
決
め
た
船
頭
が
、 

（
家
族
に
伝
え
て
ほ
し
い
。
） 

と
、
書
き
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

「
波
浮
の
お
池
が
、
港
に
な
っ
て
い
た
ら
、
助
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
に
…
…
。
」 

そ
の
様
子
を
じ
っ
と
見
て
い
た
平へ

い

六ろ
く

は
、
ぎ
ゅ
う
と
手
を
に
ぎ
り
し
め
た
。 

 

江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

の
じ
ゅ
ん
察さ

つ

官か
ん

（
み
ま
わ
り
）
の
案
内
役
を
務つ

と

め
、
伊い

豆ず

の
島
々
を
ま

わ
っ
て
い
た
平
六
は
、
江
戸
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
あ
の
波
浮
の
お
池
の
様
子
が
頭
か

ら
は
な
れ
な
か
っ
た
。 

（
あ
そ
こ
が
港
に
な
れ
ば
、
お
き
を
通
る
船
の
安
全
も
、
人
々
の
く
ら
し
も
、
今
よ

り
ず
っ
と
よ
く
な
る
…
…
。
港
を
中
心
に
し
て
土
地
を
切
り
拓ひ

ら

け
ば
、
新
し
い
村

も
起
こ
せ
る
だ
ろ
う
…
…
。
） 

平
六
は
、
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
幕
府
に
進し

ん

言げ
ん

し
た
。 

初

め

て

波

浮

の

お

池

を

見

て

以

来

十

年

、

平

六

の

人

が

ら

を

見

こ

ん

だ

多

く

の

人
々
の
あ
と
お
し
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
幕
府
の
許き

ょ

可か

が
お
り
た
の
で
あ
っ
た
。 

寛か
ん

政せ
い

十
二
年
（
一
八
〇
〇
年
）
三
月
、
波
浮
の
お
池
と
海
を
へ
だ
て
て
い
る
岩
を

取
り
除の

ぞ

く
と
い
う
大
工
事
が
始
ま
っ
た
。 
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え
の
長
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
よ
う
な
石
の
み
を
打
ち
こ
ん
で
、
岩
を
け
ず
り
、

小
舟
に
乗
せ
て
、
お
き
に
捨す

て
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
水
の
中
で
の
仕
事

な
の
で
、
工
事
の
人
々
の
苦
労
も
な
み
た
い
て
い
で
は
な
か
っ
た
。 

し
か
し
、
工
事
の
設せ

っ

計け
い

は
実
に
堂
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。
平
六
が
、
許
可
が
お
り

る
の
を
待
っ
て
い
た
十
年
間
、

勉
強
し
つ
く
し
た
あ
と
が
十
分

示
さ
れ
て
い
た

。
そ
の
た
め
、

大
き
な
け
が
人
も
な
く
、
工
事

は
着
々
と
進
ん
で
い
っ
た
。 

「
こ
の
岩
場
を
ど
う
す
る
ん 

 

だ
！
」 

と
、
あ

き
れ
て
い
た
人
々
も
、

い
か
に
も
港
の
口
ら
し
く
な
っ

て
い
く
工
事
に
、
目
を
見
は
っ

た
。 と

こ
ろ
が
、
最
後
ま
で
ど
う

し
て
も
取
り
の
ぞ
け
な
い
大
岩
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
、
船
の
出
入
り
の
中
心
と
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な
る
所
に
、
ど
ん
と
居い

す
わ
っ
て
い
る
。
工
事
の
人
々
は
、
こ
れ
を
『
大お

お

頭
あ
た
ま

』
と
呼よ

ん
で
い
た
。
海
中
の
見
え
な
い
部
分
は
、
た
た
み
八
じ
ょ
う
ほ
ど
も
あ
る
大
き
さ
。

た
と
え
千せ

ん

石ご
く

船ぶ
ね

で
も
、
ぶ
つ
か
っ
た
ら
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
も
の
だ
っ
た
。 

海あ

女ま

や
石い

し

工く

は
、
息
の
続
く
限か

ぎ

り
海
に
も
ぐ
り
、
石
の
み
で
打
っ
て
大
岩
に
い
ど

ん
だ
。
し
か
し
、
あ
ま
り
の
固
さ
に
の
み
が
は
ね
返
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
し
て

も
割わ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
を
増ふ

や
し
た
く
と
も
、
海
上
の
仕
事
場
は
せ
ま
く
、

働
く
人
数
に
限
り
が
あ
る
。
平
六
は
、 

「
う
ー
む
。
」 

と
、
う
で
組
み
を
し
て
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

平
六
は
、
何
日
も
何
日
も
『
大
頭
』
に
登
り
、
手
で
さ
わ
っ
て
考
え
こ
ん
で
い
た
。 

や
が
て
、
き
っ
ぱ
り
、 

「
こ
れ
し
か
な
い
！
」 

と
言
う
と
、
大
岩
を
強
く
た
た
い
た
。 

「
割
れ
な
い
の
な
ら
、
こ
の
ま
ま
お
池
の
真
ん
中
ま
で
運
ん
で
い
っ
て
、
し
ず
め
よ

う
。
」 

ま
ず
、
と
に
か
く
岩い

わ

根ね

を
つ
き
く
ず
す
こ
と
で
あ
る
。
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
、
し

か
し
決
し
て
休
ま
ず
工
事
は
続
い
た
。 
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次
に
、
岩
を
ぐ
る
ぐ
る
太ふ

と

づ
な
で
巻ま

き
、
村
々
か
ら
集
め
た
空か

ら

だ
る
を
う
き
と
し

て
く
く
り
つ
け
た
。 

い
よ
い
よ
、
大
岩
を
動
か
す
日
が
き
た

。
こ
れ
が
失
敗
す
れ
ば
、
今
ま
で
の
苦
労

が
、
水
の
あ
わ
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

う

の

刻こ
く

（

午

前

六

時

）
、

大

き
な

重

い

岩

に

、

総そ
う

力
り
ょ
く

を

あ

げ

て

人

々

が

と

り

つ

い

た
。
腹は

ら

に
ひ
び
く
た
い
こ
に
合
わ
せ
、 

「
よ
い
し
ょ
！ 

よ
い
し
ょ
！
」 

と
、
か
け
声
を
か
け
て
つ
な
を
巻
き
上
げ
る
。
そ
の
か
け
声
や
た
い
こ
の
ひ
び
き
が
、

波は

浮ぶ

の
お
池
の
三
方
の
が
け
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
た
。 

そ
し
て
、
日
の
光
が
海
に
き
ら
め
き
た
つ
た
つ
の
刻こ

く

（
午
前
八
時
）
、 

「
わ
あ
っ
！
」 

池
い
っ
ぱ
い
に
か
ん
声
が
あ
が
っ
て
、
大
岩
が
動
き
出
し
た
。
は
げ
し
く
な
る
た

い
こ
に
合
わ
せ
、
ほ
り
に
ほ
ら
れ
た
海
中
の
岩
根
が
ぐ
ら
つ
き
、
つ
い
に
大
岩
が
す

べ
り
だ
し
た
。
そ
の
ま
ま
、
池
の
真
ん
中
ま
で
引
き
ず
ら
れ
た
大
岩
は
、
つ
な
を
切

ら
れ
る
と
同
時
に
大
う
ず
を
巻
き
起
こ
し
て
、
し
ず
ん
で
い
っ
た
。 

延の

べ
一
万
五
千
人
の
力
に
よ
る
大
工
事
が
、
こ
こ
に
見
事
に
完
成
し
た
。
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
る
平
六
の
目
が
、
朝
日
を
あ
び
て
キ
ラ
リ
と
光
っ
た
。 
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そ
の
の
ち
、
波
浮
の
港
を
中
心
に
、
新
し
い
村
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
。
平
六
は
、

一
家
を
あ
げ
て
波
浮
に
移い

住
じ
ゅ
う

し
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
働
い
た
。 

天て
ん

保ぽ
う

六
年
（
一
八
三
五
年
）
の
記
録
に
よ
る
と
、
伊
豆
大
島
の
波
浮
の
港
村
は
、
戸こ

数す
う

三
十
三
戸
、
男
女
百
四
十
五
人
が
住
み
、
漁
に
は
げ
み
、
畑
作
に
打
ち
こ
み
、
き

き
ん
の
な
い
平
和
な
村
に
な
っ
て
い
る
。 

 

（
平
林 

和
枝 

作
） 

         



 - 56 -

心
に
ふ
く
風
（
千ち

代よ

田だ

区く

） 

 

川
上
先
生
の
と
こ
ろ
に
、
昔

む
か
し

、
受
け
も
っ
た
教
え
子
の
絵え

里り

さ
ん
か
ら
こ
ん
な
手

紙
が
届と

ど

き
ま
し
た

。 

  

先
生
、
お
元
気
で
す
か
。
わ
た
し
は
、
こ
の
春
か
ら
ホ
テ
ル
の
中
の
日
本
料
理
店

で
働
い
て
い
ま
す
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
東
京
の
す
て
き
な
ホ
テ
ル
で
一
流
の
お
も

て
な
し
を
身
に
付
け
、
働
く
こ
と
が
夢
だ
っ
た
の
で
、
毎
日
大
変
で
す
が
、
じ
ゅ
う

実
し
て
い
ま
す

。
東
京
に
は
た
く
さ
ん
の
ホ
テ
ル
が
次
々
に
開
業
し
て
い
ま
す

。
そ

ん
な
中
で
も
す
ば
ら
し
い
ホ
テ
ル
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
、
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す

。 

 

こ
の
間
の
連
休
は
家
族
連
れ
も
多
く
、
大
い
そ
が
し
で
し
た

。
そ
の
中
で
、
考
え

さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

小
学
校
の
高
学
年
ぐ
ら
い
の
男
の
子
と
、
そ
の
両
親
が
お
店
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
お
食
事
中
に
、
こ
の
男
の
子
が
お
茶
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
テ
ー

ブ
ル
か
ら
洋
服
の
方
へ
、
お
茶
が
流
れ
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
の
で
、
わ
た
し
は
、
急
い
で
お
し

ぼ
り
を
お
持
ち
し
ま
し
た
。 

「
大だ

い

丈
じ
ょ
う

夫ぶ

で
す
か
。
」 
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と
、
お
し
ぼ
り
を
差
し
出
す
と
、
男
の
子
と
お
母か

あ

さ
ん
は
だ
ま
っ
て
そ
れ
を
取
り
、

あ
わ
て
て
ふ
き
始
め
ま
し
た
。
わ
た
し
も
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
お
茶
を
ふ
き
ま
し
た
。

男
の
子
と
お
母
さ
ん
は
、
よ
ご
れ
た
お
し
ぼ
り
を
わ
た
し
の
お
ぼ
ん
の
上
に
、
ま
た
、

だ
ま
っ
て
置
き
ま
し
た

。
そ
し
て

再
ふ
た
た

び
、
食
事
を
始
め
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
わ
た
し
は
そ
の
テ
ー
ブ
ル
に
、 

「
ご
飯は

ん

の
お
か
わ
り
は
い
か
が
で
す
か
。
」 

と
、
う
か
が
い
に
い
き
ま
し
た

。
男
の
子
は
、
お
父と

う

さ
ん
と
話
し
た
ま
ま
、
手
に
持
っ

て
い
た

お
茶
わ
ん
を
わ
た
し
の
お
ぼ
ん
の
上
に
だ
ま
っ
て
、
ポ
ン
と
の
せ
ま
し
た
。

心
の
中
に
、
寒
い
北
風
が
ふ
い
た
よ
う
で
し
た

。
で
も
、
そ
ん
な
気
持
ち
を
か
く
し

て
、
笑え

顔が
お

で
サ
ー
ビ
ス
を
続
け
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
す
る
と
、
別
の
テ
ー
ブ
ル
に
、
小
さ
な
女
の
子
と
母
親
が
座す

わ

り
ま
し
た
。 

 

わ
た
し
は
、
同
じ
よ
う
に
笑
顔
で
サ
ー
ビ
ス
を
心
が
け
ま
し
た
。
女
の
子
に
、 

「
お
か
わ
り
は
い
か
が
で
す
か
。
」 

と
、
声
を
か
け
ま
し
た

。
女
の
子
は
、 

「
お
願
い
し
ま
す
。
」 

と
、
わ
た
し
の
目
を
見
な
が
ら
そ
う
言
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
両
手
で
自
分
の
お
茶
わ
ん

を
わ
た
し
の
お
ぼ
ん
の
上
に
の
せ
ま
し
た
。
よ
そ
っ
て
持
っ
て
い
っ
て
差
し
上
げ
る
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と
、
親
子
で
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て
い
た
の
に
、
一い

っ

し
ゅ
ん
、
話
を
や
め
て
、 

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」 

と
、
わ
た
し
の
目
を
見
て
、
に
っ
こ
り
言
う
の
で
す
。
今
度
は
、
心
の
中
を
あ
た
た

か
な
南
風
が
ふ
き
ま
し
た
。 

 

ホ
テ
ル
は
、
サ
ー
ビ
ス

業
ぎ
ょ
う

で
す

。
お
客
様
に
失
礼
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
お
客

様
が
気
持
ち
よ
く
過す

ご
せ
る
よ
う
に
…
…
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
仕
事
で
す

。
そ
ん
な

仕
事
を
し
な
が
ら
、
わ
た
し
の
心
の
中
に
は
、
北
風
が
ふ
い
た
り
、
南
風
が
ふ
い
た

り
す
る
の
で
す

。 

 

そ
の
と
き
だ
け
し
か
会
う
こ
と
の
な
い
人
た
ち
。
知
り
合
い
で
も
な
い
ホ
テ
ル

従
じ
ゅ
う

業
ぎ
ょ
う

員い
ん

の
わ
た
し
に
北
風
を
送
る
人
。
南
風
を
送
る
人
…
…
。
そ
の
ち
が
い
に
つ
い
て

考
え
て
し
ま
い
ま
し
た

。 

 

先
生
、
ま
た
、
お
手
紙
を
書
き
ま
す

。
わ
た
し
、
が
ん
ば
り
ま
す
。
先
生
も
お
元

気
で
。 

 
 

手
紙
を
読
み
終
え
て
、
川
上
先
生
も
、
絵
里
さ
ん
の
心
の
中
に
ふ
い
た
風
に
つ
い

て
考
え
始
め
て
い
ま
し
た
。 
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（
橋
本 

ひ
ろ
み 

作
） 
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半は
ん

助す
け

の
投と

あ
み
（
調

ち
ょ
う

布ふ

市し

） 

 

調
ち
ょ
う

布ふ

市し

の
南
側が

わ

を
流
れ
て
い
る
多た

摩ま

川が
わ

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
魚
が
生せ

い

息そ
く

し
て
い
ま

す
。
休
み
の
日
に
は
、
多
摩
川
で
つ
り
を
楽
し

む
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

今
か
ら
、
百
年
ほ
ど
昔
の
話
で
す
。 

多
摩
川
の
水
は
、
今
と
比
べ
る
と
と
て
も
き
れ
い
で
し
た
。
ま
た
、
多
摩
川
に
は
、

ス
ナ
ヤ
ツ
メ
、
ウ
ナ
ギ
、
ア
ユ
、
ウ
グ
イ
、
オ
イ
カ
ワ
な
ど
、
た
い
へ
ん
多
く
の
種

類
の
魚
が
す
ん
で
い
ま
し
た
。
調
布
に
は
、
農
作
の
か
た
わ
ら

川
魚
を
と
っ
て
生
活

を
し
て
い
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。 

上か
み

布ふ

田だ

宿
じ
ゅ
く

（
今
の
調
布
駅
の
あ
た
り
）
に
、
万ま

ん

七し
ち

と
い
う

漁
り
ょ
う

師し

が
住
ん
で
い
ま
し

た
。
お
さ
な
い
こ
ろ
か
ら
多
摩
川
で
父
の
手
伝
い
で
漁
を
し
て
い
た
万
七
は
、
上
布

田
宿
で
も
一
、
二
を
争
う
投と

あ
み
打う

ち
の
名
人
に
な
り
ま
し
た
。
ア
ユ
漁
の
時
期
に

は
、
だ
れ
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
ア
ユ
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。 

ア
ユ
は
、
初
夏
の
こ
ろ
か
ら
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
初
め
の
う
ち
は
、
一
日
中
、

簡か
ん

単た
ん

に

ア

ユ

を

と

る

こ

と

が

で

き

ま

す

が

、

一

か

月

も

た

つ

と

ア

ユ

も

り

こ

う

に

な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
れ
な
く
な
り
ま
す
。 
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そ
こ
で
、
布ふ

田だ

あ
た
り
の
漁
師
た
ち
は
、
日ひ

暮ぐ

れ
の
こ
ろ
か
ら
五
、
六
人
組
で
多

摩
川
に
出
か
け
て
い
き
、
川
下
か
ら
川
上
に
か
け
て
一
番
、
二
番
、
三
番
と
投
あ
み

を
打
ち
ま
し
た

。
そ
し
て
、
打
ち
終
わ
れ
ば
川
上
に

あ
が
る
と
い
う
漁
を
く
り
返
し
て
い
た
の
で
し
た
。 

深
さ
二
十
か
ら
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

を
た
な
と
よ
ん
で
い
ま
し
た
が
、
た
な
で
あ
み
打
ち

場

と

し

て

使

わ

れ

て

い

た

と

こ

ろ

が

狛こ
ま

江え

境
さ
か
い

か

ら

飛と
び

田た

給
き
ゅ
う

ま
で
の
間
に
十
か
所
も
あ
り
ま
し
た
。
漁
師

た
ち
は
、
七
時
か
ら
九
時
ま
で
の
間
に
十
回
も
あ
み

を
打
っ
て
い
ま
し
た
。 

万
七
の
仲
間
に
半は

ん

助す
け

と
い
う
漁
師
が
い
ま
し
た
。

生
ま
れ
つ
き
体
が
弱
か
っ
た
半
助
は
、
あ
み
を
打
つ

こ
と
が
得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

。
う
ま
く
打

つ
に
は
、
で
き
る
だ
け
遠
く
に
あ
み
を
投
げ
、
し
か

も
あ
み
が
丸
く
広
が
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

し
か
し
、
半
助
が
打
つ
と
あ
み
が
な
か
な
か
広
が
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ら
ず
、
ま
と
ま
っ
て
水
の
中
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
し
た
。
た
ま
た
ま
広
が
っ
て
も

ア
ユ
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た

。 

今
日
も
や
み
の
中
で
、
万
七
た
ち
が
ア
ユ
漁
を
し
て
い
ま
す
。 

万
七
は
、
あ
み
を
た
ぐ
り
な
が
ら
言
い
ま
し
た

。 
「
重
い
ぞ
、
重
い
ぞ
。
大
漁
だ

。
今
年
の
ア
ユ

は
よ
く
身
が
し
ま
っ
て
う
ま
そ
う
だ
。
」 

た
ぐ
り
寄よ

せ
る
に
つ
れ
て
、
ア
ユ
の
体
は
月
の
光
を
受
け
て
き
ら

き
ら
と
光
り
ま

す
。
し
か
し
、
半
助
の
あ
み
に
は
ま
っ
た
く
ア
ユ
が
か
か
り
ま
せ
ん
。 

「
お
い
、
半
助
。
お
ま
え
は
あ
い
か
わ
ら
ず
あ
み
打
ち
が
下
手

へ

た

だ
な
あ
。
い
っ
た
い

何
年
漁
を
し
て
い
る
ん
だ
。
そ
こ
い
ら
の
子
ど
も
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
魚
を
と
る

ぞ
。
」 

万
七
は
そ
う
言
う
と
、
大
声
で
わ
ら
い
ま
し
た

。
万
七
に
つ
ら
れ
て
ほ
か
の
仲
間

も
わ
ら
い
だ
し
ま
し
た

。 

ど
う
や
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
半
助
は
、
じ
っ
と
下
を
む
い
て
い
る
ば
か
り
で

し
た
。 

万
七
た
ち
は
、
と
れ
た
ア
ユ
を
仲
間
で
同
じ
よ
う
に
分
け
合
っ
て
い
ま
し
た
。
万

七
の
か
つ
や
く
で
、
今
日
も
大
漁
で
す

。 

「
今
日
も
大
漁
だ
。
み
ん
な
も
よ
く
が
ん
ば
っ
た
な
。
半
助
は
別
だ
け
ど
な
。
」 
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万
七
は
、
そ
う
言
う
と
た
く
さ
ん
の
ア
ユ
を
み
ん
な
に
分
け
る
の
で
し
た
。 

「
万
七
さ
ん
、
す
ま
ね
え
な
。
お
い
ら

は
、
い
つ
も
分
け
て
も
ら
う
ば
か
り
で
…
…
。
」 

半
助
が
す
ま
な
そ
う
に
言
う
と
、 

「
そ
う
思
っ
た
ら
、
あ
み
打
ち
の
け
い
こ
を
し
っ
か
り
や
る
こ
と
だ
な

。
」 

万
七
は
、
そ
う
言
い
残
す
と
、
か
ご
を
え
い
っ
と
か
つ
い
で
、
は
な
歌
を
歌
い
な

が
ら
帰
り
ま
し
た
。 

秋
を
む
か
え
て
、
日
が
め
っ
き
り

短
み
じ
か

く
な
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
今
年
の
ア
ユ
漁

も
終
わ
り
で
す

。 

万
七
は
、
飛と

び

田た

給
き
ゅ
う

の
友と

も

達だ
ち

の
家
に
遊
び
に
出
か
け
ま
し
た
。
さ
ん
ざ
ん
ご
ち
そ
う

に
な
り
、
帰
り
が
す
っ
か
り
お
そ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
い
や
あ
、
す
っ
か
り
ご
ち
そ
う
に
な
っ
ち
ま
っ
た
な
あ
。
明
日

あ

し

た

も
仕
事
だ

。
早
く

帰
っ
て
さ
っ
さ
と
ね
な
く
っ
ち
ゃ
な
あ

。
」 

ひ
と
り
言ご

と

を
言
い
な
が
ら
、
家い

え

路じ

を
急
ぎ
ま
し
た
。
す
っ
か
り
夜
が
ふ
け
て
、
あ

た
り
は
し
い
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
一
け
ん
だ
け
明
か
り
が

も
れ
て
い
る
家
が
あ
り
ま
し
た

。 

「
な
ん
だ
、
こ
ん
な
に
夜
ふ
か
し
を
し
て
、
仕し

方か
た

が
ね
え
な
あ
。
」 

 

よ
く
よ
く
見
る
と
、
半
助
の
家
で
す

。 
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（
半
助
の
家
じ
ゃ
ね
え
か
。
あ
ん
な
に
夜
ふ
か
し
を
す
る
か
ら
、
昼
間
に
力
が
出
ね

え
ん
だ

。
ひ
と
つ
小こ

言ご
と

を
言
っ
て
や
ろ
う
。
） 

万
七
は
そ
う
思
っ
て
、
半
助
の
家
に
近
づ
き
ま
し
た
。 

す
る
と
、
家
の
戸
の
す
き
ま
か
ら
、
人
の
声
が
し
ま
す

。
ど
う
や
ら
、
半
助
の
お

ふ
く
ろ
さ
ま
の
声
で
す

。 

「
こ
れ
、
半
助
。
も
う
い
い
加か

減げ
ん

に
し
て
ね
な
い
か 

 

い
。
明
日
に
差
し
つ
か
え
る
よ
。
」 

「
心
配
な
い
さ
。
お
い
ら
は
、
漁
が
う
ま
く
ね
え
。

い
つ
も
、
み
ん
な
に
迷め

い

わ
く
ば
か
り
か
け
て
い
る
。

あ
み
ぐ
ら
い
立り

っ

派ぱ

に
つ
く
ら

ね
え
と
、
み
ん
な
に

会
わ
せ
る
顔
が
ね
え
ん
だ
よ
。
」 

半
助
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
。 

万
七
が
す
き
間
か
ら
、
家
の
中
を
の
ぞ
く
と
、
竹

の
あ
み
針ば

り

で
た
ん

ね
ん
に
あ
み
を
つ
く
る
半
助
の
す

が
た
が
見
え
ま
し
た
。
ラ
ン
プ
の
明
か
り
を
た
よ
り

に
、
ひ
と
針
、
ひ
と
針
て
い
ね
い
に
あ
み
目
を
通
す

半
助
の
目
は
、
真
け
ん
そ
の
も
の
で
す

。
そ
し
て
、
細こ

ま
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か
い
あ
み
目
が
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
で
き
あ
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

万
七
は
、
半
助
の
様
子
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
次し

第だ
い

に
心
苦
し
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
半
助
に
対
す
る
態た

い

度ど

を
ふ
り
か
え
り
始
め
ま
し

た
。 万

七
は
、
は
っ
と
し
て
家
に
向
か
っ
て
走
り
出
し
ま
し
た
。
家
に
帰
っ
て
布ふ

団と
ん

に

入
っ
て
も
、
な
か
な
か
ね
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

万
七
は
、
お
も
て
に
出
て
、
空
を
な
が
め
ま
し
た
。
す
ん
だ
秋
の
夜
空
に
は
、
ま

ん
丸
な
月
が
こ
う
こ
う
と
か
が
や
い
て
い
ま
す

。 

「
お
い
ら
が
た
く
さ
ん
ア
ユ
を
と
れ
る
の
は
、
お
い
ら
だ
け
の
力
じ
ゃ
ね
え
。
半
助
、

す
ま
な
か
っ
た
な
。
半
助
、
あ
り
が
と
う
よ
。
」 

万
七
は
、
心
の
中
で
そ
う
つ
ぶ
や
く
の
で
し
た

。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
赤
堀 

博
行 

作
） 
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あ
の
感
動
を
伝
え
た
い 

 
 

 
 

 

―
夕
焼
け
小
焼
け 

中な
か

村む
ら

雨う

紅こ
う

―
（
八は

ち

王お
う

子じ

市し

） 
 

  
『
夕
焼
け
小
焼
け
』
と
い
う
童ど

う

よ
う
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
夕ゆ

う

暮ぐ

れ
ど
き
に
な
る

と
、
町
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
流
れ
て
く
る
あ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
す
。 

 

こ
の
曲
の
作さ

く

詞し

者し
ゃ

で
あ
る
中な

か

村む
ら

雨う

紅こ
う

は
、
明め

い

治じ

三
十
年
二
月
六
日
に
、
八は

ち

王お
う

子じ

市し

上か
み

恩お
ん

方が
た

町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

雨
紅
は
十
四
歳さ

い

に
な
る
と
、
学
校
の
先
生
に
な
る
た
め
に
、
東
京
の
（
当
時
は

港
み
な
と

区く

北き
た

青あ
お

山や
ま

に
あ
っ
た
）
青あ

お

山や
ま

師し

範は
ん

学が
っ

校こ
う

に
入
学
し
ま
し
た

。
そ
の
た
め
、
八
王
子
を

は
な
れ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
夏
冬
の
休
み
に
は
、
よ
く
八
王
子
の 

自じ

宅た
く

へ
帰
り
ま
し
た

。
当
時
、
八
王
子
駅
ま
で
の
乗
り
物
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ

か
ら
自
宅
ま
で
約
十
六
キ
ロ
も
歩
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

雨
紅
が
、
八
王
子
駅
を
降お

り
て
案あ

ん

下げ

街か
い

道ど
う

（
現
在
の
陣じ

ん

馬ば

街か
い

道ど
う

）
を
十
キ
ロ
以
上

歩
く
と
、
夕
暮
れ
ど
き
の
陽ひ

は
陣じ

ん

馬ば

の
山
か
げ
に
今
や
し
ず
も
う
と
し
、
山
里
に
あ

る
お
寺
か
ら
打
ち
鳴
ら

さ
れ
る
つ
り
が
ね
の
ひ
び
き
が
山
々
に
こ
だ
ま
し
て
き
ま
す
。 

 

早
く
家
に
帰
り
着
こ
う
と
家い

え

路じ

を
急
ぐ
雨
紅
の
歩
く
道み

ち

筋す
じ

は
、
だ
ん
だ
ん
夕
や
み

の
中
に
包
ま
れ
、
西
の
空
は
ふ
る
さ
と
の
山
々
の

姿
す
が
た

を
く
っ
き
り
と
う
か
び
上
が
ら
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せ
て
、
あ
か
ね
色
に
き
れ
い
に
染そ

ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
夕
焼
け
小
焼
け
の
中
を
、

か
ら
す
が
一
羽わ

、
二
羽
、
三
羽
と
ね
ぐ
ら
へ
向
か
っ
て
で
し
ょ
う
か
、
山
の
か
な
た

へ
飛
ん
で
い
く
の
も
見
え
ま
し
た
。 

「
も
う
一ひ

と

息い
き

だ
。
」 

 

雨
紅
は
こ
の
辺あ

た

り
ま
で
来
る
と
、
い
つ
も
空
を
見
上
げ
た
の
で
し
た
。
す
で
に
空

に
は
円ま

る

い
月
も
の
ぼ
り
、
一
番
星
が
き
ら
め
く
よ
う
な
光
を
放は

な

っ
て
い
る
の
も
目
に

入
っ
て
き
ま
す

。 

 

そ
し
て
、
夜
空
い
っ
ぱ
い
に
星
が
広
が
る
こ
ろ
、
雨
紅
は
恩
方
の
人
々
の
温
か
い

出
む
か
え
を
受
け
、
ふ
る
さ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
の
で
し
た
。 

 

雨

紅

が

童

よ

う

を

書

き

始

め

た

の

は

二

十

一

歳

の

と

き

で

、

現げ
ん

在ざ
い

の

荒あ
ら

川か
わ

区く

に

あ
っ
た
第だ

い

三さ
ん

日に
っ

暮ぽ

里り

尋じ
ん

常
じ
ょ
う

小
し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

（
現
在
は
、
第だ

い

三さ
ん

日に
っ

暮ぽ

里り

小
し
ょ
う

学が
っ

校こ

う

）
へ
転て

ん

勤き
ん

し
た

こ
ろ
で
す
。
当
時
の
人
々
の
生
活
は
豊ゆ

た

か
で
は
な
く
、
毎
日
の
暮く

ら
し
も
困こ

ん

難な
ん

な
じ

ょ
う
き
ょ
う
で
し
た
。
そ
こ
で
、
雨
紅
は
子
ど
も
た
ち
の
心
を
少
し
で
も
豊
か
に
し

よ
う
と
思
い
、
仲
間
と
と
も
に
文
集
や
童ど

う

話わ

、
童
よ
う
の
歌か

詞し

を
書
き
始
め
た
の
で

す
。 

 

ふ
る
さ
と
八
王
子
の
数
々
の
思
い
出
は
、
雨
紅
の
心
の
中
か
ら
い
つ
も
は
な
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、
家
に
帰
る
た
び
に
目
に
し
た
あ
の
夕
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暮
れ
の
風
景
が
あ
っ
た
の
で
す

。
そ
れ
は
、
自
然
の
豊
か
さ
だ
け
で
な
く
、
心
に
う
っ

た
え
か
け
る
よ
う
な
何
か
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す

。 

「
あ
の
感
動
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
。
」 

 
そ
れ
は
決
し
て
八
王
子
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
中
の
人
た
ち
に
も
通
じ
る
す

ば
ら
し

さ
の
は
ず
だ
か
ら

―
。 

 

そ
う
考
え
た
雨
紅
は
、『
夕
焼
け
小
焼
け
』
を
作
詞
し
ま
し
た
。
彼か

れ

の
心
が
こ
も
っ

た
こ
の
詞し

に
美
し
い
曲
が
つ
け
ら
れ
、
広
く
人
々
の
心
に
し
み
わ
た
っ
て
い
き
、
今

も
な
お
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

  
 

夕
焼
け
小
焼
け
で 
日
が
暮く

れ
て 

 
 

山
の
お
寺
の 

鐘か
ね

が
鳴
る 

 
 

お
手
々
つ
な
い
で 

皆み
な

帰
ろ 

 
 

か
ら
す
と
一い

っ

緒し
ょ

に 

帰
り
ま
し
ょ
う 

  
 

子
ど
も
が
帰
っ
た 

後あ
と

か
ら

は 

 
 

円
い
大
き
な 

お
月
さ
ま 

小
鳥
が
夢
を 

見
る
こ
ろ
は 
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空
に
は
き
ら
き
ら 

金
の
星 

 

（
堀
田 

直
樹 

作
） 

（
宇
津
木 

孝
充 

作
「
夕
焼
け
小
焼
け
の
里 

―
中
村
雨
紅
―
」
か
ら
一
部
引
用
） 
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江え

戸ど

深ふ
か

川が
わ(

江こ
う

東と
う

区く)
 

 

四
百
年
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
す
。
深ふ

か

川が
わ

八は
ち

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

は
、
摂せ

っ

津つ

の
国
（
今
の
大お

お

阪さ
か

府ふ

あ

た
り
）
か
ら
仲な

か

間ま

と
い
っ
し
ょ
に
江え

戸ど

（
今
の
東
京
）
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
の
江
戸
は
、
ま
だ
住
む
人
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。 

八
郎
右
衛
門
た
ち
は
、
摂
津
に
よ
く
似
た
海う

み

辺べ

に
小
屋
を
建
て
ま
し
た
。 

（
み
ん
な
で
楽
し
く
暮く

ら
せ
る
村
を
作
り
た
い
も
の
だ
。
） 

し
か
し
、
海
の
近
く
は
人
里
か
ら
も
遠
く
、
し
め
っ
た
土
に
あ
し
が
お
い
し
げ
っ

て
い
ま
す
。
雨
が
降ふ

れ
ば
、
す
ぐ
に
ぬ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
土
地
で
す

。 

あ
ら
し
が
く
る
と
高
波
も
お
し
よ
せ
て
き
ま
す

。
住
み
よ
い
土
地
に
す
る
こ
と
は

大
変
で
す
。
八
郎
右
衛
門
た
ち
は
、
毎
日
、
日
の
出
か
ら
起
き
だ
し
て
、
星
が
か
が

や
く
ま
で

働
は
た
ら

き
ま
し
た
。
石
を
集
め
て
海
を
う
め
た
て
、
の
び
ほ
う
だ
い
の
草
を
か

り
、
土
を
運
ん
で
田
畑
を
作
り
ま
し
た

。 

八
郎
右
衛
門
た
ち
の
カ
で
、
小
屋
の
近
く
も
少
し
ず
つ
人
が
住
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た

。
し
か
し
、
な
か
な
か
作
物
が
と
れ
る
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん

。 

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
み
ん
な
が
仕
事
を
終
え
た
こ
ろ
、
小こ

太た

郎ろ
う

が
、
八
郎
右
衛

門
の
所
に
や
っ
て
き
て
言
い
ま
し
た
。 
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「
わ
た
し
は
、
毎
日
、
あ
せ
び
っ
し
ょ

り
に
な
っ
て
石
を
運
ん
で
海
を
う
め

た
て
て
い
ま
す

。
一
日
の
仕
事
が
終

わ
る
と
も
う
く
た
く
た
で
す
。
け
れ

ど
も
、
草
を
か
っ
て
い
る
人
た
ち
は

ど
う
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
仕
事
に

比く
ら

べ
た
ら
、
な
ん
と
楽
な
こ
と
か
…

…
。
わ
た
し
は
、
も
う
石
運
び
を
し

た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

そ
れ
を
聞
い
た
八
郎
右
衛
門
は
、
小

太
郎
を
連
れ
て
外
に
出
て
言
い
ま
し
た

。 

「
ご
覧ら

ん

な
さ
い
。
わ
た
し
た
ち
が
こ
こ

に
来
た
こ
ろ
と
比
べ
て
ど
う
で
し
ょ

う
。
家
が
建
ち
ま
し
た

。
田
畑
も
少

し
で
き
ま
し
た

。
こ
れ
は
、
み
ん
な
の
カ
が
一
つ
に
な
っ
て
で
き
た
こ
と
で
し
ょ

う

。

小

太

郎

さ

ん

が

い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い

に

石

を

運

ん

で

く

れ

た

お

か

げ

で

す
。
」 
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八
郎
右
衛
門
の
話
を
聞
い
た
小
太
郎
は
、
辺あ

た

り
の
様
子
を
な
が
め
ま
し
た

。
建
ち

は
じ
め
た
家
か
ら
は
、
夕
げ
の
け
む
り
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
小
太
郎
は
そ
の

様
子
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
小
太
郎
は
、
次
の
日
か
ら

一
人
で
小
屋
に
こ
も
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
小
太
郎
が
ぼ
ん
や
り
ね
こ
ろ
ん

で
い
る
と
、
入
り
口
の
戸
を
た
た
く
音

が
し
ま
す
。
戸
を
開
け
る
と
、
佐さ

吉き
ち

が

か
き
の
実
を
も
っ
て
立
っ
て
い
ま
し
た

。 

「
八
郎
右
衛
門
さ
ん
か
ら
、
病
気
だ
と

聞
い
た
が
、
ぐ
あ
い
は
ど
う
だ

。
わ

た
し
は
、
草
か
り
だ
が
、
お
ま
え
は

石
運
び
だ
。
さ
ぞ
つ
か
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
ほ
ら
、
か
き
の
実
だ
。
こ
れ

を
食
べ
て
せ
い
を
出
し
な
。
」 

そ
う
い
う
と
、
か
き
を
三
つ
さ
し
だ

し
ま
し
た
。 

 



 - 73 -

か
き
の
実
を
受
け
取
ろ
う
と
し
た
小
太
郎
は
、
佐
吉
の
手
を
見
て
は
っ
と
し
ま
し

た
。
佐
吉
の
手
は
土
色
で
傷き

ず

だ
ら
け
で
す

。 

「
佐
吉
、
ど
う
し
た
ん
だ
、
そ
の
手
は
…
…
。
」 

「
草
か
り
は
ど
う
し
て
も
草
で
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
ん
だ
。
な
あ
に
、
あ
し
を
か

り
終
え
る
ま
で
の
し
ん

ぼ
う
さ
。
」 

そ
う
い
う
と
、
佐
吉
は
仕
事
に
も
ど
り
ま
し
た

。
小
太
郎
は
、
佐
吉
の
後
ろ

姿
す
が
た

を

い
つ
ま
で
も
見
送
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
夜
、
小
太
郎
は
八
郎
右
衛
門
の
所
に
出
か
け
て
言
い
ま
し
た
。 

「
カ
を
合
わ
せ
て
働
け
ば
、
も
っ
と
よ
い
土
地
に
な
り
ま
す
ね
。
作
物
も
実
り
ま
す

ね
。
わ
た
し
は
、
も
う
ひ
と
が
ん
ば
り
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
」 

八
郎
右
衛
門
は
、
大
き
く
う
な
ず
く
の
で
し
た

。 

あ
る
年
の
秋
の
こ
と
で
す
。
八
郎
右
衛
門
た
ち
の
小
さ
な
田
が
黄こ

金が
ね

色い
ろ

に
染そ

ま
り

ま
し
た

。
い
ね
が
実
っ
た
の
で
す
。
八
郎
右
衛
門
た
ち
が
江
戸
に
移う

つ

り
住
ん
で
、
初は

じ

め

て
の
豊
作

ほ
う
さ
く

で
し
た
。 

「
八
郎
右
衛
門
さ
ん
、
豊
作
で
す
よ
。
あ
し
で
は
な
い
で
す
よ
。
い
ね
が
こ
ん
な
に

実
っ
た
の
で
す
よ
。
」 

小
太
郎
た
ち
は
、
手
を
取
り
合
っ
て

喜
よ
ろ
こ

び
ま
し
た

。
八
郎
右
衛
門
の
目
か
ら
、
な
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み
だ
が
流
れ
、
黄
金
色
の
田
が
か
す
ん
で
い
く
の
で
し
た
。 

 

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

が
江
戸
に
幕ば

く

府ふ

を
開
き
、
江え

戸ど

城
じ
ょ
う

に
入
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
家
康

は
八
郎
右
衛
門
の
土
地
の
近
く
に
か
り
に
出
か
け
ま
し
た
。
案
内
役
は
八
郎
右
衛
門

で
し
た

。
家
康
は
、
八
郎
右
衛
門
に
こ
の
土
地
の
名
前
を
た
ず
ね
ま
し
た
。
し
か
し
、

ま
だ
名
前
が
あ
り
ま
せ
ん
。
家
康
は
、
八
郎
右
衛
門
の
努
カ
を
認み

と

め
、
こ
の
土
地
の

名
前
を
八
郎
右
衛
門
の

名
み
ょ
う

字じ

か
ら
と
っ
て
は
ど
う
か
と
言
っ
た
の
で
す
。 

こ
う
し
て
、
八
郎
右
衛
門
た
ち
が
開
い
た
土
地
は
「
深ふ

か

川が
わ

」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
深
川
（
今
の
江こ

う

東と
う

区く

あ
た
り
）
は
、
そ
れ
か
ら
も
ど
ん

ど
ん
発は

っ

展て
ん

し
、

今
で
は
、
東
京
を
代
表
す
る
下
町
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

（
赤
堀 

博
行 

作
）  
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ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
口
玉
の
山
（
江
戸
川
区
）

く

ち

だ

ま

え

ど

が

わ

く

「
あ
れ
は
絶
対
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
じ
ゃ
な
い

」。

隆
史
は
興
奮
気
味
に
叫
ん
だ
。
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
江
戸
川
区
中
学
校
新
人
大
会
の
決
勝
戦
の
直
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
決
勝
戦
は
、

た
か

し

後
ま
で
一
点
を
争
う
白
熱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
残
り
十
秒
、
隆
史
の
Ａ
中
は
、
一
点
負
け
て
い
た
が
、
隆
史
が
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を

素
速
い
ス
テ
ッ
プ
で
抜
い
て
シ
ュ
ー
ト
を
決
め
た
。
隆
史
の
得
意
技
の
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
だ
。

「
や
っ
た
。
逆
転
だ

」。

と
隆
史
た
ち
が
喜
ぶ
の
と
、
ほ
ぼ
同
時
に
、

ピ
ィ
ー
。

と
い
う
強
い
笛
の
音
。
そ
し
て
、

ふ
え

「
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
。
ノ
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト

」。

と
い
う
審
判
の
声
。
隆
史
の
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
は
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
判
定
さ
れ
、
ゴ
ー
ル
は
認
め
ら
れ
ず
、
一
点
差
の
ま
ま
試
合
は
終

わ
っ
た
。

ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
は
、
隆
史
が
ず
っ
と
こ
だ
わ
っ
て
練
習
し
て
き
た
も
の
だ
。
ド
リ
ブ
ル
を
し
て
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
の
前
で
ス
ト
ッ
プ

し
た
次
の
瞬
間
、
一
歩
踏
み
出
し
て
素
早
く
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
抜
い
て
シ
ュ
ー
ト
を
打
つ
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
今
ま
で
の
試
合
で
も
こ

の
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
で
何
点
も
と
っ
て
き
た
隆
史
の
得
意
技
だ
。

「
ど
う
し
て
あ
れ
が
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
な
ん
だ
…
…

」。

隆
史
は
独
り
言
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
。

ひ
と

ご
と

決
勝
戦
か
ら
一
週
間
た
っ
た
頃
。
江
戸
川
区
で
は
区
大
会
の
上
位
三
校
が
都
大
会
の
出
場
権
を
得
る
。
Ａ
中
は
準
優
勝
な
の
で
、
十

こ
ろ

一
月
下
旬
か
ら
始
ま
る
都
大
会
に
出
場
で
き
る
。

「
区
大
会
の
疲
れ
も
と
れ
た
だ
ろ
う
。
都
大
会
に
向
け
て
調
子
を
上
げ
て
い
こ
う

」。

つ
か

顧
問
の
先
生
が
そ
う
言
っ
て
励
ま
し
た
。

こ

も
ん

し
か
し
、
隆
史
は
今
ひ
と
つ
練
習
に
集
中
で
き
な
い
。
キ
ャ
プ
テ
ン
の
義
男
が
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
（
守
り
）
で
、
隆
史
が
オ
フ
ェ
ン
ス

よ
し

お

（
攻
め
）
で
練
習
を
し
て
い
た
。
隆
史
が
打
っ
た
シ
ュ
ー
ト
を
義
男
が
見
事
に
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
。
義
男
が
額
に
汗
を
光
ら
せ
な
が
ら

せ

ひ
た
い

言
っ
た
。

＊
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
の
ル
ー
ル
の

一
つ
。
ボ
ー
ル
を

持
っ
て
三
歩
以
上

歩
く
と
ト
ラ
ベ
リ

ン
グ
と
な
る
。
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「
少
し
遅
れ
た
か
ら
、
お
ま
え
の
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
で
や
ら
れ
た
と
思
っ
た
ぜ
。
ど
う
し
て
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
、
使
わ
な
か
っ
た
ん

だ

」。
「
…
…

」。

隆
史
は
何
か
言
い
返
そ
う
と
し
た
が
言
葉
が
出
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
。
隆
史
は
家
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
調
べ
た
夏
休
み
の
宿
題
の
レ
ポ
ー
ト
『
江
戸
風
鈴
』
を
見
直
し
て
い

え

ど

ふ
う
り
ん

た
。
隆
史
の
Ａ
中
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
「
江
戸
川
区
を
知
ろ
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
る
。
夏
休
み
に
そ
れ
ぞ
れ

の
生
徒
が
テ
ー
マ
を
選
ん
で
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
二
学
期
に
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
校
外
学
習
に
出
か
け
る
。
隆
史
は
、
夏
休
み
に

調
べ
た
『
江
戸
風
鈴
』
の
工
房
に
、
明
日
、
見
学
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

江
戸
風
鈴
と
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
な
っ
て
、
風
鈴
製
作
の
第
一
人
者
篠
原
儀
治
氏
が
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
宙
吹
き
と

し
の
は
ら
よ
し
は
る

ち
ゅ
う

ぶ

い
う
技
法
で
作
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
風
鈴
を
『
江
戸
風
鈴
』
と
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
で
は
都
内
に
二
か
所
し
か
な
い
工
房
の
一

つ
が
江
戸
川
区
南
篠
崎
に
あ
る
。

み
な
み
し
の
ざ
き

簡
単
に
読
み
返
し
て
い
た
が
、
あ
る
と
こ
ろ
に
目
が
と
ま
っ
た
。
そ
れ
は
江
戸
風
鈴
の
篠
原
儀
治
氏
が
ま
だ
十
代
の
と
き
、
仕
事
を

一
通
り
覚
え
た
頃
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
方
で
あ
る
父
の
指
示
で
、
儀
治
氏
は
腕
の
立
つ
職
人
吉
村
清
吉
氏
と
組

よ
し
む
ら
せ
い
き
ち

ん
で
仕
事
を
始
め
た
。

風
鈴
は
、
玉
取
り
と
い
っ
て
、
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
小
さ
い
玉
（
風
鈴
の
口
に
な
る
部
分
）
を
つ
く
る
職
人
（
口
玉

た
ま

と

く
ち
だ
ま

職
人

。
そ
し
て
、
そ
の
う
え
に
も
う
一
度
ガ
ラ
ス
を
巻
き
取
り
、
ふ
く
ら
ま
し
て
風
鈴
に
す
る
職
人
（
本
職

。
通
常
こ
の
二
人

）

）

が
組
ん
で
、
風
鈴
を
作
る
。
私
が
玉
取
り
、
清
吉
が
本
職
と
い
う
具
合
に
組
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
清
吉
は
私
が
作
っ
た
口
玉
を
見

て
は
目
の
前
で
切
り
落
と
し
て
し
ま
う
。
ち
く
し
ょ
う
と
思
い
な
が
ら
ま
た
口
玉
を
作
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
目
の
前
で
切
り
落
と

し
て
し
ま
う
。
切
り
落
と
さ
れ
た
口
玉
で
山
が
で
き
た
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
父
の
仕
事
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
覚
え
、
年
は
若
い
が

（
十
三
、
四
歳
）
仕
事
は
一
人
前
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
腹
が
立
っ
て
き
た
。
私
も
生
意
気
盛
り

「
な
ぜ
こ
の
口
玉

、

な
ま

い

き

ざ
か

で
は
、
駄
目
な
ん
で
す
か

」
と
食
っ
て
か
か
っ
た
。
し
か
し
清
吉
は
、
悠
然
と
し
た
様
子
で
私
を
見
つ
め
た
。
目
の
中
で

「
こ

。

、

だ

め

ゆ
う
ぜ
ん

ん
な
口
玉
で
風
鈴
が
吹
け
る
か

」
と
言
っ
て
い
る
。
怒
っ
て
い
る
で
も
な
く
、
諭
し
て
い
る
で
も
な
く
、
職
人
と
し
て
の
意
地

。

さ
と

い

じ

＊
篠
原
儀
治
氏

し

の
は
ら
よ

し

は
る

大
正
十
三
年

十
一
月
十
四
日

生
ま
れ
。

昭
和
十
二
年

頃
よ
り
ガ
ラ
ス

職
人
で
あ
る
父

に
師
事
し
、
江

戸
時
代
か
ら
伝

わ
る

宙

吹
き
と

ち
ゅ

う

ぶ

い
う
技
法(

型
を

使
わ
ず
空
中
で

形
を
整
え
る
技

法)

を
継
承
し
た
。

江
戸
風
鈴
の

名
付
け
親
で
あ

り
第
一
人
者
で

あ
る
。
江
戸
川

区
無
形
文
化
財

指
定
、
名
誉
都

民
（
平
成
十
六

年
顕
彰

。
）
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が
私
を
見
つ
め
て
い
る

「
親
方
の
長
男
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
俺
は
甘
く
は
し
な
い
ぞ

」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

。

。

お
れ

「
口
玉
の
山
か
…
…

」。

隆
史
は
、
無
意
識
に
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
す
る
と
、
突
然
、

ピ
ィ
ー
。

と
、
あ
の
笛
の
音
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
て
ハ
ッ
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
り
な
が
ら
レ
ポ
ー
ト
を
読

ん
で
い
た
が
、
体
を
起
こ
し
、
レ
ポ
ー
ト
を
強
く
握
り
直
し
て
続
き
を
読
み
始
め
た
。

初
日
は
さ
ん
ざ
ん
た
る
も
の
だ
っ
た
。
物
心
が
つ
く
前
か
ら
火
の
前
に
立
ち
、
父
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
私
を
ひ
と
つ
も
清

も
の
ご
こ
ろ

吉
は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
負
け
ず
嫌
い
の
私
の
心
に
火
を
つ
け
た
。

ま

ぎ
ら

次
の
日
か
ら
夜
勤
の
職
人
の
仕
事
が
終
わ
る
と
、
す
ぐ
に
掃
除
を
は
じ
め
、
ガ
ラ
ス
く
ず
ひ
と
つ
な
い
よ
う
に
き
れ
い
に
し
、

や

き
ん

水
を
打
っ
て
、
清
吉
の
出
勤
を
待
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
の
癖
が
七
十
七
歳
の
今
で
も
、
私
に
ほ
う
き
を
持
た
せ
て
い
る
。
清
吉
は
工

く
せ

場
の
戸
を
開
け
た
瞬
間
目
を
光
ら
せ
て
い
た
が
、
表
情
は
一
切
変
え
ず
、
着
物
姿
に
た
す
き
を
か
け
、
炉
の
前
に
立
っ
た
。
私
は

ろ

昨
日
と
は
違
い
、
口
玉
の
吹
き
方
を
一
つ
一
つ
変
え
て
み
た
。
も
と
も
と
風
鈴
は
ガ
ラ
ス
の
厚
さ
を
均
一
に
は
作
ら
な
い
。
ガ
ラ

ス
が
薄
い
と
こ
ろ
と
厚
い
と
こ
ろ
を
吹
き
分
け
て
そ
の
違
い
が
音
に
出
て
く
る
の
だ
。
初
め
は
昨
日
の
よ
う
に
均
等
に
丸
く
、
玉

子
型
、
細
長
く
、
先
の
ほ
う
を
厚
く
、
元
の
ほ
う
を
厚
く
、
自
分
な
り
に
考
え
つ
く
限
り
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
作
り
、
清
吉
に
渡

し
た
。
今
、
清
吉
と
の
戦
い
に
勝
つ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
口
玉
を
求
め
て
い
る
か
、
そ
れ
を
探
れ
ば
よ
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か

ら
だ
。
昔
の
職
人
は
ど
う
と
か
、
こ
う
と
か
あ
ま
り
う
ん
ぬ
ん
言
わ
な
い
。
こ
ち
ら
で
そ
れ
を
探
し
出
す
の
だ
。

始
め
の
う
ち
清
吉
は
「
こ
の
未

熟
者
め

」
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
く
る
玉
く
る
玉
が
す
べ
て
違
う
の
だ
。
職
人
と
い
う
の

。

み

じ
ゅ
く
も
の

は
、
同
じ
品
質
の
も
の
が
い
く
つ
で
も
同
じ
よ
う
に
作
れ
る
の
が
良
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
違
う
と
な
れ
ば
言
語
道
断
で

ご
ん

ご

ど
う
だ
ん

あ
る
。
そ
ん
な
感
じ
で
、
こ
こ
数
日
は
初
日
と
同
じ
口
玉
の
山
が
で
き
た
。

名
人
と
い
わ
れ
た
職
人
を
、
年
若
い
私
と
組
ま
せ
た
こ
と
に
失
敗
か
な
と
思
い
始
め
た
こ
ろ
、
じ
っ
と
見
て
い
た
清
吉
が
私
の

口
玉
で
風
鈴
を
作
り
出
し
た
。
子
供
の
私
に
と
っ
て
こ
の
と
き
の
感
激
は
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
清
吉
が
私
を
認
め
た

瞬
間
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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「
口
玉
の
山

」。

レ
ポ
ー
ト
を
読
み
終
わ
る
と
隆
史
は
も
う
一
度
確
認
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。

次
の
日
、
外
は
そ
ろ
そ
ろ
北
風
が
吹
き
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
江
戸
風
鈴
の
工
房
は
暑
か
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
ガ
ラ

ス
を
溶
か
す
炉
は
千
三
百
度
を
こ
え
る
と
い
う
。
こ
の
工
房
で
機
械
を
使
わ
ず
昔
な
が
ら
の
技
法
で
一
日
に
三
百
～
四
百
個
を
作
る
の

と

ろ

だ
。隆

史
た
ち
も
ガ
ラ
ス
吹
き
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
職
人
さ
ん
が
や
る
と
簡
単
そ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な

ふ

い
。

「
け
っ
こ
う
難
し
い
だ
ろ
。
一
人
前
に
な
る
に
は
十
年
く
ら
い
は
か
か
る
か
な

」。

職
人
さ
ん
が
笑
っ
て
言
っ
た
。

で
き
た
風
鈴
に
絵
付
け
を
し
て
い
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
た
篠
原
儀
治
さ
ん
が
奧
か
ら
出
て
き
た
。
隆
史
は

（
こ
の
人
が

、

篠
原
さ
ん
か
）
と
思
い
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
黙
っ
て
風
鈴
に
向
か
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
篠
原
さ
ん
か
ら
声
を
か
け
て
き
た
。

「
音
を
鳴
ら
し
て
ご
ら
ん
。
見
か
け
を
き
れ
い
に
仕
上
げ
る
の
も
難
し
い
が
、
き
れ
い
な
音
を
出
す
の
も
難
し
い
ん
だ
。
息
を
吹
き
こ

む
加
減
で
ガ
ラ
ス
の
厚
い
と
こ
ろ
と
薄
い
と
こ
ろ
を
作
る
ん
だ
。
あ
と
、
こ
の
縁
が
ギ
ザ
ギ
ザ
だ
ろ
。
こ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
が
あ
る
か
ら
、

か

げ
ん

あ
つ

う
す

ふ
ち

振
り
管
が
少
し
触
れ
た
だ
け
で
も
き
れ
い
な
音
が
鳴
る
ん
だ

」。

ふ

く
だ

チ
リ
ン
、
チ
リ
ー
ン
。

透
き
通
る
よ
う
な
音
色
が
染
み
わ
た
る
。

す

し

「
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
や
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
な
。
風
鈴
の
音
で
音
階
を
作
れ
な
い
か
と
思
っ
て
ね
。
メ
ロ
デ
ィ
を
奏
で

か
な

る
風
鈴
作
り
に
挑
戦
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。
あ
と
を
継
い
だ
せ
が
れ
た
ち
と
競
争
だ

」。

そ
う
言
う
と
篠
原
さ
ん
は
、
若
者
の
よ
う
に
大
き
な
声
で
笑
っ
た
。

「
少
年
よ
、
君
た
ち
は
、
今
、
何
か
に
挑
戦
し
て
い
る
か
ね

」。

思
わ
ず
隆
史
は
立
っ
て
答
え
て
い
た
。

「
は
、
は
い
。
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
山
が
で
き
て
も
負
け
ま
せ
ん

」。

（

小

貝

宏

作

）

＊
振
り
管

ふ

く

だ

風
鈴
の
内
部

に
つ
り
下
げ
ら

れ
て
い
る
管
。

風
に
吹
か
れ
る

外
側
の
風
鈴
本

体
に
ぶ
つ
か
り

音
が
鳴
る
。
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
考
え
る
―
め
ぐ
り
ん
に
乗
っ
て
―
（
台
東
区
）

た

い

と

う

く

平
成
十
八
年
四
月
、
台
東
区
循
環
バ
ス
「
め
ぐ
り
ん
」
に
東
西
め
ぐ
り
ん
が
登
場
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
東
西
南
北
全
て
の
「
め
ぐ

た
い
と
う

く

じ
ゅ
ん
か
ん

り
ん
」
が
開
通
・
運
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

「
め
ぐ
り
ん
」
は
レ
ト
ロ
な
色
調
の
約
二
十
人
乗
り
の
小
さ
な
車
体
で
、
裏
通
り

。

の
商
店
街
も
走
る
台
東
区
民
の
足
代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
バ
ス
で
す
。

私
は
か
わ
い
ら
し
い
色
と
形
を
し
た
「
め
ぐ
り
ん
」
が
大
好
き
で
、
よ
く
利
用
し
ま
す
。
バ
レ
ー
部
の
活
動
を
終
え
て
疲
れ
て
帰
る

と
き

「
め
ぐ
り
ん
」
の
運
転
手
さ
ん
が
「
こ
ん
に
ち
は

」
と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
す
。
な
ん
だ
か
ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
乗

、

。

っ
て
い
る
と
、
運
転
手
さ
ん
は
乗
客
の
一
人
一
人
に
「
こ
ん
に
ち
は

「
走
り
ま
す
。
お
つ
か
ま
り
く
だ
さ
い

」
と
言
い
、
車
内
に

。」

。

気
を
配
っ
て
い
ま
す
。
正
直
言
っ
て
あ
い
さ
つ
さ
れ
る
こ
と
に

初
は
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
私
も
「
お
願
い
し
ま
す

」
と
あ

。

と

ま
ど

い
さ
つ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
の
と
し
な
い
の
で
は
、
乗
っ
て
い
る
と
き
の
気
分
が
違
う
の

ふ

し

ぎ

で
す
。
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
か
ら
、
私
は
自
然
に
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
雨
の
日
、
私
は
友
人
と
二
人
、
後
ろ
の
方
の
席
に
座
っ
て
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
一
人
の
お
婆
さ
ん
が
乗
っ
て
き
ま
し
た
。
雨

ば
あ

で
車
内
の
床
は
滑
り
や
す
く

「
危
な
い
な

」
と
思
っ
た
瞬
間
、
友
人
は
さ
っ
と
立
ち
、
お
婆
さ
ん
に
「
こ
ち
ら
に
ど
う
ぞ

」
と
言

、

。

。

ゆ
か

す
べ

い
な
が
ら
手
を
さ
し
だ
し
て
い
ま
し
た
。
素
早
い
友
人
の
行
動
に
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
と
同
時
に
、
何
も
で
き
な
か
っ
た
自
分
を
恥
ず

か
し
く
思
い
ま
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
日
車
内
は
満
員
で
、
私
も
一
人
、
つ
り
革
に
つ
か
ま
り
立
っ
て
い
ま
し

か
わ

た
。
あ
る
停
留
所
で
、
お
婆
さ
ん
と
中
年
の
女
性
が
乗
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
の
前
の
座
席
が
空
い
た
の

て
い
り
ゅ
う
じ
ょ

で
、
お
婆
さ
ん
に
席
を
譲
ろ
う
と
思
い
そ
の
ま
ま
立
っ
て
い
る
と
、
目
の
前
の
席
に
後
ろ
の
方
か
ら
ど
さ
っ
と
バ

ゆ
ず

ッ
ク
が
放
り
投
げ
ら
れ
ま
し
た
。
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
見
て
い
る
と
、
後
ろ
の
席
に
座
っ
て
い
た
女
性
の
グ
ル
ー

ほ
う

プ
と
中
年
の
女
性
と
が
知
り
合
い
だ
っ
た
ら
し
く
、
続
い
て

「
○
○
さ
ん
、
こ
っ
ち
こ
っ
ち
、
席
空
い
て
い
る
か

、

ら

」
と
大
き
な
声
が
と
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
思
わ
ず

「
ど
う
し
て
お
年
寄
り
に
席
を
譲
ら
な
い
の
で
す
か

」

。

、

。

と
口
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
場
の
空
気
が
凍
り
つ
い
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
「
め
ぐ
り
ん
」
で
の
出
来
事
を
考
え
る
う
ち
、
校
内
弁
論
大
会
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
発
表
が
あ
っ
た

の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」

江
戸
時
代
は
、
一
六
〇
三
年
か
ら
三
百
年
近
く
続
い
た
世
界
で
も
類
を
見
な
い
平
和
で
落
ち
つ
い
た
時
代
で
す
。
江
戸
の
町
に

る
い

住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
間
に
は

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
い
う
言
葉
で
語
り
継
が
れ
た
行
動
様
式
が
あ
り
ま
し
た

「
江
戸
し
ぐ
さ
」

、

。

か
た

つ

は

「
商
人
（
あ
き
ん
ど
）
し
ぐ
さ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
商
人
の
考
え
方
、
口
の
き
き
方
、
表
情
か
ら
身
の
こ

、
な
し
方
な
ど
、
人
と
う
ま
く
つ
き
あ
っ
て
い
く
術
を
ま
と
め
た
「
生
き
方
の
知
恵
」
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。
江
戸
の
人
た
ち

す
べ

は

「
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
（
計
算

」
の
よ
う
な
勉
強
も
も
ち
ろ
ん
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
人
と
接
す
る
と
き
の
マ
ナ

、

）

ー
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
よ
り
重
要
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
人
と
の
関
係
が
よ

、

く
な
り
、
平
和
な
町
や
国
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
身

に
付
け
た
人
を
見
て
、
江
戸
の
人
た
ち
は
「
粋
（
い
き
）
な
人
」
と
し
て
尊
敬
と
あ
こ
が
れ
を
も
ち
、
誰
も
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

だ
れ

を
身
に
付
け
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
朝
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す

」
と
言
わ
れ
た
ら

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す

」
と
応
え
ま
す
。
あ
い
さ
つ
さ
れ

。

、

。

て
あ
い
さ
つ
を
か
え
す
の
は
現
代
で
も
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
、
相
手
の
身
分
や
立
場
に
関
係

、

な
く
、
ど
の
よ
う
な
人
も
平
等
に
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
人
に
も
、
こ
ち
ら
か
ら
あ
い
さ

つ
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
は
狭
い
路
地
が
多
く
、
人
口
も
多
か
っ
た
の
で
、
道
で
人
と
す
れ
違
う
と
き
に
は
気
を
遣
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
例

せ
ま

ろ

じ

つ
か

え
ば
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
中
の
一
つ
で
あ
る

は
、
雨
や
雪
の
日
、
狭
い
路
地
で
人
と
行
き
交
う
と
き
に
、
傘
を
外

「
傘
か
し
げ
」

か
さ

ゆ

か

側
に
傾
け
て
、
す
っ
と
す
れ
違
う
も
の
で
す
。

か
た
む

こ
う
す
る
こ
と
で
、
互
い
の
体
に
雨
や
雪
の
し
ず
く
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
傘
は
「
番
傘
」

ば
ん
が
さ

と
い
っ
て
、
紙
に
柿
の
渋
を
塗
っ
て
水
を
は
じ
く
よ
う
に
し
た
も
の
で
破
れ
や
す
か
っ
た
た
め
、
傘
が
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
気

か
き

し
ぶ

ぬ

遣
っ
た
の
で
す

「
傘
か
し
げ
」
の
よ
う
な
行
動
は
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

。

こ
の
よ
う
に
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
た
行
動
を
し
て
い
て
も
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
人
ご
み
の

中
で
足
を
踏
ま
れ
た
り
、
ぶ
つ
か
ら
れ
た
り
し
て
、
そ
の
相
手
が
謝
り
も
せ
ず
立
ち
去
っ
て
し
ま
い

「
ム
カ
ッ
」
と
感
じ
た
こ

、

あ
や
ま
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と
は
あ
り
ま
せ
ん
か

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
足
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
人
が
「
ど
う
も
失
礼
し
ま
し
た

」
と
謝
り
、
踏
ま
れ
た
人

。

。

も
「
こ
ち
ら
こ
そ
、
う
か
つ
で
し
た

」
と
、
さ
っ
と
謝
る
こ
と
が
「
粋
」
で
あ
り
、
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を

。

い
き

と
い
い
ま
す

「
足
を
出
し
て
い
た
こ
ち
ら
こ
そ
失
礼
し
ま
し
た

」
と
気
ま
ず
い
思
い
を
し
て
い
る
相
手

「
う
か
つ
あ
や
ま
り
」

。

。

を
思
い
や
る
言
葉
を
か
け
た
の
だ
そ
う
で
す
。
足
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
方
も
踏
ま
れ
た
方
も
、
互
い
に
謝
り
合
う
こ
と
で
言
い

争
い
や
け
ん
か
に
は
な
ら
ず
、
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
で
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
常
的
に
こ
の
よ
う
な
行
動
が
行
わ
れ
る

あ
ら
そ

こ
と
で
、
江
戸
の
人
た
ち
は
み
ん
な
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、
平
和
で
よ
り
よ
い
社
会
が
創
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で

お
だ

つ
く

し
ょ
う
か
。

大
田
区
の
「
矢
口
の
渡
し
」
や
葛
飾
区
の
「
矢
切
の
渡
し
」
な
ど
が
有
名
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
川
を
渡
る
た
め
に
渡
し
舟

お
お

た

く

や

ぐ
ち

わ
た

か
つ
し
か

く

や

ぎ
り

わ
た

ぶ
ね

が
あ
り
ま
し
た
。
も
し
、
渡
し
舟
に
乗
客
が
た
く
さ
ん
乗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
あ
と
か
ら
舟
に
乗
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
人
が
来

た
ら
、
私
た
ち
な
ら
ば
ど
う
し
て
い
た
で
し
ょ
う

「
も
う
満
員
だ
よ

」
と
い
う
態
度
で
知
ら
ん
ぷ
り
し
て
い
る
か

「
次
の
舟

。

。

、

に
し
て
く
だ
さ
い

」
と
言
う
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に

と
い
う
行
動
を
と

。

「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」

こ
し

う

る
よ
う
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
舟
に
乗
っ
て
い
る
人
た
ち
が
こ
ぶ
し
一
つ
分
腰
を
浮
か
せ
て
詰
め
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
と
か
ら

こ
し

う

来
た
人
を
座
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。
誰
か
が
言
い
出
す
の
で
は
な
く
、
船
に
乗
っ
て
い
る
人
た
ち
が
自
ず
と
腰
を
浮
か
せ

お
の

る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
後
か
ら
来
た
人
も
気
兼
ね
す
る
こ
と
な
く
座
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
現
在
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み

き

が

る
と
、
席
が
う
ま
っ
て
い
る
電
車
で

「
も
う
少
し
つ
め
れ
ば
、
あ
と
一
人
座
れ
る
の
に

」
と
い
う
と
き
を
想
像
し
て
み
て
く
だ

、

。

さ
い
。
寝
た
ふ
り
を
す
る
人
、
新
聞
を
読
ん
で
気
付
か
な
い
振
り
を
し
て
い
る
人
を
目
に
し
ま
せ
ん
か
。
全
員
が
さ
っ
と
腰
を
浮

か
せ
て
席
を
詰
め
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
八
百
種
と
も

八
千
種
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
江
戸
商
人
を
中
心
に
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
社
会
で
は
、
私
も
含
め
て
自
己

中
心
的
な
人
が
多
く
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
人
へ
の
気
遣
い
や

思
い
や
り
が
あ
り
、
社
会
全
体
に
、
み
ん
な
が
守
る
べ
き
マ
ナ
ー
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
が
、
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
気
持
ち
よ
く
平
和
な
時
代
を
過
ご
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
一
方
、
現
在

は
、
電
車
の
ド
ア
や
通
路
に
座
り
込
み
、
通
行
の
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
人
や
携
帯
電
話
を
か
け
た
り
、
化
粧
を
し
た
り
し
て
い

じ
ゃ

ま

け
い
た
い

け

し
ょ
う
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る
人
を
見
か
け
ま
す
。
江
戸
時
代
と
比
べ
る
と
、
寂
し
く
残
念
な
世
の
中
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
い
ち
ど
先
人
の

さ
び

時
代
を
振
り
返
り

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
よ
う
な
良
き
伝
統
を
未
来
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

、

す
。

私
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

私
た
ち
は
家
族
・
友
人
に
限
ら
ず
多
く
の
人
と
と
も
に
支
え
合
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
周

囲
の
人
に
「
思
い
や
り
」
の
心
を
も
ち
、
そ
の
心
を
行
動
に
う
つ
す
こ
と
が
、
大
切
だ
と
学
び
ま
す
。
し

か
し
、
と
も
す
る
と
バ
ス
の
中
で
知
人
の
た
め
に
席
を
横
取
り
し
た
中
年
女
性
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
相
手
が
誰
だ
と
か
は
関
係
な
く
、
ま
た
、
人
に
ほ
め
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
「
め
ぐ
り
ん
」
の
運
転
手
さ
ん
も
友
人
も
す
て
き
な
の
で
す
。
こ
れ
が
江

戸
し
ぐ
さ
の
「
粋
」
と
い
わ
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

い
き

（

宇

津

木

美

佐

子

作

）
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小
さ
な
工
場
の
大
き
な
仕
事
（
大
田
区
）

こ

う

ば

お

お

た

く

僕
の
家
は
、
大
田
区
の
羽
田
と
い
う
場
所
に
あ
り
ま
す
。
羽
田
と
い
う
と
羽
田
空
港
の
都
会
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ぼ
く

は
ね

だ

ん
が
、
小
さ
な
工
場
が
建
ち
並
ぶ
古
い
町
で
す
。
僕
の
家
も
工
場
で
、
一
階
が
作
業
場
に
な
っ
て
い
て
、
金
属
を
削
る
機
械
が
二
台
置

た

な
ら

け
ず

い
て
あ
り
ま
す
。
仕
事
の
内
容
は
、
自
動
車
の
部
品
な
ど
の
金
属
に
機
械
や
自
分
の
手
で
や
す
り
を
か
け
、
正
確
に
磨
き
上
げ
る
と
い

み
が

あ

う
も
の
で
す
。
僕
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
入
っ
た
機
械
な
の
だ
か
ら
、

「
手
を
真
っ
黒
に
し
て
や
す
り
を
か
け
な
く
て
も
、
正
確
な
部
品
が
作
れ
な
い
の
か
な

」。

と
、
い
つ
も
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
父
は
社
長
で
す
が
、
社
員
は
母
と
二
十
歳
に
な
る
兄
、
そ
れ
に
職
人
さ
ん
が
二
人
で
す
。
二

階
に
は
家
族
の
住
ま
い
が
あ
り
、
祖
父
を
含
め
た
五
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
う
す
暗
く
、
油
の
に
お
い
に
囲
ま
れ
た
作
業
場
で
、
朝

そ

ふ

か
ら
晩
ま
で
働
い
て
い
る
姿
を
見
て
、
僕
は
あ
ん
な
仕
事
は
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
せ
働
く
な
ら
、
も
っ
と
き
れ
い

な
職
場
で
、
お
金
が
た
く
さ
ん
も
ら
え
る
、
か
っ
こ
い
い
仕
事
に
就
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

つ

僕
の
学
校
で
は
二
年
生
が
職
場
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
僕
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
の
会
社
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
会
社
は
僕
の
家
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
大
き
な
ビ
ル
は
、
見
慣
れ
た
も
の
で
し
た
。

「
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
会
社
に
、
職
場
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ

」。

僕
は
、
黙
っ
た
ま
ま
横
で
作
業
を
続
け
て
い
る
父
の
顔
を
ち
ら
っ
と
見
な
が
ら
、
母
に
言
い
ま
し
た
。
母
は
、

だ
ま

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
ね
え

」。

と
、
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

「
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
、

就
職

で
き
た
ら

高
な
の
に
な
あ

」。

し
ゅ
う
し
ょ
く

僕
は
、
つ
い
本
音
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ほ
ん

ね

「
う
ま
く
い
く
と
い
い
ね
え

」。

と
、
母
は
少
し
寂
し
そ
う
に
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
兄
は
、

さ
び

「
そ
ん
な
に
う
ま
く
い
く
は
ず
な
い
だ
ろ
う

」。

と
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
自
分
の
将
来
は
、
じ
っ
く
り
考
え
て
自
分
で
決
め
ろ
よ
。
後
悔
し
な
い
よ
う
に
な

」。

こ
う
か
い
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と
、
額

の
汗
を
タ
オ
ル
で
ふ
き
な
が
ら
独
り
言
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

ひ
た
い

あ
せ

ひ
と

ご
と

「
兄
さ
ん
は
、
後
悔
し
て
い
る
の
？
」

に
い

と
聞
き
た
く
な
り
ま
し
た
が
、
や
め
ま
し
た
。
三
人
が
話
を
し
て
い
る
間
も
、
父
は
、
何
か
の
部
品
を
時
お
り
ラ
イ
ト
に
か
ざ
し
て
見

な
が
ら
、
や
す
り
を
か
け
て
磨
き
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
父
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
僕
は
、
二
階
の
自
分
の
部
屋
に
駆
け
上
が
り

か

ま
し
た
。

部
屋
に
入
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
会
社
を
調
べ
る
た
め
に
、
パ
ソ
コ
ン
の
電
源
を
入
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら

職
場
体
験
を
す
る
会
社
に
つ
い
て
、
自
分
で
調
べ
、
ま
と
め
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
会
社
の
名
前
を
入
力
し
、
検
索
キ
ー
を
押

け
ん
さ
く

お

し
ま
し
た
。
会
社
概
要
に
は
「
資
本
金
六
百
億
円

「
従

業

員
三
千
人
」
と
出
て
い
ま
し
た
。
関
連
会
社
は
、
外
国
を
含
め
数
え
切

」

が
い
よ
う

じ
ゆ
う
ぎ
よ
う
い
ん

れ
な
い
ほ
ど
あ
り
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
他
、
様
々
な
ソ
フ
ト
も
作
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
僕
は
、

「
す
ご
い
な
あ

」。

と
、
た
め
息
を
つ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
、
そ
の
紙
を
見
な
が
ら
ま
と
め
て

い
き
ま
し
た
。

翌
日
か
ら
、
い
よ
い
よ
職
場
体
験
で
す
。
僕
は
、
母
に
、

よ
く
じ
つ

「
明
日
は
早
め
に
行
き
た
い
か
ら
、
い
つ
も
よ
り
早
く
起
こ
し
て
ね

」。

と
伝
え
ま
し
た
。
母
は
、

「
分
か
っ
た
よ

」。

と
答
え
ま
し
た
。
僕
は
、
部
屋
に
戻
っ
て
明
日
の
準
備
を
始
め
ま
し
た
。
会
社
で
は
案
内
係
の
手
伝
い
を
行
う
予
定
な
の
で
、
服
装
に

は
特
に
気
を
配
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
職
場
体
験
当
日
、
朝
食
を
す
ま
せ
、
会
社
に
向
か
っ
て
家
を
出
よ
う
と
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
僕
の
後
ろ
か
ら
、

「
弁
当
作
っ
て
お
い
た
か
ら
、
持
っ
て
い
く
ん
だ
よ

」。

と
い
う
母
の
声
が
届
い
て
き
ま
し
た
。
見
る
と
一
階
の
作
業
台
の
上
に
、
ハ
ン
カ
チ
で
包
ま
れ
た
弁
当
箱
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
僕

は
、
大
き
な
会
社
に
弁
当
を
持
っ
て
い
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
迷
い
ま
し
た
。
機
械
油
の
に
お
い
が
付
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
恥
ず

は

か
し
く
思
え
た
か
ら
で
す
。
僕
は
、
母
が
作
っ
て
く
れ
た
弁
当
を
手
に
取
っ
て
し
ば
ら
く
考
え
ま
し
た
が
、
再
び
作
業
台
の
上
に
戻
し
、

「
行
っ
て
来
ま
ー
す

」。

と
言
っ
て
、
家
を
出
ま
し
た
。
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八
時
少
し
前
に
会
社
に
着
き
ま
し
た
。
会
社
に
着
く
と
担
当
の
人
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

で

む
か

「
今
日
は
、
会
社
の
案
内
係
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
会
社
に
来
た
人
の
目
的
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
こ
の
案
内
板
を
参
考
に
、
尋
ね

た
ず

ら
れ
た
部
署
を
案
内
し
て
く
だ
さ
い
。
案
内
係
の
社
員
が
い
ま
す
の
で
、
一
緒
に
行
動
し
て
く
だ
さ
い

」。

ぶ

し
ょ

と
い
う
説
明
を
受
け
、
い
ろ
い
ろ
な
部
署
の
名
前
と
そ
の
部
署
が
あ
る
階
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
案
内
板
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
僕
は
、

案
内
係
の
人
と
一
緒
に
一
階
の
受
付
窓
口
に
行
き
、
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。
一
日
受
付
に
い
る
と
い
ろ
い
ろ
な
人
が
訪
問
す
る
こ
と
が

ま
ど
ぐ
ち

分
か
り
ま
し
た
。
別
の
会
社
の
人
、
見
学
に
来
た
人
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
販
売
店
の
人
、
い
っ
た
い
何
人
ぐ
ら
い
の
人
が
来
る
の
だ
ろ
う

は
ん
ば
い
て
ん

か
。
案
内
係
の
人
は
部
署
を
聞
い
た
だ
け
で
、

「
は
い
、
総
務
部
で
す
ね
。
四
階
に
な
り
ま
す

」。

そ
う

む

ぶ

と
、
す
ぐ
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
僕
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ま
で
案
内
す
る
こ
と
で
精
一
杯
な
の
に
、
ま
る
で
案
内
板
が
頭
に
入
っ
て
い

せ
い
い
っ
ぱ
い

る
み
た
い
で
し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
フ
ト
会
社
な
の
に
、
思
っ
て
い
た
仕
事
と
だ
い
ぶ
違
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。
で
も
、
一
つ
の

会
社
で
も
、
ソ
フ
ト
を
売
る
仕
事
、
宣
伝
を
す
る
仕
事
、
ソ
フ
ト
を
作
る
仕
事
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
職
種
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

昼
食
は
、
会
社
の
食
堂
に
行
っ
て
、
食
べ
ま
し
た
。
午
後
も
午
前
と
同
じ
仕
事
を
行
い
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
日
が
過
ぎ
て
い
き
ま

し
た
。
慣
れ
な
い
仕
事
で
思
っ
て
い
た
よ
り
も
疲
れ
ま
し
た
。
よ
く
考
え
る
と
一
日
中
立
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
日
の
夕
方
、
僕
は
、
棒
の
よ
う
に
な
っ
た
足
を
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
、
家
に
着
き
ま
し
た
。

ぼ
う

「
た
だ
い
ま
。
今
、
帰
っ
た
よ

」。

と
言
う
と
、
兄
が
、

「
お
れ
の
お
昼
は
、
お
前
の
置
い
て
い
っ
た
弁
当
に
な
っ
た
ん
だ
ぞ

」。

と
す
ぐ
に
言
っ
て
き
ま
し
た
。
見
る
と
作
業
台
の
横
に
弁
当
を
包
ん
で
い
た
ハ
ン
カ
チ
が
、
無
造
作
に
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
僕
は
、

む

ぞ
う

さ

朝
の
出
来
事
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
度
に
思
い
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
朝
は
母
に
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
思
い
、

「
朝
は
ご
め
ん
。
弁
当
を
持
っ
て
行
か
な
く
て

」。

と
言
う
と
、

「
い
い
ん
だ
よ

」。

と
作
業
を
し
な
が
ら
こ
っ
ち
を
見
ず
に
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
横
で
作
業
を
続
け
て
い
た
父
が
、
黙
っ
て
何
か
の
部
品
を
差
し
出
し

だ
ま

ま
し
た
。
そ
の
部
品
は
、
緩
や
か
な

曲
線
を
描
き
、
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
か
れ
て
い
ま
し
た
。
僕
が
、

ゆ
る

き
ょ
く
せ
ん

え
が
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「
何
の
部
品
だ
ろ
う
？
」

と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、

「
そ
れ
は
な
あ
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
部
品
な
ん
だ
。
人
工
衛
星
を
宇
宙

へ
打
ち
上
げ
る
た
め
の
ロ
ケ
ッ
ト
さ

」。

う

ち
ゅ
う

と
兄
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
は
、

「
へ
え
ー

」。

と
、
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
部
品
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
な
が
め
て
い
ま
し
た
。

「
い
つ
か
こ
の
部
品
を
使
っ
た
ロ
ケ
ッ
ト
が
宇
宙
に
飛
ん
で
い
っ
て
、
人
工
衛

星
を
地
球
の
外
へ
運
ぶ
ん
だ
。
そ
し
て
、
地
球
の
雲
の
様
子
を
調
べ
た
り
、
自

分
の
位
置
を
確
認
し
た
り
で
き
る
ん
だ
ぜ
。
つ
ま
り
、
天
気
予
報
や
カ
ー
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
に
活
用
さ
れ
る
っ
て
わ
け
だ

」。

「
そ
ん
な
す
ご
い
も
の
が
、
何
で
う
ち
の
工
場
に
あ
る
の
？
」

「
そ
れ
は
な
あ
、
う
ち
の
工
場
が
す
ご
い
か
ら
だ
よ
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
機
械

だ
け
で
は
、
こ
の
部
品
は
作
れ
な
い
ん
だ
。
ど
う
し
て
も
人
間
の
手
作
業
が
必

要
に
な
る
ん
だ
。
う
ち
の
親
父
は
、
こ
の
仕
事
の
プ
ロ
で
百
分
の
一
ミ
リ
ま
で

お
や

じ

正
確
に
磨
く
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
ぞ
。
こ
れ
は
ど
ん
な
機
械
を
使
っ
て
も
で
き

な
い
ん
だ
。
機
械
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
け
が
す
ご
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ

」。

兄
が
話
し
て
い
る
間
も
、
父
は
部
品
を
磨
い
て
は
手
に
と
っ
て
感
触
を
確
か
め
る
作
業
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

か
ん
し
ょ
く

し
ば
ら
く
し
て
、
普
段
は
無
口
な
父
が
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

「
お
れ
は
な
あ
、
中
学
を
卒
業
し
て
、
す
ぐ
に
工
場
で
働
き
始
め
た
。
高
校
へ
行
き
た
い
と
か
、
あ
の
仕
事
に
就
き
た
い
と
か
、
そ
ん

な
こ
と
を
言
え
る
環
境
で
は
な
か
っ
た
。
毎
日
、
毎
日
、
鉄
を
磨
い
て
、
思
い
通
り
の
部
品
が
作
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
二
十
年
ぐ
ら

い
か
か
っ
た
。
で
も
な
、
こ
の
手
で
作
っ
た
も
の
が
、
世
の
中
の
役
に
立
つ
っ
て
い
う
の
は
、
う
れ
し
い
も
の
だ
ぞ

」。

長
年
見
慣
れ
た
父
の
姿
で
し
た
が
、
今
日
の
父
は
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
油
の
染
み
込
ん
だ
黒
い
手
が
、
誇

あ
ぶ
ら

し

こ

ほ
こ

ら
し
く
見
え
ま
し
た
。

（
宮
澤

一
則

作
）
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海
苔
の
町

―
大
森
―
（
大
田
区
）

の

り

お

お

も

り

お

お

た

く

「
さ
あ
、
ど
う
だ
い
！

日
の
出
寿
司
自
慢
の
巻
き
寿
司
だ
よ

」。

ひ

で

ず

し

じ

ま
ん

「
や
っ
ぱ
り
日
の
出
寿
司
の
巻
き
寿
司
は
、

高
に
お
い
し
い
よ

」。

義
之
は
大
き
な
声
を
あ
げ
て
い
た
。

よ
し
ゆ
き

中
学
校
一
年
生
に
な
る
義
之
は
、
大
田
区
大
森
東
に
住
ん
で
い
る
。
寿
司
が
大
の
好
物
で
、
今
日
も
父
に
せ
が
ん
で
家
族
で
町
の

お
お
も
り
ひ
が
し

老
舗
で
あ
る
日
の
出
寿
司
に
来
て
い
た
。

し

に

せ

「
寿
司
の
お
い
し
さ
は
、
新
鮮
な
魚
貝
類
と
シ
ャ
リ
に
加
え
、
海
苔
の
味
に
か
か
っ
て
い
る
ん
だ

」。

の

り

日
の
出
寿
司
の
主
人
で
あ
る
岡
崎
さ
ん
は
熱
く
語
り
始
め
た
。

お
か
ざ
き

「
岡
崎
さ
ん
、
大
森
の
名
物
と
言
っ
た
ら
や
っ
ぱ
り
海
苔
だ
ね

」。

義
之
の
父
が
言
う
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー
席
に
座
っ
て
い
た
西
村
さ
ん
が
、

に
し
む
ら

「
そ
の
通
り
だ

」。

と
大
き
く
う
な
ず
い
た
。

西
村
さ
ん
は
大
森
で
タ
ウ
ン
誌
の
編
集
長
を
し
て
い
て
、
義
之
の
家
族
と
も
顔
な
じ
み
で
あ
る
。

し

「
へ
え
ー
、
西
村
さ
ん
、
大
森
の
海
苔
っ
て
有
名
な
ん
だ

」。

「
そ
う
か
、
義
之
君
は
知
ら
な
か
っ
た
の
か

」。

西
村
さ
ん
は
少
し
が
っ
か
り
し
た
表
情
を
浮
か
べ
た
。

う

「
海
苔
は
ね
、
こ
こ
大
森
か
ら
全
国
に
広
が
っ
た
ん
だ
よ

」。

西
村
さ
ん
は
義
之
に
、
海
苔
の
歴
史
を
話
し
始
め
た
。

「
海
苔
の
養
殖
は
、
今
か
ら
三
百
年
前
の
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
ん
だ
。
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
日
本
一
の
生
産
高
を
誇
っ
て
い
た

よ
う
し
ょ
く

ほ
こ

の
が
大
森
村
、
つ
ま
り
こ
の
あ
た
り
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
大
森
の
海
苔
は
た
い
そ
う
お
い
し
く
評
判
を
呼
ん
で
、
将
軍
家
に
も
献
上
さ

け
ん
じ
ょ
う

れ
て

『
御
膳
海
苔
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
ん
だ

」

、

。

ご

ぜ
ん

の

り

「
そ
ん
な
に
お
い
し
か
っ
た
ん
だ

」。

義
之
は
身
を
乗
り
出
し
た
。

「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
ぞ

」。

今
度
は
岡
崎
さ
ん
が
話
し
始
め
た
。

「
海
苔
の
養
殖
は
、
海
に
ヒ
ビ
と
呼
ば
れ
る
竹
や
木
の
枝
を
立
て
て
、
そ
こ
に
付
着
し
た
海
苔
を
摘
み
取
り
、
和
紙
を
す
く
要

領
で

え
だ

ふ

ち
ゃ
く

つ

と

わ

し

よ
う
り
ょ
う
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紙
の
よ
う
に
薄
く
す
る
ん
だ
。
こ
の
技
術
を
大
森
に
住
む
野
口
六
郎
左
右
衛
門
と
い
う
人
が
考
え
出
し
、
全
国
に
広
め
て
い
っ
た
ん
だ

う
す

の

ぐ
ち
ろ
く
ろ
う

ざ

え

も
ん

よ

」。
「
つ
ま
り
、
大
森
の
海
苔
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
の
日
本
の
食

卓
に
お
い
し
い
海
苔
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ

」。

し
ょ
く
た
く

西
村
さ
ん
は
誇
ら
し
げ
に
付
け
加
え
た
。

「
そ
れ
に
義
之
君
、
こ
の
町
を
よ
く
見
て
ご
ら
ん
。
海
苔
屋
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
だ
ろ
う

」。

西
村
さ
ん
に
言
わ
れ
て
み
て
、
美
原
通
り
の
商
店
街
や
産
業
道
路
沿
い
に
海
苔
屋
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
に
義
之
は
気
が
つ
い
た
。

み

は
ら
ど
お

ぞ

「
あ
っ
、
そ
う
だ
、
海
苔
屋
さ
ん
も
あ
る
け
れ
ど
…
…
、
小
学
校
に
海
苔
を
つ
く
る
道
具
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る

よ

」。
「
う
ん
、
学
校
に
神
社
や
お
寺
、
こ
の
町
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
海
苔
の
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
町
は
い
い
町
な
ん
だ

き
ざ

こ

よ

」。岡
崎
さ
ん
は
し
み
じ
み
と
語
っ
た
。

岡
崎
さ
ん
も
西
村
さ
ん
も
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
、
大
森
の
海
苔
の
歴
史
を
話
し
て
い
る
こ
と
に
義
之
は
驚
い
て
い
た
。
そ
し
て
、

何
だ
か
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

「
大
森
っ
て
す
ご
い
ん
だ
な
あ

」。

義
之
の
口
か
ら
思
わ
ず
言
葉
が
こ
ぼ
れ
て
い
た
。

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
岡
崎
さ
ん
、
こ
の
巻
き
寿
司
の
海
苔
も
、
大
森
の
町
で
作
ら
れ
た
の
で
す
ね

」。

義
之
は
目
を

輝
か
せ
て
尋
ね
た
。

か
が
や

た
ず

「
残
念
だ
け
れ
ど
、
こ
の
海
苔
は
大
森
で
作
っ
た
海
苔
で
は
な
い
ん
だ
。
大
森
で
は
も
う
海
苔
は
作
っ
て
い
な
い
ん
だ
よ

」。

「
え
っ

」。

西
村
さ
ん
の
話
か
ら
、
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
工
場
排
水
に
よ
っ
て
海
の
汚
染
は
進
み
、
さ
ら
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

こ
う
じ
ょ
う
は
い
す
い

お

せ
ん

を
前
に
し
て
、
東
京
湾
の
整
備
計
画
に
よ
り
東
京
湾
は
次
々
と
埋
め
立
て
ら
れ
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
に
三
百
年
に
わ
た
る
大
森
で
の

う

た

海
苔
の
生
産
は
な
く
な
っ
た
。
現
在
は
海
苔
の
善
し
悪
し
を
見
極
め
る
技
術
を
活
か
し
て
、
八
十
軒
ほ
ど
の
海
苔
問
屋
が
大
森
に
あ
る

よ

あ

い

け
ん

こ
と
を
義
之
は
知
っ
た
。

義
之
は
、
そ
れ
で
は
せ
っ
か
く
の
伝
統
が
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

義
之
の
顔
を
見
て
、
西
村
さ
ん
は
、

「
ま
あ
、
そ
ん
な
に
不
満
そ
う
な
顔
を
す
る
な
よ

」。

と
言
っ
た
が
、
義
之
に
は
ど
う
し
て
も
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
。

「
確
か
に
海
苔
の
生
産
の
灯
は
大
森
の
町
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。
…
…
け
れ
ど
大
森
の
人
々
の
海
苔
を
愛
す
る
心
は
、
こ
の
町
に
今

ひ
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も
ず
っ
と
生
き
続
い
て
い
る
ん
だ
。
一
週
間
後
に
君
に
見
せ
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る

」。

岡
崎
さ
ん
は
西
村
さ
ん
の
顔
を
ち
ら
り
と
見
る
と
、
義
之
に
笑
顔
で
言
っ
た
。

一
週
間
後
、
義
之
は
岡
崎
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
、
小
舟
が
浮
か
ぶ
運
河
沿
い
の
小
道
を
歩
い
て
い
た
。

う
ん

が

ぞ

あ
の
日
か
ら
義
之
は
、
岡
崎
さ
ん
の
言
っ
た
、

「
大
森
の
人
々
の
海
苔
を
愛
す
る
心
は
今
も
ず
っ
と
生
き
続
い
て
い
る

」。

と
い
う
言
葉
が
気
に
な
っ
て
い
た
。

「
今
日
は
義
之
君
に
見
せ
た
い
場
所
が
あ
っ
て
、
特
別
に
許
可
を
得
て
い
る
ん
だ
よ

」。

小
道
を
通
り
抜
け

『
工
事
中
』
と
書
か
れ
た
看
板
の
中
に
立
ち
入
る
と
、
義
之
は
目
を
見
張
っ
た
。

、

ぬ

か
ん
ば
ん

「
こ
ん
な
場
所
が
あ
る
な
ん
て
…
…

」。

義
之
は
し
ば
ら
く
何
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

真
っ
白
な
砂
浜
、
一
面
に
広
が
る
海
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
浜
辺
で
あ
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
ハ
ゼ
や
ボ
ラ
が
勢
い
よ

は
ま

べ

く
泳
い
で
い
る
。
向
こ
う
の
浜
辺
で
は
ユ
リ
カ
モ
メ
が
羽
を
休
め
て
い
る
姿
も
見
え
た
。

あ
ま
り
に
も
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
そ
の
景
色
は
、
見
慣
れ
て
い
る
大
森
の
町
並
み
と
は
別
の
世
界
の
よ
う
に
義
之
に
は
思
え
た
。

「
岡
崎
さ
ん
、
確
か
堤
防
が
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
け
ど
…
…

」。

て
い
ぼ
う

こ
の
場
所
は
、
内
川
が
海
に
注
ぎ
入
る
あ
た
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
義
之
は
思
い
出
し
て
い
た
。

う
ち
か
わ

そ
そ

い

「
そ
う
だ
ね
。
内
川
の
河
口
、
護
岸
が
あ
っ
た
場
所
だ
。
で
も
今
は
海
苔
を
養
殖
し
て
い
た
大
森
の
海
を
再
現
し
て
つ
く
っ
た
人
工

か

こ
う

ご

が
ん

よ
う
し
ょ
く

さ
い
げ
ん

の
浜
辺
な
ん
だ
。
六
年
前
に
着
工
し
、
来
年
や
っ
と
『
大
森
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
公
園
』
と
し
て
町
の
人
々
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
を
つ
く
る
ま
で
に
は
、
二
十
数
年
の
年
月
が
か
か
っ
て
い
る
ん
だ
よ

」。

「
二
十
数
年
も
…
…

」。

義
之
は
、
そ
の
長
い
年
月
に
驚
い
た
。

「
義
之
君
、
も
し
こ
の
海
が
な
く
な
る
と
し
た
ら
君
は
ど
う
思
う
か
い

」。

「
え
っ
、
そ
ん
な
…
…
そ
ん
な
の
い
や
だ
よ

」。

義
之
は
、
目
の
前
に
あ
る
海
が
な
く
な
る
な
ん
て
考
え
も
つ
か
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

「
二
十
数
年
の
間
に
は
、
こ
の
あ
た
り
一
面
を
埋
め
立
て
る
計
画
が
あ
っ
た
ん
だ
。
そ
の
時
の
大
森
の
人
々
の
思
い
も
、
義
之
君
の
思

う

た

い
と
同
じ
だ
っ
た
ん
だ
よ

」。

岡
崎
さ
ん
は
思
い
出
す
よ
う
に
言
っ
た
。

「
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
、
大
森
の
海
苔
の
生
産
の
灯
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
と
て
も
残
念
な
こ
と
だ
。
…
…
け
れ
ど
、

ひ
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大
森
の
町
の
人
々
に
と
っ
て
海
苔
を
養
殖
し
て
い
た
海
や
浜
辺
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
ふ
る
さ
と
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
思
い
や
願
い
が
形
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
を
つ
く
っ
た
ん
だ

」。

義
之
は
、
海
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
岡
崎
さ
ん
の
横
顔
に
、
長
い
年
月
に
わ
た
る
ふ
る
さ
と
へ
の
深
い
思
い
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う

に
思
え
た
。

「
こ
の
浜
辺
を
、
う
れ
し
い
と
き
に
訪

れ
、
悲
し
い
と
き
に
心
が
癒
さ
れ
る
そ
ん
な
場
所
に
し
た
い
ん
だ

」。

お
と
ず

い
や

岡
崎
さ
ん
は
力
強
く
言
っ
た
。

義
之
は
、
岡
崎
さ
ん
が
以
前
に
言
っ
た
、

「
海
苔
を
愛
す
る
心
が
生
き
続
い
て
い
る

」。

と
い
う
言
葉
を
、
今
し
っ
か
り
と
感
じ
て
い
た
。

「
お
ー
い
、
義
之
君

」。

振
り
向
く
と
西
村
さ
ん
が
浜
辺
の
向
こ
う
に
立
っ
て
い
た
。

ふ

む

「
こ
の
浜
辺
に
は
海
苔
の
資
料
館
が
、
平
成
二
十
年
に
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
あ
そ

こ
に
見
え
る
区
の
建
物
を
改
築
し
、
さ
ら
に
そ
の
隣
り
に
は
新
し
い
建
物
も
で
き
る
ん
だ

」。

か
い
ち
く

西
村
さ
ん
は
建
物
の
方
を
指
さ
し
て
、
う
れ
し
そ
う
に
言
っ
た
。
義
之
は
西
村
さ
ん
が
、
こ

の
浜
辺
に
海
苔
の
資
料
館
を
つ
く
る
た
め
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

ほ
ん
そ
う

「
資
料
館
に
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
道
具
や
海
苔
船
を
展
示
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
ん
だ
。
海
苔
の
道
具
は
、
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
に
あ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う

」。

「
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
で
、
大
森
の
海
苔
の
歴
史
を
み
ん
な
に
伝
え
て
い
く
の
で
す
ね

」。

義
之
は
少
し
自
慢
げ
に
言
っ
た
。

じ

ま
ん

「
あ
あ
、
そ
の
通
り
だ
よ
。
義
之
君
に
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
な

」。

西
村
さ
ん
は
、
義
之
に
自
分
の
思
い
が
伝
わ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
。

「
海
苔
の
資
料
館
で
は
、
み
ん
な
に
海
苔
の
養
殖
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。
水
質
と
い
う
課
題
は
あ
る
が
、
い
つ
か

き
っ
と
こ
の
大
森
の
海
で
再
び
海
苔
を
つ
く
り
、
み
ん
な
に
食
べ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
ん
だ
。
そ
の
時
は
岡
崎
さ
ん
、
お
い
し
い
巻

き
寿
司
を
頼
む
よ

」。

「
も
ち
ろ
ん
だ
。
大
森
の
海
苔
を
使
っ
た
巻
き
寿
司
を
、
義
之
君
に
一
番
に
握
る
か
ら
な

」。

に
ぎ

「
は
い
、
お
願
い
し
ま
す

」。

海
を
見
つ
め
る
義
之
の
心
の
中
に
は
、
こ
の
町
へ
の
熱
い
思
い
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

（
鮫
島

千
惠
子

作
）
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麗
し
の
歌
舞
伎
座
（
中
央
区
）

う
る
わ

か

ぶ

き

ざ

ち
ゅ
う

お

う

く

「
こ
の
度
、
歌
舞
伎
座
は
老
朽
化
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
対
応
を
理
由
に
、
劇
場
本
体
を
高
層
ビ
ル
に
建
て
替
え
る
方
針
を
発
表
し

か

ぶ

き

ざ

ろ
う
き
ゅ
う

か

た

か

ま
し
た

」。

突
然
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。
亜
紀
、
中
学
二
年
、
平
成
十
七
年
十
一
月
の
こ
と
で
す
。

あ

き

六
年
前
、
小
学
校
二
年
生
の
夏
休
み

。

｜
｜

父
と
娘
で
出
か
け
た
初
め
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
。
両
親
が
豚
に
変
身
さ
せ
ら
れ
、
主
人
公
の
少
女
が
働
く
こ
と
に
な
る

ち
ち

む
す
め

ぶ
た

風
呂
屋
の
シ
ー
ン
に
な
っ
た
と
き
、

ふ

ろ

や

「
あ
っ
。
私
達
の
住
ん
で
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
裏
の
建
物
み
た
い

」。

と
、
亜
紀
は
歓
声
を
上
げ
ま
し
た
。

か
ん
せ
い

「
そ
ん
な
風
に
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
似
て
い
る
ね

」。

父
も
亜
紀
の
言
葉
に
う
な
ず
い
た
の
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
で
す
。
亜
紀
が
歌
舞
伎
座
に
興
味
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
。

「
そ
れ
で
、
あ
の
建
物
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
な
の
？
」

「
お
芝
居
を
す
る
所
な
ん
だ
よ

」。

し
ば

い

「
ふ
ー
ん
。
ど
ん
な
？
」

「
江
戸
時
代
の
町
民
や
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
時
代
の
武
士
を
主
人
公
に
し
た
お
話
が
多
い
ん
だ
よ

」。

「
亜
紀
も
一
度
見
て
み
た
い

」。

「
よ
し
、
そ
れ
で
は
、
一
緒
に
見
に
行
こ
う

」。

歌
舞
伎
好
き
の
父
に
と
っ
て
は
、
娘
が
興
味
を
示
し
た
こ
と
が
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
亜
紀
が
小
学
校
中
学
年
の
頃こ

ろ

か
ら
は
、
月
に
一
度
は
一
緒
に
一
幕
だ
け
で
も
歌
舞
伎
見
物
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ひ
と
ま
く

幼
い
な
が
ら
も

『
勧
進
帳

『
助
六
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
『
歌
舞
伎
十
八
番
』
の
筋
書
き
も
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

、

』、

か
ん
じ
ん
ち
ょ
う

す
け
ろ
く

か

ぶ

き

じ
ゅ
う
は
ち
ば
ん

す
じ

が

の
で
す
。

し
か
し
、
中
学
生
に
な
る
と
、
銀
座
通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
は
近
代
的
な
ビ
ル
が
多
く
都
会
的
な
の
に
、
晴
海
通
り
に
面
し
た
こ
の

ぎ
ん

ざ

ど
お

は

る

み
ど
お

＊
勧
進

帳

か
ん
じ
ん
ち
よ
う

＊
助
六

す
け
ろ
く

＊
歌
舞
伎

十

八
番

か

ぶ

き

じ
ゆ
う
は
ち
ば
ん

歌
舞
伎
の
有
名

な
演
目
。
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歌
舞
伎
座
は
古
め
か
し
く
て
、
な
ん
だ
か
嫌
だ
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
年
頃
に
な
り
、
お
し
ゃ
れ
に
も
関
心
が
高
ま
っ

い
や

と
し
ご
ろ

て
き
た
亜
紀
に
と
っ
て
、
四
丁
目
界
隈
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の
方
が
素
敵
に
映
り
ま
し
た
。
何
で
も
新
し
く
て
き
れ
い
な
方
が
新
鮮

か
い
わ
い

す

て
き

う
つ

で
よ
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
毎
月
一
幕
は
見
て
い
る
歌
舞
伎
な
の
で
す
が
、
小
柄
な
亜
紀
に
は
十
分
な
座
席
で
も
、
大
人

こ

が
ら

の
人
た
ち
に
は
窮
屈
に
感
じ
る
座
席
で
す
。
特
に
、
日
本
の
観
光
に
来
て
い
る
外
国
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
と
て
も
狭
い
座
席
な
の

き
ゅ
う
く
つ

せ
ま

で
す
。

（
こ
ん
な
所
で
は
、
世
界
に
誇
れ
る
歌
舞
伎
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
な
い
じ
ゃ
な
い

）。

（
い
っ
そ
歌
舞
伎
座
も
近
代
的
な
高
層
ビ
ル
に
建
て
替
え
た
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い

）。

と
思
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

中
学
二
年
生
の
六
月
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
カ
レ
ン
と
い
う
十
六
歳
の
女
の
子
が
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
亜
紀
の
家
に
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
亜
紀
は
カ
レ
ン
と
仲
良
く
な
れ
る
だ
ろ
う
か
、
ま
た
自
分
の
英
会
話
が
通
じ
る
だ
ろ
う
か
と
、
と
て
も
不
安

に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
カ
レ
ン
の
人
な
つ
っ
こ
さ
と
明
る
さ
に
助
け
ら
れ
、
ま
た
た
く
間
に
仲
良
く
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。た

だ
し
、
カ
レ
ン
の
質
問
攻
撃
に
は
い
さ
さ
か
閉
口
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
げ
き

へ
い
こ
う

「
歌
舞
伎
の
由
来
は
何
で
す
か
？
」

ゆ

ら
い

「
上
演
中
に
か
か
る
か
け
声
は
何
で
す
か
？
」

カ
レ
ン
は
、
せ
っ
か
く
日
本
に
来
た
の
だ
か
ら
、
日
本
に
つ
い
て
深
く
教
え
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
歌
舞
伎
座

の
こ
ん
な
近
く
に
住
む
亜
紀
の
家
に
来
る
こ
と
に
わ
く
わ
く
し
て
い
た
の
で
す
。
カ
レ
ン
は
自
国
に
誇
り
を
も
っ
て
お
り
、
何
で
も
説

ほ
こ

明
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
カ
レ
ン
の
住
ん
で
い
る
テ
ロ
ッ
ク
・
ア
ヤ
地
区
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
も
歴
史
的
に
意
味
の
深
い
寺
院
が
多

く
建
ち
並
ぶ
伝
統
あ
る
地
域
で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

古
の
中
国
寺
院
が
あ
る
こ
と
が

大
の
自
慢
で
し
た
。
だ
か
ら
、
亜
紀
に
質

問
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
亜
紀
は
日
本
人
と
し
て
、
ま
た
東

銀
座
の
住
人
と
し
て
、
何
も
知
ら
な
い
自
分
を
恥
ず

ひ
が
し
ぎ
ん

ざ

か
し
く
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
夜
か
ら
、
亜
紀
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
歌
舞
伎
の
歴
史
を
調
べ
ま
し
た
。
少
し
で
も
カ
レ
ン
の
質
問
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
と

願
っ
て
。

歌
舞
伎
の
は
じ
ま
り
は
、
出
雲
の
阿
国
（
お
く
に
）
と
い
う
女
性
が
一
五
九
八
年
に
「
や
や
こ
踊
り
」
と
い
う
子
ど
も
の
踊
り

い

ず

も

お
ど

を
踊
っ
て
人
気
を
得
た
こ
と
か
ら
で
す

「
歌
舞
伎
」
と
い
う
言
葉
は

「
傾
く

（
か
ぶ
く
）
と
い
う
言
葉
が
語
源
で
す
。
こ
れ

。

、

」

ご

げ
ん

は
、
常
識
を
は
ず
れ
た
も
の
、
型
破
り
な
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
ふ
れ
た
若
者
達
の
中
に
、
派

か
た
や
ぶ

は

＊
出
雲
の
阿
国

い

ず

も

お

く

に

出
雲
歌
舞
伎

の
創
始
者
。
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手
な
着
物
を
着
て
奇
抜
な
髪
型
や
持
ち
物
を
身
に
付
け
て
、
町
を
闊
歩
す
る
者
た
ち
が
い
て
、
彼
ら
の
こ
と
を
「
傾
き
者

（
か

」

で

き

ば
つ

か
み
が
た

か
っ

ぽ

ぶ
き
も
の
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
阿
国
が
そ
の
よ
う
な
風
俗
を
取
り
入
れ
て
、
派
手
な
着
物
を
着
て
踊
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
で

ふ
う
ぞ
く

し
た
。

調
べ
て
い
る
う
ち
に

（
そ
れ
で
は
、
歌
舞
伎
座
の
歴
史
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う

）
と
い
う
疑
問
が
亜
紀
の
心
に
わ
い
て
き
ま
し
た
。

、

。

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
、
歌
舞
伎
座
の
座
席
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
、
夢
中
に
な
っ
て
調
べ
ま
し
た
。
カ
レ
ン
を
誘
っ
て

む

ち
ゅ
う

さ
そ

取
材
に
も
出
か
け
ま
し
た
。
い
つ
も
、
開
幕
前
に
観
客
の
整
理
を
し
て
い
る
は
っ
ぴ
を
着
た
男
の
人
に
聞
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

し
ゅ
ざ
い

「
歌
舞
伎
座
の
歴
史
に
つ
い
て
知
り
た
い
ん
で
す
け
ど

」。

「
私
か
い
？
」

「
は
い
、
い
つ
も
会
場
前
に
お
客
さ
ん
と
話
を
し
た
り
、
会
場
準
備
を
し
た
り
し
て
い
る
姿
を
見
て
、
歌
舞
伎
座
に
つ
い
て
教
え
て
ほ

し
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
私
は
、
歌
舞
伎
座
の
裏
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
吉
沢
亜
紀
と
言
い
ま
す
。
彼
女
は
、
私
の
家
に
ホ
ー

よ
し
ざ
わ

あ

き

ム
ス
テ
イ
し
て
い
る
カ
レ
ン
で
す

」。

「
お
じ
さ
ん
は
、
中
村
屋
さ
ん
に
馴
染
み
が
深
く
、
中
村
恵
吉
と
言
い
ま
す
。
あ
っ
し
に
分
か
る
こ
と
な
ら
何
で
も
聞
い
て
お
く
ん
な

な

じ

な
か
む
ら
け
い
き
ち

さ
い

」。
は
っ
ぴ
姿
が
と
て
も
板
に
つ
い
て
い
る
方
で
し
た
。
亜
紀
は
、
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
話
し
始
め
ま
し
た
。

い
た

「
私
は
カ
レ
ン
か
ら
歌
舞
伎
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
聞
か
れ
ま
し
た
。
で
も
、
自
信
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
人
と
し
て
、

ま
た
、
こ
の
地
域
に
住
む
者
と
し
て
と
て
も
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
歌
舞
伎
や
歌
舞
伎
座
に
つ
い
て
ち
ゃ
ん
と
知
り
た

い
と
思
っ
た
の
で
す

」。

亜
紀
の
言
葉
と
真
剣
な
眼
差
し
を
意
気
に
感
じ
て
、
中
村
恵
吉
さ
ん
は
話
し
始
め
ま
し
た
。

ま
な

ざ

い

き

「
こ
の
建
物
は
ね
、
明
治
の
演
劇
改
良
運
動
の
流
れ
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
ま
で
一
番
大
き
か
っ
た
新
富
座
を
超
え
て
、

し
ん
と
み

ざ

こ

一
番
大
き
い
劇
場
と
し
て
こ
の
歌
舞
伎
座
が
建
て
ら
れ
た
ん
だ
。
明
治
二
十
二
年
の
こ
と
だ
よ

」。

「
へ
ー
っ
。
そ
の
時
の
建
物
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？
」

「
い
や
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
。
大
正
十
年
に
漏
電
で
火
事
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。
そ
の
上
、
大
正
十
二
年
再
建
工
事
中
に
、

ろ
う
で
ん

関
東
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
う
。
よ
う
や
く
大
正
十
四
年
に
新
築
さ
れ
る
ん
だ
が
、
昭
和
二
十
年
に
東
京
大
空
襲
で
大
屋
根
が

か
ん
と
う
だ
い
し
ん
さ
い

み

ま

と
う
き
ょ
う
だ
い
く
う
し
ゅ
う

落
ち
、
内
部
が
燃
え
て
し
ま
う
ん
だ
。
昭
和
二
十
六
年
に
再
興
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
ん
だ

」。

さ
い
こ
う

「
こ
の
歌
舞
伎
座
に
も
、
長
い
歴
史
が
あ
る
ん
で
す
ね

」。

「
建
物
の
造
り
は
桃
山
様
式
と
言
っ
て
ね
、
安
土
桃
山
時
代
の
建
築
ス
タ
イ
ル
な
ん
だ
。
歌
舞
伎
を
上
演
す
る
建
物
と
し
て
は

も
ふ

つ
く

も
も
や
ま
よ
う
し
き

あ

づ
ち
も
も
や
ま

さ
し
い
様
式
な
ん
だ
。
平
成
十
四
年
に
は
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
ん
だ
よ

」。

と
う
ろ
く
ゆ
う
け
い
ぶ
ん

か

ざ
い

＊
中
村
屋

歌
舞
伎
役
者

中
村
勘
三
郎
お

な

か
む

ら

か

ん
ざ

ぶ

ろ
う

よ
び
そ
の
一
門

の
屋
号
。

＊
桃
山
様
式

も

も
や

ま
よ

う

し
き

安
土
桃
山
時

代
の
華
や
か
な

建
築
様
式
。
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「
歴
史
が
あ
る
ん
で
す
ね

」。

「
そ
う
で
す
。
歴
史
と
伝
統
を
大
切
に
し
つ
つ
、
私
達
歌
舞
伎
座
に
働
く
者
は
頑
張
っ
て
る
ん
だ
よ

」。

が
ん

ば

「
私
に
と
っ
て
歌
舞
伎
座
は
小
さ
い
頃
か
ら
近
く
に
あ
る
の
が
当
た
り
前
で
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
も
何
も
か
も
分
か
ら
な
い
で
い
ま
し

た
。
今
、
お
話
を
聞
い
て
、
改
め
て
歌
舞
伎
座
の
価
値
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

」。

亜
紀
は
、
心
か
ら
中
村
さ
ん
に
感
謝
し
ま
し
た
。

亜
紀
は
、
中
村
さ
ん
の
言
葉
に
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
カ
レ
ン
が
帰
国
し
た
後

「
歌
舞
伎
座
が
建
て
替
え
ら
れ
る

」

、

。

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
と
き
、
驚
い
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
古
く
か
ら
の
ご
ひ
い
き
の
父
と
一
緒

に
歌
舞
伎
座
の
副
支
配
人
を
訪
ね
ま
し
た
。

「
先
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
歌
舞
伎
座
の
建
て
替
え
の
件
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
ね

」。

け
ん

「
座
席
の
狭
さ
や
耐
震
面
で
の
心
配
も
あ
っ
て
発
表
し
た
の
で
す
が
…
…
。
ニ
ュ
ー
ス
後
の
反
響
が
と
て
も
大
き
か
っ
た
の
で
驚
い
て

た
い
し
ん
め
ん

い
ま
す

」。

副
支
配
人
は
丁
寧
な
応
対
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

て
い
ね
い

「
現
在
、
改
修
工
事
の
具
体
的
な
日
程
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
歌
舞
伎
座
の
外
観
を
残
し
な
が
ら
内
部
の
改
修
工
事
だ
け
を
行
う

か
い
し
ゅ
う
こ
う

じ

が
い
か
ん

方
法
も
検
討
し
て
い
ま
す

」。

と
言
葉
を
続
け
ま
し
た
。

（
大
好
き
な
歌
舞
伎
座
の
姿
が
保
存
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

）
と
い
う
言
葉
に
、
亜
紀
は
少
し
安
堵
し
ま
し
た
。

。

あ
ん

ど

幼
い
頃
か
ら
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
自
宅
の
近
く
に
あ
っ
た
歌
舞
伎
座
。
桃
山
様
式
風
の
威
風
堂
々
と
し
た
姿
に
守
ら
れ
て
い
る
よ

い

ふ
う
ど
う
ど
う

う
な
気
が
し
ま
す
。
小
学
校
の
入
学
式
の
日
も
、
中
学
生
に
な
っ
た
あ
の
日
も
歌
舞
伎
座
の
正
面
玄
関
で
記
念
撮
影
を
し
ま
し
た
。
亜

さ
つ
え
い

紀
に
と
っ
て
歌
舞
伎
座
は
、
憩
い
の
場
で
あ
り
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す

「
麗

し
の
歌
舞
伎
座
」
と
で
も
言
う
べ
き
存
在

。

い
こ

う
る
わ

な
の
だ
と
改
め
て
感
じ
る
の
で
し
た
。

し
か
し
、
先
日
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
歌
舞
伎
座
の
改
修
工
事
が
ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

地
域
に
住
む
一
人
と
し
て
、
歌
舞
伎
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
考
え
て

け
い
し
ょ
う

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
坂
口

幸
恵

作
）

＊
登
録
有
形
文

と
う

ろ
く

ゆ

う
け

い
ぶ

ん

化
財

か

ざ
い

有
形
の
文
化

財
で
歴
史
上
ま

た
は
芸
術
上
価

。

値
の
高
い
も
の
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第
二
章 

郷
土
資
料
の
活
用 
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 小
学
校
低
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

１
―
⑶

た
か
お
の 

山や
ま

の 

て
ん
ぐ
（
八
王
子
市
） 

一 

ね
ら
い 

よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
、
よ
い
と
思
う
こ
と
を

進
ん
で
行
お
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
八
王
子
市
の
高
尾
山
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
都

内
に
あ
る
高
尾
山
に
は
、
毎
日
た
く
さ
ん
の
登
山
者
が
訪
れ
、

行
っ
た
こ
と
の
あ
る
子
供
も
多
い
。
そ
の
高
尾
山
に
は
、
悪
い

こ
と
を
し
な
い
て
ん
ぐ
が
い
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
夜
に
し
て
根
が
丸
く
な
っ
た
「
た
こ
杉
」
と
呼
ば
れ

る
杉
の
木
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
子
供
達
に
と

っ
て
身
近
な
郷
土
を
素
材
に
し
た
資
料
の
た
め
、
興
味
を
も
っ

て
ね
ら
い
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
よ
い
こ
と
を
進
ん

で
行
い
、
悪
い
こ
と
を
し
な
か
っ
た
て
ん
ぐ
は
、
ね
ら
い
を
達

成
す
る
に
は
効
果
的
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
て
ん
ぐ
の
気
持
ち
に
共
感
さ
せ
る
た
め
に
、
て
ん
ぐ
の
お
面
な

ど
を
使
っ
て
発
表
さ
せ
る
と
効
果
的
で
あ
る
。 

・
３
―
⑴
の
動
植
物
愛
護
の
価
値
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
導
入

で
は
「
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
」
に
視
点
を
お
い
て
、
ね
ら
い

か
ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
展
開
前
段
で
は
、
て

ん
ぐ
の
気
持
ち
に
共
感
さ
せ
な
が
ら
、
多
様
な
価
値
観
を
引
き

出
し
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ よいことと悪いことについて話し合う。 

 ○ 「よいこと」「悪いこと」にどんなことがあるか。 

・ねらいとする価値に目を向けさ

せる。 

２ 資料「たかおの 山の てんぐ」を読んで話し合う。 

(1) 山に登ってくる人を見て、てんぐはどんなことを考えたか。

・ 登ってくる人を応援したい。 

・ 何か手伝うことはないかなあ。 

(2) 真っ赤な顔をもっと真っ赤にしたてんぐは、どんなことを

考えたか。 

・ 登ってくる人をどうしたら助けることができるのかな。 

・ 杉の木は切らない方法はないかなあ。 

(3) 地面を掘っても杉の木が抜けず、てんぐはどんなことを考

えたか。 

・ もうやめたい。 

・ なんとかしたいけど、疲れてやめたい。 

・ 登ってくる人のためにがんばって続けよう。 

(4) 道のはずれに杉の木が立ち、登ってくる人が転ばなくなっ

て、てんぐはどんな気持ちだったか。 

・ いいことをしたなあ。 

 

・山に登ってくる人のために、応

援してあげようとするてんぐ

の考えに共感させる。 

・登ってくる人を助ける方法がな

くて困っているてんぐの考え

に共感させる。 

 

・杉の木が抜けず、てんぐがいろ

いろと考えながら地面を掘っ

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。

 

・よいことを進んでしたあとの充

実感や満足感に共感させる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

○ 今までよいと思うことを進んで行おうとしたことやでき

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、自己を見つめさせる。 

４ 教師の説話を聞く。 

○ よいことと悪いことを区別して行動した体験談を話す。 

 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

２
―
⑴

あ
い
さ
つ
通ど

お

り
（
国
分
寺
市
） 

一 

ね
ら
い 

 
 

気
持
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
、
動
作
な
ど
に
心
が
け
て
、
明
る

く
接
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
学
校
周
辺
の
地
域
で
は
、
子
供
達
が
健
全
に
成
長
し
て
い
く
た

め
に
多
く
の
取
り
組
み
を
し
て
き
て
い
る
。
国
分
寺
市
青
少
年

北
地
区
で
は
、
あ
い
さ
つ
の
励
行
に
取
り
組
み
、
主
に
学
校
周

辺
に
看
板
を
取
り
付
け
て
い
る
。
こ
の
看
板
に
は
、
地
域
の
大

人
た
ち
か
ら
模
範
を
見
せ
て
あ
い
さ
つ
を
か
わ
し
、
子
供
達
に

も
実
践
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

国
分
寺
市
の
学
校
を
題
材
と
し
た
本
資
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
活
用
す
る
こ
と
で
、
子
供
は
身
近
に
感
じ
、
興
味
・
関
心

を
も
っ
て
学
習
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
お
じ
さ
ん
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
と
き
の
気
持
ち
を
、
役
割
演
技

を
通
し
て
考
え
さ
せ
る
。 

・
本
資
料
で
は
国
分
寺
市
を
題
材
に
し
て
い
る
が
、
児
童
自
身
が

自
分
た
ち
の
地
域
を
振
り
返
る
活
動
も
効
果
的
で
あ
る
。 

・
こ
こ
ろ
の
ノ
ー
ト
の
『
あ
い
さ
つ
は
こ
こ
ろ
の
リ
ボ
ン
』
を
紹

介
す
る
な
ど
、
こ
こ
ろ
の
ノ
ー
ト
を
活
用
す
る
。 

四 

展
開
例

学習活動 指導上の留意点 
１ あいさつの言葉について話し合う。 
 ○ どのような「あいさつの言葉」を知っていますか。 
・ おはよう。さようなら。ただいま。いただきます･･････。

 
・あいさつを板書する。 

２ 資料「あいさつ通り」を読んで話し合う。 

(1) おじさんのところを走って通りすぎてしまったときは、ど

んな気持ちだったか。 

・ おじさんは、苦手だな。 

・ あいさつしたほうがいいかな。 

(2) 先生から「あいさつ通り」の看板の話を聞いたとき、とし

くんはどんなことを考えたか。 

・ いつもあいさつしてるよ。 

・ あのおじさんにあいさつしてないや。 

・ あのおじさんにもあいさつをした方がいいのかな。 

(3) おじさんにあいさつをしたとき、何で胸の奥がすっきりし

たのか。  

 ・ あいさつをして気持ちがよかったから。 

 ・ 気持ちのよい返事が返ってきたから。 

 
・おじさんを苦手としているとし

君の気持ちに気付かせる。 
 
 
・「あいさつ通り」の看板の写真

を掲示する。 
 
 
 
・役割演技でとし君の気持ちを考

えさせる。おじさん役を教師が

行う。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ あいさつをして気持ちがよかったのは、どんなときか。

・ 毎朝、「おはよう」のあいさつをしている。 
 

 
・導入で出されたあいさつを確認

しながら体験を想起させる。 

４ 教師の説話を聞く。 
○ 「こころのノート」『あいさつはこころのリボン』を紹

介する。 
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 小
学
校
低
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

３
―
⑴

よ
う
こ
そ 

は
な
子こ

さ
ん
（
武
蔵
野
市
） 

一 

ね
ら
い 

身
の
ま
わ
り
の
生
き
も
の
に
親
し
み
を
も
ち
、
優
し
い
心
で

接
し
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
昭
和
二
十
九
年
以
来
、
東
京
都
井
の
頭
自
然
文
化
園
で
飼
育
さ

れ
て
い
る
象
の
は
な
子
は
、
子
供
達
の
人
気
者
で
あ
る
。 

・
象
の
は
な
子
と
飼
育
係
の
お
じ
さ
ん
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し

て
、
動
物
に
親
し
み
を
も
つ
と
と
も
に
、
身
の
ま
わ
り
に
い
る

動
植
物
に
も
目
を
向
け
、
優
し
い
心
で
接
し
よ
う
す
る
気
持
ち

を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
現
在
・
過
去
・
現
在
の
時
間
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
数
十
年
も

の
間
、
温
か
い
交
流
を
深
め
て
き
た
は
な
子
と
飼
育
係
の
お
じ

さ
ん
の
間
に
は
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
あ
る
。
み
ぞ
に
落
ち

た
は
な
子
を
ひ
き
上
げ
た
り
、
や
せ
衰
え
て
い
く
は
な
子
を
助

け
よ
う
と
研
究
を
し
た
り
し
て
、
今
日
に
い
た
っ
た
。
は
な
子

と
お
じ
さ
ん
と
の
心
の
交
流
を
通
し
て
、
生
命
あ
る
も
の
の
大

切
さ
や
尊
さ
、
そ
し
て
、
生
き
も
の
と
共
に
生
き
る
こ
と
の
す

ば
ら
し
さ
に
気
付
か
せ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
生
活
科
等
で
育
て
て
い
る
生
き
物
の
観
察
を
し
、
成
長
の
喜
び

を
味
わ
わ
せ
る
。 

・
身
近
な
生
き
物
へ
の
手
紙
を
教
室
に
掲
示
し
た
り
、
実
際
に

読
ん
だ
り
し
て
、
一
人
一
人
の
よ
さ
を
紹
介
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 身のまわりの生きものに触れて、感じたことや考えたことを

発表し合う。 
○ 今までにどんな生き物を育てたり飼ったりしたことがある

か。 

 
 
・植物や動物に目を向けさせ、板

書する。 
２ 資料「ようこそ はな子さん」を読んで話し合う。 

(1) おじさんは、どんな気持ちで毎朝はな子にえさをあげている

のか。 

・ 今日もおいしく食べてくれるかな。 

・ 今日も元気にがんばろうね。 

(2) はな子がみぞに落ちたとき、おじさんはどんな気持ちだった 

か。 

・  あっ、もう、だめかな。 ・  早く助けるから、がんばれよ。

(3) はな子の歯が一本しか残っていないことを知ったとき、おじ 

さんはどんなことを思ったか。 

・ ごめんよ、こんなになるまで知らなくて。 

・ 一本の歯で食べられる方法はないかな。 

(4) おじさんはどんな気持ちで、はな子にお祝いの歌を歌ったか。

・ お前と一緒にすごせて、うれしいよ。 

・ これからも、お互い元気でいような。 

・はな子は二歳半のときにタイの

国からやってきたこと、みぞに

落ちたとき、干草等で段を作

り、はな子の前足にロープをか

けて、その段を上らせたこと、

象の歯は抜けかわるが、抜けか

わるべき歯がもうなくなった

こと、４人で一時間以上かけ

て、整腸剤入りのバナナジュー

スを使った流動食を作ってい

ること等を、補足説明するとよ

い。 

 
・ふき出し等を黒板にはり、おじ

さんの気持ちを書かせる。 
３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

○ 育てている生き物にどのようなことをしたか。また、その

ときの気持ちはどうだったか。 
 

・導入の板書を生かす。 

４ 身のまわりの生き物に手紙を書く。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

３
―
⑶

う
え
の
先せ

ん

生せ
い

と 

ハ
チ
（
渋
谷
区
） 

一 

ね
ら
い 

美
し
さ
や
清
ら
か
さ
に
触
れ
て
感
動
す
る
心
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
渋
谷
区
郷
土
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
ハ
チ
公

文
献
集
」
（
編
者 

林
正
春
）
を
参
考
文
献
と
し
て
い
る
。 

・
渋
谷
駅
に
あ
る
ハ
チ
公
像
は
有
名
で
あ
る
。
そ
の
ハ
チ
と
飼
い

主
で
あ
る
上
野
先
生
の
心
の
き
ず
な
を
描
い
た
資
料
で
あ
る
。

互
い
に
深
い
愛
情
で
結
び
つ
い
た
、
温
か
く
美
し
い
話
に
子
供

達
は
感
動
で
き
る
。
先
生
の
愛
情
が
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か

は
、
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ハ
チ
が
い
か
に
先
生

の
こ
と
が
好
き
で
あ
っ
た
か
も
共
感
で
き
る
と
考
え
る
。
帰
ら

ぬ
先
生
を
待
ち
続
け
る
悲
し
い
話
で
は
あ
る
が
、
ハ
チ
と
先
生

の
心
の
き
ず
な
は
子
供
達
の
心
を
揺
り
動
か
す
で
あ
ろ
う
。 

・
ハ
チ
の
は
く
製
は
、
国
立
科
学
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、

先
生
と
ハ
チ
の
墓
は
青
山
霊
園
に
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
駅
前
の
ハ
チ
公
像
の
写
真
な
ど
を
提
示
し
て
興
味

を
も
た
せ
る
。 

・
発
問
は
読
後
の
感
動
を
大
切
に
し
、
子
供
達
と
共
に
話
し
合
い

た
い
場
面
を
決
め
て
も
よ
い
。
（
展
開
例
参
照
） 

学習活動 指導上の留意点 
１ ハチ公像を紹介し、資料へ興味をもたせる。 
○ この犬の像のことを知っているか。 

・ハチにまつわるどんな話がある

のか、興味を高め、資料への導

入を図る。 
２ 資料「うえの先生と ハチ」を読んで話し合う。 

(1) どこが一番心に残ったか。 

・ ハチが亡くなった先生を待ち続けるところ。 

・ 先生が急に死んでしまったところ。 

(2) 先生が急に亡くなってしまったところに心が動いたのは 

なぜか。 

・ ハチをすごくかわいがってくれた大好きな先生だから。

・ おなかが痛いときも、こわいときもいつもやさしかった。

・ お母さんが死んでしまうような気持ちになった。 

(3) 駅で先生を待ち続けるハチはどんな気持ちだったか。 

・ 先生に会いたいよう。寂しいよう。 

・ どうして帰ってこないのかな。 

・ 今日こそ帰ってくるかな。帰ってくるまで待ち続ける。

(4) 天に昇ったハチに、先生はどんな言葉をかけて迎えただろ

うか。 

・ 何十年も待ってくれてありがとう。会いたかったよ。 

・ 空から心配して見ていたよ。年をとったね。可哀想に。

・ やっとまた会えたね。 

 
・読後の感動を大切にする。 

・感想を出し合い、みんなで話し

合ってみたい場面を考える。 
・先生が深い愛情でかわいがって

いたこと、ハチも先生が大好き

だったことなどにふれながら、

二人が離れ離れになってしまっ

た悲しさを想像させる。 
・年をとっても駅に通い続けたハ

チの、先生を慕う気持ちを話し

合う。 

 
・寂しい気持ちで待ち続けたハチ

の思いが報われる、やさしい言

葉を引き出すようにする。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 美しい話に感動したり、心を洗われたりしたことはある

か。 
 

・読んだ本や映画等、感動したも

のの名前と、どんなところに感

動したかを紹介し合う。 

４ 教師の説話を聞く。 
 

 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
⑵

お
じ
ぞ
う
さ
ま
（
豊
島
区
） 

一 

ね
ら
い 

父
母
、
祖
父
母
を
敬
愛
し
、
家
族
の
役
に
立
と
う
と
す
る
心

情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
豊
島
区
巣
鴨
に
あ
る
「
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
」
の
名

で
親
し
ま
れ
る
高
岩
寺
境
内
の
「
洗
い
観
音
」
を
題
材
と
し
て

創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
母
さ
ん
に
早
く
よ
く
な
っ
て
ほ

し
い
と
願
う
「
わ
た
し
」
の
気
持
ち
に
触
れ
さ
せ
な
が
ら
、
ね

ら
い
と
す
る
価
値
の
自
覚
を
深
め
て
い
く
。 

・
児
童
の
道
徳
性
の
基
盤
の
一
つ
と
し
て
家
庭
は
重
要
で
あ
る
。

そ
の
家
庭
に
お
い
て
身
に
付
け
る
道
徳
性
が
、
様
々
な
集
団
と

の
か
か
わ
り
の
基
盤
を
築
く
と
言
え
よ
う
。
自
分
を
見
守
っ
て

く
れ
る
家
族
の
存
在
に
気
付
か
せ
、
敬
愛
す
る
気
持
ち
を
育
て

る
と
と
も
に
、
家
族
の
一
員
と
し
て
役
に
立
と
う
と
す
る
気
持

ち
を
育
て
る
。 

 

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
。 

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

す
る
。 

・
展
開
例
の
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
時
間
を
十
分

取
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
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 家族っていいなと思った経験について話し合う。 
○ 家族っていいなと思ったことにどんなことがあるか。 

 
・ねらいとする価値に目を向けさ

せ、児童の興味・関心を高める。

２ 資料「おじぞうさま」を読んで話し合う。 

(1) 肩が痛むお母さんを「わたし」はどんな気持ちで見ていた

か。 

・ かわいそうだ。早く治るといいな。 

・ 私にできることはないか。 

(2) おばあちゃんからおじぞうさまの話を聞いて「わたし」は

どんなことを考えたか。 

 ・ お母さんのために行ってみたい。 

・ お母さんの肩が治ってくれるといいな。 

・ おばあちゃんも、お母さんのことを心配しているのだな。

(3) おじぞうさまを「わたし」はどんなふうに洗ったのか。 

・ 力を込めて一生懸命、ていねいに。 

・ お母さんのことを考えながら。 

(4) 「わたし」はどんな気持ちから、おばあちゃんのこともお

願いしたのか。 

・ 一緒に来てくれてありがとう。 

・ 家族のことを思ってくれてありがとう。 

・ いつまでも元気でいてほしい。 

 
・母を心配する「わたし」の気持

ちに共感させる。 
 
 
・母のことを思い行動に移そうと

する「わたし」に共感させると

ともに、同じような思いでいる

祖母の存在に気付かせる。 
 
・洗う様子を動作化させ、心の中

でどんなことを思ってそのよ

うに洗ったのかを問いかけ、

「わたし」の母を思う気持ちに

共感させる。 
・家族を見守る祖母に対する「わ

たし」の親愛や感謝の気持ちに

共感させる。 
３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 家族のことを思ってやっていることはあるか。 

・友達の発言から、様々な体験が

あることに気付かせる。 
４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
中
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

１
―
⑶

玉た
ま

川が
わ

上
じ
ょ
う

水す
い

と
玉た

ま

川が
わ

兄
き
ょ
う

弟だ
い

（
羽
村
市
） 

一 

ね
ら
い 

自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
、
ね
ば
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 

・
本
資
料
は
、
実
在
し
た
人
物
の
話
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
玉
川
上
水
の
羽
村
の
堰
に
は
、
堀
を
完
成
さ
せ
た
兄

弟
の
功
績
を
讃
え
る
も
の
と
し
て
「
玉
川
兄
弟
像
」
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
実
在
し
た
人
物
を
題
材
と
し
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
。 

・
い
く
つ
も
の
困
難
を
乗
り
越
え
、
情
熱
を
失
わ
ず
に
玉
川
上
水

を
つ
く
り
あ
げ
た
兄
弟
の
思
い
や
生
き
方
を
通
し
て
、
最
後
ま

で
頑
張
り
抜
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
、
玉
川
兄
弟
の
像
の
写
真
を
示
し
、
資
料
へ
の
興

味
・
関
心
を
高
め
る
。 

・
兄
弟
が
、
ね
ば
り
強
く
苦
心
を
重
ね
な
が
ら
玉
川
上
水
を
完
成

さ
せ
た
過
程
を
想
像
で
き
る
よ
う
な
発
問
を
工
夫
す
る
こ
と

で
、
児
童
が
玉
川
兄
弟
の
思
い
や
考
え
に
共
感
す
る
よ
う
に
す

る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
今
ま
で
の
自
分
を
振
り
返
る
時
間
を
十
分
と

り
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
生
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

  

学習活動 指導上の留意点 
１ 現在の玉川上水の様子と、玉川兄弟の像について知る。 
 ○ 玉川上水と玉川兄弟を知っているか。 

 
・写真を提示する。 

２ 資料「玉川上水と玉川兄弟」を読んで話し合う。 

(1) 工事を引き受けたとき、兄弟はどんな気持ちだったか。 

・ 江戸の人たちのために力になりたい。 

・ 頑張って工事を成功させよう。 

(2) ２度も失敗し、夜も眠れなくなった兄弟の心の中はどうだ

ったか。 

・ どうしたらいいんだ。  ・ もう、だめだ。 

・ 何か方法はあるはずだ。あきらめてなるものか。 

(3) 家を売ってまで工事を続けようとした、兄弟はどんな気持

ちだったか。 

・ 自分で決めたことだから、最後まであきらめたくない。

・ 江戸の人のためには、工事をやめるわけにはいかない。

・ ここまでやったのだから、頑張って続けたい。 

(4) 江戸の人たちや農民の姿を見て、肩を抱き合ったとき、兄

弟はどんな気持ちだったか。 

・ 完成してうれしい。 

・ 最後まであきらめないでよかった。 

・ みんなに喜んでもらえて幸せだ。 

 
・江戸の人々のために、自分でや

ろうと決めたときの気持ちを

考えさせる。 
・目標を達成するために困難に出

会ったときの心の中を考えさ

せ、兄弟の葛藤に気付かせる。

 
・頑張りたい、願いをかなえたい

という、兄弟の強い気持ちに気

付かせる。 
 
 
・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、共感させる。 

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。そのときの気持ちはどうだったか。 

・今までの経験を振り返り、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。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
中
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

２
―
⑶

全
校
遠
足
と
カ
ワ
セ
ミ
（
杉
並
区
）

一 

ね
ら
い 

 

友
達
同
士
互
い
に
助
け
合
い
高
め
合
い
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
友

達
関
係
を
築
い
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
中
学
年
は
、
気
の
合
う
友
達
と
仲
間
集
団
を
作
り
出
す
時
期
で
あ

る
。
交
友
範
囲
も
広
が
り
、
仲
間
意
識
も
発
達
す
る
が
、
時
に
は

友
達
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
友
達
の
悪
い
行
為
を
見
逃
し
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
友
達
同
士
、
互
い
に
教
え
合
い
、

友
情
を
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
養
う
。 

・
本
資
料
で
は
、
友
達
か
ら
の
誘
い
に
心
が
揺
れ
、
葛
藤
す
る
主
人

公
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
当
の
友
達
と
は
ど
ん
な
友
達
な
の

か
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
友
情
を
深
め
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
、
こ
の
資
料
の
中
で
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

「
カ
ワ
セ
ミ
」
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
資
料
へ
の
興
味
・
関
心
を

高
め
る
。 

・
「
お
さ
む
」
の
心
の
変
化
や
葛
藤
を
共
感
的
に
考
え
さ
せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
仲
の
よ
い
友
達
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
自
分
自

身
を
振
り
返
ら
せ
る
。
注
意
し
合
っ
た
り
教
え
合
っ
た
り
し
た
こ

と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
も
併
せ
て
想
起
さ
せ
、
よ

り
よ
い
友
達
関
係
を
考
え
さ
せ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 「カワセミ」を紹介する。 
  

・写真を用いて、美しく貴重な

鳥であることを伝える。 
２ 資料「全校遠足とカワセミ」を読んで話し合う。 

(1) 公園に行く途中、たけしから「カワセミ」を探しにいく話を

聞いたおさむは、どんなことを考えたか。 

 ・ カワセミってどんな鳥か見てみたいな。 

 ・ たけし君と一緒にカワセミを探してみたいな。 

(2) たけしに耳打ちされてから鬼ごっこが始まるまでの間、おさ

むはどんなことを考えていたか。 

・ たけし君と一緒に行ったら先生にしかられる。 

・ みんなに迷惑のかかることはやってはいけない。 

・ 断ったらたけし君にきらわれてしまうかもしれない。 

・ 仲良しでいたいから、まちがったことはできない。 

・ 友達なんだから、行くのをやめさせたい。 

(3) 鬼から逃げながら、おさむはどんな気持ちをもったか。 

・ 勇気を出して言ってよかった。 

・ たけし君は大切なぼくの友達だ。 

 
・仲のよい友達といっしょに話

をしたり行動したりする喜

びに共感させる。 
 
・葛藤している主人公の心情を

より深く考えさせる。 
 
 
 
 
 
・勇気を出して友達に注意を

し、それを快く受け入れても

らえた喜びをおさえる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 友達同士、注意し合ったり教え合ったりしたことがある 
か。それはどんな気持ちからか。 

・ 友達が廊下を走っているとき危ないから注意をした。 
・ 宿題を見せてと言われたが、断り、そのかわりヒントを 
教えてあげた。見せることは友達のためにならないから。 

・友達を思いやり、信頼すると

ともに、時には注意したり教

えたりすることも友情を深

めるためには大切であるこ

とを、自分自身を振り返ら

せ、考えさせる。 
４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例



 - 105 -

 小
学
校
中
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

３
―
⑴

野
鳥
の
す
む
水み

ず

辺べ

（
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
） 

一 

ね
ら
い 

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

し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
自
然
の
中
で
遊
ん
だ
り
、
動
植
物
と
ふ
れ
合
っ
た
り
す
る
機
会

を
多
く
も
つ
こ
と
で
、
子
供
達
の
心
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の

へ
の
い
た
わ
り
の
心
や
親
し
み
の
心
、
慈
し
み
の
心
が
は
ぐ
く

ま
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
自
然
環
境
悪
化

と
と
も
に
、
自
然
体
験
の
楽
し
さ
を
味
わ
う
機
会
が
減
少
し
て

き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
子
供
達
が
身
の
回
り
の
自
然
に
目
を
向

け
、
自
然
の
も
つ
美
し
さ
や
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
す
る
と
と
も

に
、
か
け
が
え
の
な
い
自
然
や
動
植
物
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
心
を
育
て
て
い
く
よ
う
に
す
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
つ
り
糸
の
実
物
を
用
意
し
て
、
か
ら
ま
っ
た
様
子
を
子
供
達
が

理
解
し
や
す
い
よ
う
に
提
示
す
る
。 

・
人
間
の
身
勝
手
に
よ
っ
て
、
時
と
し
て
生
き
物
の
命
を
奪
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
、
学
校
や
地
域
で
自
然
を
守
る
活
動
に
参
加
し
た

こ
と
が
あ
る
子
供
達
に
、
そ
の
と
き
の
様
子
や
感
想
等
を
発
表

さ
せ
、
実
践
意
欲
を
高
め
る
。 

 

学習活動 指導上の留意点 
１ 本時で学習することをつかむ。 

 ○ 「自然って美しいな、すごいな。」と思ったことがある

か。 

・テレビや新聞等で見聞きしたこ

とも含めて発表させ、資料への

興味・関心を高める。 
２ 資料「野鳥のすむ水辺」を読んで話し合う。 

(1) 奥多摩の渓流を見て、わたしはどんなことを感じたか。 

・ 家の近くの多摩川と同じ川だとは思えない。 

・ すごく水がきれいで、生き物もたくさんいて、驚いた。

(2) つり糸にからまってしまったアオサギを見たとき、わたし

はどんな気持ちになったか。 

・ 人間のせいでアオサギが苦しむなんてひどい。 

 ・ つりをする人はマナーを守ってもらいたい。 

(3) 「水辺は鳥たちにとって生きていく上で、とても大切な場

所だ。」という父の言葉から、わたしはどんなことを考えた

か。 

・ 生き物が安心して過ごせるよう、家の近くの多摩川を少

しでもきれいにしたい。 

・ わたしたち人間にとっても水辺は大切な場所だ。 

 
・多摩川の上流部の様子が分かり

やすいように、写真やビデオ等

を効果的に活用する。 
 
・足にからまってしまったつり糸

を切っているときのアオサギ

の様子にも触れながら考えさ

せる。 
・主人公の自然を大切にしようと

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。 
○ 「自然って大切だな。」と感じたことがあるか。自然を 

壊さないようにするために、自分たちでできることはある

か。 

・自分のできる身近なことについ

て、自然だけでなく、人の行動

や心の在り方にも広げて考え

させる。 
４ 教師の説話を聞く。 
○ 自然の大切さを感じた教師の体験を語り聞かせる。 

・学区域の周辺で見つけた自然の

すばらしさや自然を守る活動

をしている人の行為を見て感

心したなどの話をする。 

四 

展
開
例
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 小
学
校
中
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
⑴

日
曜
日
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
（
あ
き
る
野
市
）

一 

ね
ら
い 

集
団
や
社
会
の
中
で
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
生
活
す
る
た

め
に
、
約
束
や
き
ま
り
を
進
ん
で
守
ろ
う
と
す
る
心
情
を
育
て

る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
秋
川
の
河
原
は
、
豊
か
な
自
然
が
美
し
く
、
週
末
に
な
る
と
、

つ
り
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
む
人
々
で
に
ぎ
わ
う
。
と
こ
ろ

が
人
々
が
帰
っ
た
後
は
、
ご
み
が
散
乱
し
て
い
る
現
状
が
あ

る
。
以
前
に
比
べ
る
と
、
ご
み
の
持
ち
帰
り
の
意
識
は
高
ま
っ

て
は
い
る
が
、
現
在
、
行
政
に
よ
る
清
掃
や
ご
み
の
回
収
作
業

が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
東
京
の
大
切
な
自
然
」
を
守
る
こ
と
を

通
し
て
、
規
範
意
識
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
資

料
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
約
束
や
き
ま
り
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
誰
で
も
分

か
っ
て
い
る
が
、
時
と
し
て
、
守
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
主
人

公
が
出
会
う
生
活
の
場
面
を
通
し
て
、
公
共
物
と
の
か
か
わ
り

や
、
社
会
生
活
の
中
で
守
る
べ
き
ル
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
役
割
演
技
や
母
の
自
転
車
の
か
ご
の

ご
み
を
見
た
と
き
の
気
持
ち
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
約
束

や
き
ま
り
を
守
ら
な
い
と
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
の

か
。
」
に
気
付
か
せ
、
ね
ら
い
と
す
る
価
値
の
も
つ
意
味
を
考

え
さ
せ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 学校や社会での約束やきまりを思い起こす。 
 ○ 学校や社会ではどんな約束やきまりがあるか。 

・ねらいとする価値に目を向け

させ、本時への課題意識を高

める。 
２ 資料「日曜日のバーベキュー」を読んで話し合う。 

(1) 「気持ちのよい一日をすごした。」とありますが、なぜそう

思ったのですか。 

・ 川や緑が美しかったから。 

・ 自然の中で仲間と楽しく過ごしたから。 

(2) 立て札の前で２人はどんな話し合いをしたか。 

＜ぼく＞ 

・ みんなは守っていなくても、自分たちは守ろうよ。 

＜みきお＞ 

・ これだけ捨ててあれば、自分たちが拾っても大して変わ 

らないよ。 

(3) 二つのごみのことから、ぼくはどんなことを考えたか。 

・ 悪かったな。ごみを持って帰ってくればよかった。 

・ 自分勝手な捨て方が人を不愉快にさせるのだ。  

 
・自然の中で感じた爽快感が、

ごみによって不快感に変わっ

ていったことをおさえる。 
 
・役割演技を通して葛藤する気

持ちを考えさせる。 

 
 
 
 
・ワークシートを活用する。 

・約束やきまりを守らないと、

自分も他人も不快であること

に気付かせる。 
３ 自分の生活を振り返る。 

○ 約束やきまりを守ったことはあるか。また、守れなかっ 
たことはあるか。そのときの気持ちはどうだったか。 
 

・ごみ以外に考えを広げられる

よう、導入での発言を思い起

こさせる。 

４ 「心のノート」『やくそくやきまりを守るから仲よく生活で

きる』を読んで考える。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
中
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
⑸

く
じ
ら

祭
ま
つ
り

（
昭
島
市
） 

一 

ね
ら
い 

郷
土
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
、
郷
土
を
愛
す
る
心
を
育

て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
中
学
年
で
は
、
地
域
で
の
活
動
範
囲
が
広
が
る
。
こ
の
時
期
に
、

地
域
の
自
然
や
文
化
、
お
祭
り
や
伝
統
を
大
切
に
し
、
郷
土
を

愛
す
る
心
を
育
て
て
い
く
。 

・
本
資
料
で
は
、
昭
島
市
で
行
わ
れ
て
い
る
、
地
域
に
密
着
し
た

お
祭
り
を
題
材
に
し
て
い
る
。
く
じ
ら
と
い
う
、
子
供
達
に
と

っ
て
親
し
み
や
す
い
マ
ス
コ
ッ
ト
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
子

供
達
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の

資
料
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
こ
と
を
考
え

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

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

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

る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
自
然
や
文
化
、
お
祭
り

な
ど
の
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
る
よ
う
に
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 自分たちの町について想起する。 
 ○ 住んでいる町の良いところ、自慢できることにはどんな

ことがあるか。 

・お祭り、自然、建物など、子供

達から自由な意見がでるよう

にする。 
２ 資料「くじら祭」を読んで話し合う。 

(1) 友達のゆう君にくじら祭の話を聞いたとき、ぼくはどんな

気持ちだったか。 

・ おもしろい名前のお祭りだな。 

・ どんなお祭りなのだろう。早く行きたいな。 

(2) お祭りを見ているぼくは、どんなことを考えていたか。 

・ 楽しそうなお祭りだな。 

・ どうして「くじら祭」という名前なのだろう。 

・ もっとお祭りのことを知りたいな。 

(3) くじら祭りのことを調べて、ぼくは何を考えたか。 

・ お祭りはみんなのためのものだったんだな。 

・ みんな、昭島が好きなんだろうな。 

 

(4) 窓から町を眺めているぼくは、どんなことを考えたか。 

・ 昭島が好きになったから、来年はぼくも出たいな。 

・ とてもすてきな町だな。引越ししてきて良かった。 

 

 
・初めてのくじら祭に、興味と期

待をもつ主人公の気持ちを想

像できるようにする。 
 
・実際にお祭りを見て、祭りのこ

とをもっと知りたいと変化し

ていく気持ちに気付かせる。 
 
・お祭りには、ただ単に楽しむだ

けではなく、よりよい町にしよ

うという願いが込められてい

ることに気付かせる。 
・自分も町に住む一人として、町

に愛着をもつ気持ちになった

ことに気付かせる。 

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、お

祭り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。 
 ・ 秋にはお祭りがある。ずっと続いていくといいな。参加

もしていきたい。 
 ・ 地域の清掃活動を続けていきたい。 
 

 
・地域の自然や文化、お祭りなど

に対する自分自身の思いやか

かわりを振り返らせる。 

４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目

１
―
⑵

 
波は

浮ぶ

の
お
池
（
大
島
町
） 

一 

ね
ら
い 

目
標
の
実
現
に
向
か
っ
て
、
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
最
後
ま

で
や
り
と
げ
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
伊
豆
大
島
の
南
端
に
は
、
火
山
の
噴
火
で
で
き
た
火
口
に
水
が

た
ま
っ
た
波
浮
の
お
池
が
あ
っ
た
。
地
震
で
海
と
つ
な
が
っ
た

も
の
の
、
入
口
付
近
は
外
輪
山
の
縁
に
あ
た
り
、
岩
と
浅
瀬
で

船
の
出
入
り
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
ね
て
商
売
で
伊
豆
の
島
々

を
ま
わ
っ
て
い
た
秋
広
平
六
は
、
人
々
の
暮
ら
し
の
困
難
さ
に

心
を
痛
め
、
炭
焼
き
の
技
術
や
じ
ゃ
が
い
も
の
栽
培
な
ど
を
教

え
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
波
浮
の
お
池
の
沖
で
船
が
難
破
す
る

現
場
に
出
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
を
港
と
し
て
切
り
拓
く
決

意
を
し
た
。
そ
の
後
、
一
生
を
か
け
て
波
浮
の
港
村
の
発
展
に

尽
く
し
た
と
い
う
実
話
を
も
と
に
本
資
料
が
作
ら
れ
た
。 

・
つ
げ
の
く
し
を
扱
う
商
人
だ
っ
た
平
六
が
、
幕
府
を
説
得
し
て

工
事
に
踏
み
切
ら
せ
、
見
事
に
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
裏
に
は
、

十
年
に
及
ぶ
努
力
と
学
習
の
日
々
、
困
難
を
乗
り
越
え
る
強
い

意
志
の
力
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
平
六
の
姿
か
ら
、
夢
を
も
ち
、

そ
の
実
現
に
向
か
っ
て
勇
気
を
も
っ
て
進
ん
で
い
く
こ
と
の

大
切
さ
を
感
じ
取
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
終
末
で
は
、
現
在
の
波
浮
の
港
の
写
真
や
中
山
晋
平
作
曲
「
波

浮
の
港
」
の
曲
な
ど
を
用
い
て
、
余
韻
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
る

こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 伊豆大島を紹介する。 
  

・伊豆大島に関心をもち、資料へ

の意欲付けを図る。伊豆大島や

波浮のお池の位置、島の様子な

どを伝える。 
２ 資料「波浮のお池」を読んで話し合う。 

(1) 船が難破した様子をじっと見ていた平六が、ぎゅっと手を

握りしめたとき、どんな気持ちだったか。 

・ かわいそうに。ここが港だったら助かっていただろうに。

・ ようし、なんとかして、ここを港にしてやるぞ。 

(2) どうしても大岩を取り除くことができず、腕組みをしてう

なってしまった平六は、どんな気持ちだったか。 

・ どうしよう、これで工事もおしまいか。 

・ 何かいい方法はないものだろうか。 

・ あきらめるものか。絶対にやってみせるぞ。 

(3) 平六の目が、朝日を浴びてキラリと光ったとき、どんな気

持ちだったか。 

・ 完成して本当によかった。 

・ とうとうやりとげたぞ。うれしいな。 

・ これでみんなも喜んでくれるだろう。 

 
・大工事をやろうと決心をし、高

い目標をもったときの気持ち

を考えさせる。 
 
・目標に対して困難にぶつかった

ときの揺れ動く気持ちを考え

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。 
・目標の実現に向かって、希望と

勇気をもって最後までやりと

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。 
○ 自分で立てた目標をがんばってやりとげたことはある

か。そのとき、どんな気持ちだったか。 
 

・自分の体験を想起し、そのとき

の気持ちについても振り返ら

せる。 

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目
２
―
⑴

心
に
ふ
く
風
（
千
代
田
区
） 

一 

ね
ら
い 

礼
儀
の
大
切
さ
に
気
付
き
、
誰
に
対
し
て
も
心
の
こ
も
っ
た

接
し
方
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
た
く
さ
ん
の
人
々
が
集
ま
る
首
都
東
京
。
そ
の
東
京
は
今
ホ
テ

ル
の
開
業
が
続
い
て
い
る
。
従
業
員
と
客
と
い
う
立
場
が
あ
る

に
せ
よ
、
つ
か
の
間
に
か
か
わ
る
知
ら
な
い
者
同
士
で
も
最
低

限
の
礼
儀
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
含

ん
で
い
る
資
料
で
あ
る
。
東
京
は
電
車
に
乗
っ
て
も
街
を
歩
い

て
も
、
知
り
合
い
で
は
な
い
人
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

人
と
人
が
気
持
ち
よ
く
か
か
わ
る
た
め
の
礼
儀
作
法
が
あ
る

こ
と
に
気
付
か
せ
、
そ
の
大
切
さ
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
。

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
ね
ら
い
と
す
る
価
値
へ
の
方
向
付
け
を
す
る
。 

・
男
の
子
の
行
動
と
、
女
の
子
の
行
動
を
善
悪
の
判
断
だ
け
で
は

な
く
、
心
の
こ
も
っ
た
礼
儀
が
生
み
出
す
、
気
持
ち
の
す
が
す

が
し
さ
に
つ
い
て
も
話
し
合
わ
せ
る
。 

 
 

・
展
開
後
段
で
は
、「
言
葉
遣
い
」「
あ
い
さ
つ
」
か
ら
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
「
帽
子
を
取
る
」「
両
手
で
受
け
取
る
・
差
し
出
す
」

等
、
相
手
を
尊
重
す
る
様
々
な
礼
儀
作
法
が
あ
る
こ
と
に
気
付

か
せ
る
。 

・
本
資
料
は
、
２
―
⑵
の
視
点
か
ら
の
指
導
も
考
え
ら
れ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ ねらいとそれにかかわる体験を想起する。 

○ 礼儀正しい人に接して気持ちのよかったことはあるか。

 
・ねらいとする価値への方向付け

をする。 
２ 資料「心にふく風」を読んで話し合う。 

(1) 絵里さんの心の中に寒い北風が吹いたように感じたとき、

どのようなことを考えたか。 

・ 悲しいが、仕事だからしかたない。 

・ 「ありがとう」くらい言ってもいいのではないか。 

(2) 南風が吹いたときの心の中はどうだったか。 

・ 自分のことを尊重してくれているのだな。 

・ 気持ちよく仕事ができてうれしい。 

(3) 絵里さんは「違い」を通して、どんなことを考えたか。 

・ 一人の人間として大切に接してくれることはうれしい 

し、互いに気持ちのよい時間を過ごせる。 

・ 誰に対しても礼儀をつくすことは大切。 

 

 
・「北風が吹いたとき」「南風が吹

いたとき」を黒板の上下段に書

き分け、対比できるように板書

を工夫する。 
 
 
 
・男の子の行動と女の子の行動を

善悪の判断だけではなく、礼儀

作法が生み出すものについて

考えさせる。 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 心を伝える形には他にどんなものがあるか。 
○ 自分が礼儀正しくできたことはあるか。そのときの気持

ちはどうだったか。 

 
・「言葉遣い」「あいさつ」以外の

礼儀作法についていくつか話

し合った後、「心のノート」を

読んでさらに広げる。 

・ワークシートを活用する。 
４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目
２
―
⑷

半は
ん

助す
け

の
投と

あ
み
（
調
布
市
） 

一 

ね
ら
い 

謙
虚
な
心
を
も
ち
、
広
い
心
で
自
分
と
異
な
る
意
見
や
立
場

を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
調
布
市
の
南
側
を
流
れ
る
多
摩
川
は
、
か
つ
て
は
東
京
郊
外
の

行
楽
地
と
し
て
、
遊
び
に
訪
れ
る
都
民
が
多
か
っ
た
。
現
在
に

比
べ
て
、
水
質
が
よ
く
多
く
の
魚
が
生
息
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
魚
を
と
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
。 

本
資
料
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
一
〇
〇
年
前
の
こ
と
で
、
多
摩

川
と
そ
こ
に
か
か
わ
る
人
々
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

万
七
と
半
助
の
立
場
の
違
い
に
着
目
さ
せ
、
広
い
心
で
自
分
と

異
な
る
意
見
や
立
場
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
を
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
多
摩
川
の
地
図
、
ア
ユ
、

ウ
グ
イ
、
オ
イ
カ
ワ
な
ど
の
魚
の
絵
や
写
真
な
ど
を
提
示
す
る

と
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
投
網
の
難
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
た

め
に
も
、
ビ
デ
オ
を
使
っ
て
投
網
の
様
子
を
見
せ
た
り
、
実
際

に
体
験
し
た
り
す
る
工
夫
も
考
え
ら
れ
る
。 

・
発
問
を
構
成
す
る
場
合
は
、
異
な
る
立
場
を
理
解
さ
せ
る
た
め

に
、
万
七
の
立
場
だ
け
に
共
感
さ
せ
る
場
合
や
、
万
七
と
半
助

の
両
方
の
立
場
に
共
感
さ
せ
る
場
合
な
ど
、
児
童
の
実
態
な
ど

を
考
慮
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 「広い心」とは、どのような心か話し合う。 

○ 「広い心」とはどのような心か。 
・ 優しい心。   ・ 許す心。  

・「広い心」とは、どのような心な

のかを考えさせ、ねらいとする価

値への方向付けを行う。 
２ 資料「半助の投あみ」を読んで話し合う。 

(1) 半助の網打ちを見た万七は、どんなことを考えたか。 

・ いつ見ても下手だなあ。 

・ 早く上手になってもらわないと困るなあ。 

(2) すまなそうな半助を見て、万七はどんなことを考えたか。 

・ たくさん稽古をして、多くの魚をとってもらいたい。 

・ 投あみが下手だから仕方ないか。 

・ 投あみが下手なんだから、魚をあげる必要はない。 

(3) 戸のすきまから、半助の話を聞いた万七はどんな気持ちだ

ったか。 

・ 半助の気持ちも分からずひどいことを言ってしまった。 

・ 半助もかげでがんばっていたんだ。 

・ もう少し半助のことを分かってあげればよかった。 

(4) 空をながめながら、万七はどんなことを考えたか。 

・ 明日からは、半助にひどいことを言うのをやめよう。 

 ・ 半助に謝ろう。 

 
・投網が下手な半助に対して、困っ

ている万七の気持ちに共感させ

る。 
・いつまでも上手にならず迷惑をか

けている半助に対して、いろいろ

な思いを抱いている万七の気持

ちに共感させる。 
・半助のことを何も分からずに行動

していた自分を反省している万

七の気持ちに気付かせる。 
 
 
・相手の立場を大切にしようとして

いる万七の気持ちに気付かせる。

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 今まで自分と異なる意見や立場があったとき、広い心を 
もって意見や立場を受け入れ大切にしたことはあるか。 

・今までの自分の行為を振り返り、

できた自分やできなかった自分

に気付かせる。 
４ 教師の説話を聞く。 
○ 自分と異なる意見や立場を大切にした話をする。 

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目
３
―
⑶

あ
の
感
動
を
伝
え
た
い 

 
一 

ね
ら
い 

美
し
い
も
の
や
気
高
い
も
の
に
感
動
す
る
心
情
を
育
て
る
。

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
来
人
間
は
、
自
然
と
の
日
々
の
ふ
れ
あ
い
に
よ
っ
て
様
々
な

思
考
や
感
情
を
発
展
さ
せ
、
豊
か
な
心
を
形
成
し
て
い
く
。
本

資
料
は
、
子
供
達
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
曲
「
夕
焼
け
小
焼

け
」
を
作
詞
し
た
中
村
雨
紅
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
感
動
し

た
こ
と
を
広
く
子
供
達
に
伝
え
、
子
供
の
心
を
豊
か
に
し
た
い

と
願
う
雨
紅
の
気
持
ち
を
感
じ
と
ら
せ
る
。
ま
た
、
美
し
い
も

の
や
気
高
い
も
の
に
感
動
す
る
心
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
人
間

と
し
て
の
在
り
方
や
生
き
方
の
自
覚
を
一
層
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
子
供
達
が
雨
紅
の
感
動
し
た
情
景
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
視

覚
教
材
（
写
真
、
一
枚
絵
等
）
を
用
意
す
る
。 

・
雨
紅
が
、
ふ
る
さ
と
の
自
然
の
恵
み
が
人
々
の
心
に
深
い
安
ら

ぎ
と
生
き
る
力
を
い
つ
ま
で
も
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
作
詞
し
た
こ
と
を
、
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

・
自
分
の
経
験
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
感
動
は
自
然
の
摂
理
に

限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
動
植
物
の
誕
生
や
成
長
、
人
の
行
動

や
心
の
在
り
方
な
ど
に
も
広
げ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

・
終
末
で
は
、
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
の
曲
を
入
れ
て
ま
と
め
る
な

ど
、
余
韻
が
残
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 本時で学習することをつかむ。 
 ○ 中村雨紅や「夕焼け小焼け」の碑についての説明を聞く。

・恩方地区の情景や「夕焼け小

焼け」の碑などの写真を提示

し、視覚に訴えるようにする。

２ 資料「あの感動を伝えたい」を読んで話し合う。 

(1) 家路を急いでいた雨紅は、どんなことを考えていたか。 

・ 家では家族が自分の帰りを待っている。 

・ 早く家族に会いたいなあ。 

・ みんな元気かな。 

(2) 自宅への帰り道で、雨紅はどんなことが心に残ったか。 

・ 豊かな自然の美しさ。 

・ 山に沈む夕日、つり鐘の響き、浮かび上がる山々、から

す、丸い月、きらめく星。 

(3) 雨紅はどんな思いや考えから、「夕焼け小焼け」の詞を作っ

たのか。 

・ このすばらしさを他の人にも伝えたい。 

・ 多くの人にこの感動を伝えたい。 

・ 日本中の子供達にも、八王子の自然の美しさを伝えたい。

 
・14 歳という年齢で、親元を離

れて暮らす雨紅の心情に触れ

るようにする。 
 
・予想される児童の反応を写真

や一枚絵等で準備をしてお

き、黒板に掲示することで情

景を印象付けるようにする。 
・雨紅が小学校の教員であるこ

とをおさえる。 
・雨紅がなぜ感動したことを伝

えたいと思ったのかについて

は、補助発問等で聞き返すよ

うにする。 
３ 美しいものに触れ、感動したというこれまでの経験を話し 

合う。 
○ 自分が感動したことを、ほかの人にも伝えたいと思った

ことはあるか。 

・自然だけでなく、人の行動や

心の在り方にも広げて考えさ

せる。 

４ 音楽を聴いて、余韻を残してまとめる。 
○ 「夕焼け小焼け」の曲を聴く。 

・全員で気持ちを込めて合唱す

ることも効果的である。 
 

四 

展
開
例

―
夕
焼
け
小
焼
け 

中な
か

村む
ら

雨う

紅こ
う

―
（
八
王
子
市
）
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 小
学
校
高
学
年 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目
４
―
⑷

江え

戸ど

深ふ
か

川が
わ

（
江
東
区
） 

一 

ね
ら
い 

 
 

働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
、
進
ん
で
公
共
の
た
め
に
な
る

仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
江
東
区
深
川
は
、
江
戸
時
代
か
ら
急
速
に
開
拓
が
進
み
、
町
屋

と
し
て
発
展
し
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
深
川
を
開
拓
し
た
人
物

が
摂
津
の
地
侍
だ
っ
た
深
川
八
郎
右
衛
門
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
江
東
区
史
、
深
川
区
史
な
ど
か
ら
事
実
で
あ
る
が
、
具
体

的
な
開
拓
の
様
子
は
明
ら
か
で
な
い
。
東
京
下
町
の
黎
明
期
を

題
材
と
し
た
こ
と
で
、
児
童
は
興
味
関
心
を
も
っ
て
学
習
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

・
本
資
料
は
、
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
村
作
り
を
目
指
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
を
行
う
様
子
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
仕
事
を
進
め
る
上
で
の
葛
藤
や
、
や
り
遂
げ
た
喜
び

に
つ
い
て
、
児
童
は
自
分
が
働
い
た
体
験
に
基
づ
き
な
が
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
主
人
公
八
郎
右
衛
門
や
小
太
郎
に
児
童
が
共
感
し
、
そ
の
感
じ

方
、
考
え
方
を
類
推
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
児
童
が
働
く
こ

と
に
つ
い
て
の
自
分
自
身
の
感
じ
方
、
考
え
方
を
語
れ
る
よ
う

な
発
問
を
構
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

・
本
資
料
は
、
４
―
⑵
の
視
点
か
ら
の
指
導
も
考
え
ら
れ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 自分がしている仕事について発表し合う。 
 ○ 家や学校、地域でどんな仕事をしているか。 

・働くことについて考え、資料へ

の導入を図る。 
２ 資料「江戸深川」を読んで話し合う。 

(1) 八郎右衛門は、楽しく暮らせる村を作ろうと考えたが、あ

れた土地を見てどんな気持ちだったか。 

・ とても大変だ。 

・ 大変だけど、みんなのためにもがんばろう。 

(2) 小太郎の話を聞いた八郎右衛門はどんな気持ちだったか。

・ つらいのはわかるが、投げ出さないでほしい。 

・ やる気を出してほしい。 

(3) 佐吉の話を聞いた小太郎は、どんな気持ちで八郎右衛門の

ところに出かけたのか。 

・ 今まで自分のことしか考えていなかった。 

・ みんながんばっているのだ。自分も働いて役に立ちたい。

(4) 小さな田が黄金色にそまったとき、八郎右衛門はどんな気

持ちだったか。 

・ 今までがんばって働いてきて本当によかった。 

・ みんなの力が一つになったからだ。 

・ これでみんなが楽しく暮らしていける。 

 
・働くことの大変さを感じながら

も、進んで働こうとする気持ち

に共感させる。 
 
・働くことに意義を見出せずにい

る仲間に対する思いを共感さ

せる。 
・自分の仕事に対する疑問や、つ

い仕事を怠ってしまうことの

体験を振り返りながら考える

ことができるようにする。 
・働くことの大切さや喜びを共感

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、みんなのために仕事をしたことがあるか。その

ときどんな気持ちだったか。 

・導入で発表した事例をもとに考

えるようにする。仕事をした後

の気持ちを想起させる。 
４ 教師の説話を聞く。 
○ 児童の奉仕的な活動の様子を取り上げて話をする。 

 

 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

１
―
⑷ 

ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
口く

ち

玉だ
ま

の
山
（
江
戸
川
区
） 

一 

ね
ら
い 

理
想
を
は
ば
む
壁
に
立
ち
向
か
い
、
理
想
の
実
現
に
向
か
っ

て
努
力
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
ガ
ラ
ス
風
鈴
は
、
日
本
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
た
い
へ
ん
な
じ

み
が
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
製
法
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
。
江
戸
川
区
に
は
古
来
か
ら
伝
わ
る
技
法
で

作
ら
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
風
鈴
・
江
戸
風
鈴
の
工
房
が
あ
る
。
そ

の
工
房
主
・
篠
原
儀
治
氏
は
江
戸
風
鈴
の
名
付
け
親
で
も
あ

る
。
職
人
と
し
て
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
篠
原
氏
の
若
い
頃

の
体
験
や
今
も
理
想
を
も
っ
て
い
る
姿
を
描
い
た
本
資
料
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
に
、
理
想
の
実
現
に
む
け
て
努

力
し
よ
う
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
は
、
江
戸
風
鈴
の
第
一
人
者
、
篠
原
氏
の
生
き
方
に
ふ

れ
た
中
学
生
の
主
人
公
が
、
困
難
に
立
ち
向
か
う
勇
気
を
得
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
主
人
公
の
心
情

を
共
感
的
に
追
求
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
困
難
に
く
じ
け

ず
理
想
を
実
現
し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

・
展
開
で
「
心
の
ノ
ー
ト
」
を
活
用
し
、
夢
や
理
想
を
実
現
す
る

た
め
に
大
切
な
こ
と
を
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
さ
せ
る
。

学習活動 指導上の留意点 
１ 日本の夏の風物詩について話し合う。 

 ○ 日本の夏の風物詩をあげてみよう。 

・江戸風鈴を見せ、資料への導入

を図る。 
２ 資料「トラベリングと口玉の山」を読んで話し合う。 

(1) 隆史は、なぜステップ・インを使わなかったのだろうか。

・ トラベリングといわれてやる気をなくしている。 

・ トラベリングをするのが怖い。  

 

(2) レポートを読み返していて、笛の音が聞こえた気がしたと

きの隆史の気持ちはどんなだったろうか。 

・ 自分がトラベリングと判定されたときの気持ちと一緒だ

ったのだろうな。 

・ 篠原さんは、どうやってこの危機を乗り越えたのだろう。

 

(3) 「トラベリングの山ができても負けません。」と答えたと

きの気持ちはどんなだったろうか。 

・ 篠原さんみたいに頑張りたい。 

・ ステップ・インを必ず自分の得意技にしたい。 

・ ぼくに勇気をくれてありがとう。 

 

３ 夢や理想を実現するために大切なことを考える。 

○ 夢や理想を実現するために大切なことは何か。 

 
・ステップ・インに対して後ろ向

きな隆史の気持ちを共感的に

追求させ、困難にくじけがちな

自分の心に気付かせる。 
・口玉を使ってもらえなかった篠

原氏に自分の体験を重ね合わ

せながら、篠原氏が壁をどのよ

うに乗り越えたかを知り、自分

も壁を乗り越えたいという願

いに気付かせる。 
・篠原氏の生き方にふれ、困難に

立ち向かおうとする隆史の気

持ちを追求させる。 
 
 
 
・「心のノート」28.29 頁を読み、

自分の思いを記入させる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・理想の実現に向かって努力する

ことの大切さを教師自らの体

験を交えて話す。 
 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

２
―
⑴ 

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
考
え
る
｜
め
ぐ
り
ん
に
乗
っ
て
｜

（
台
東
区
）

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
ろ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
江
戸
時
代
、
円
滑
な
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
心
得
・
行
動
様

式
と
し
て
、
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

他
人
を
思
い
や
り
、
自
他
共
に
大
切
に
す
る
共
生
の
理
念
を
具

体
的
に
行
動
と
し
て
教
え
る
も
の
で
、
個
人
の
修
養
の
材
料
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
実
践
し
て
い
る
人
を

「
粋
」
な
人
と
し
て
尊
敬
の
対
象
に
し
て
い
た
。 

・
本
資
料
は
、
主
人
公
が
め
ぐ
り
ん
の
中
で
体
験
し
た
出
来
事
と

弁
論
大
会
で
の
江
戸
し
ぐ
さ
に
関
す
る
発
表
と
を
重
ね
合
わ

せ
て
考
え
を
深
め
て
い
く
内
容
で
あ
る
。
主
人
公
の
気
持
ち
に

共
感
さ
せ
、
自
ら
を
振
り
返
り
、
適
切
な
言
動
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
る
の
に
適
し
た
資
料
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
江
戸
し
ぐ
さ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
共
生
の
理
念
・
人
間
尊
重

の
精
神
を
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
上

で
「
礼
儀
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。 

・
江
戸
し
ぐ
さ
の
具
体
的
な
生
活
場
面
の
再
現
な
ど
、
体
験
的
な

学
習
活
動
を
通
し
て
、
日
常
生
活
の
中
で
時
と
場
に
応
じ
た
適

切
な
言
動
を
と
れ
る
よ
う
に
さ
せ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 江戸しぐさの具体的な生活場面の再現と解説を聞く。 
○ 「傘かしげ」「こぶし腰浮かせ」を実演し合う。 

・「江戸しぐさ」が心を伴った行

動であることに気付かせる。 

２ 資料「『江戸しぐさ』を考える－めぐりんに乗って－」を

読んで話し合う。 

(1) めぐりんの運転手はどのような気持ちで声をかけている

のだろうか。 

・ 乗客に気持ちよくバスに乗ってほしい。 

・ あいさつをすることで、お互いに気持ちよく過ごせる。

(2) 『江戸しぐさ』の発表から、私が気付いたことや学んだこ

とは何か。 

・ 江戸しぐさでは相手が誰であろうと等しく接することが

大切とされたこと。 

・ 相手のことを考えた行動が心を穏やかにし、より良い社

会につながっていること。 

・ 江戸の人が「お互い様だ」という気持ちをもって生活し

ていたこと。 

(3) 江戸しぐさの「粋」とは何か。 

・ 思いやりの気持ちをさりげなく表現すること。 

・ 心の中から自然にでたしぐさをすることだ。 
 
３ 具体的な生活場面での思いやりのある言動や出来事など、

体験を発表し合う。  

 
 
・中年の女性の言動と対比しなが

ら考えさせる。 
 
 
・あいさつが周囲を明るく和やか

にするものであることに気付

かせる。 
 
・江戸しぐさが人間尊重の精神か

ら生まれていることに気付か

せる。 
 
・時と場に応じた適切な言動とは

何かを考えさせる。 
 
 
・学校内や公共の交通機関での経

験を振り返らせる。 
４ 教師の説話を聞く。 

○ 礼儀やマナーが人間性を表現することを話す。 
 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
⑸ 

 
小
さ
な
工こ

う

場ば

の
大
き
な
仕
事
（
大
田
区
） 

一 

ね
ら
い 

 
 

勤
労
の
尊
さ
や
意
義
を
理
解
し
、
勤
労
を
通
し
て
社
会
に
貢

献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
町
工
場
で
生
活
し
て
い
る
主
人
公
が
、
職
場
体
験

や
家
族
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、
職
業
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
て
い
く
内
容
で
あ
る
。 

・
中
学
生
の
時
期
は
、
進
路
や
職
業
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
る

が
、
と
か
く
自
己
中
心
的
に
と
ら
え
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。

本
資
料
は
、
主
人
公
の
心
情
の
変
化
を
通
し
て
、
職
業
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
、
勤
労
に
よ
り
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
を
養
っ
て
い
く
こ
と
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
た
い
か
、
自
由
に
発
言

さ
せ
、
授
業
前
の
職
業
観
を
把
握
し
な
が
ら
、
授
業
を
進
め
る
。

・
展
開
で
は
、
職
業
を
安
易
に
と
ら
え
て
い
た
主
人
公
が
、
家
族

と
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
、
職
業
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、
理
解
を

深
め
て
い
く
姿
に
共
感
さ
せ
る
。 

・
働
く
と
は
、
は
た
（
他
人
）
を
ら
く
（
楽
に
す
る
）
と
い
う
と

お
り
、
見
か
け
や
個
人
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
技
術

や
能
力
を
生
か
し
な
が
ら
、
社
会
に
貢
献
す
る
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 将来なりたい職業について、自由に発表する。 

・ サッカーの選手。   ・ ペットショップの店員。 
・自由に発言させ、なりたい理由

を聞く。 
２ 資料「小さな工場の大きな仕事」を読んで話し合う。 

(1) 職場体験のときに、弁当を置いていった僕の気持ちは、ど

うだろうか。 

・ 油の匂いがついていそうで、恥ずかしいな。 

・ せっかく作ってくれた弁当だけど、どうしようか。 

 ・ 会社で昼食をとる方がいいな。 

(2) 僕は、ソフト会社で職場体験をし、どのような感想をもっ

たか。 

・ イメージしていたものと、ずいぶん違うな。 

・ ゲームソフトを作るためには、いろいろな仕事が関係し

ているんだな。 

(3) 「父の黒い手が、誇らしく見えました。」とあるが、なぜ、

このように感じたのだろうか。 

・ 父親の偉大さを感じた。 

・ 働く父親を誇りに思った。 
 
３ 「働く」とはどのようなことか考える。 
○ 人は、何のために働くのか。 
・ 自分や家族のため。 
・ 社会に役立つため。 
・ 自分を生かすため。 

 
・弁当を工場の象徴とし、ソフト

会社と対峙させたい。弁当を置

いていった僕の気持ちを考え

させる。 
 
・ゲームソフトを作るにもいろい

ろな部署があり、多くの人がか

かわっていることに気付かせ

たい。また、見た目と実際では、

異なることも理解させたい。 
・「かっこいい。」「儲かる。」とい

う観点で、職業をとらえていた

僕について考えさせ、職業に対

する見方を深めさせたい。 
 
・「誰のために働くのか。」「何の

ために働くのか。」について自

分のこととして考えさせる。 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・ 「なぜ、教師になったのか。」などについて話す。 

・教師としての社会貢献について

触れる。 

四 

展
開
例



 - 116 -

 中
学
校 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
(8) 

 
海の

苔り

の
町 

｜
大お

お

森も
り

｜
（
大
田
区
） 

一 

ね
ら
い 

 
 

人
々
の
郷
土
に
対
す
る
誇
り
と
願
い
に
気
付
か
せ
、
郷
土
の

発
展
に
努
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
の
「
大
森
ふ
る
さ
と
の
浜
辺
公
園
」
は
平
成
十
九
年
四

月
に
公
開
さ
れ
る
。
海
と
の
接
点
が
な
く
な
っ
た
大
森
の
町

に
、
再
び
海
と
の
接
点
を
回
復
さ
せ
、
地
域
の
伝
統
を
継
承
し

て
い
く
こ
と
を
一
つ
の
目
的
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
資
料
に

登
場
す
る
岡
崎
さ
ん
、
西
村
さ
ん
は
、
本
事
業
に
尽
力
さ
れ
た

実
在
の
人
物
で
あ
る
。 

・
本
資
料
は
、
郷
土
意
識
や
地
域
社
会
に
対
す
る
連
帯
感
が
希
薄

な
現
在
、
海
苔
づ
く
り
と
い
う
郷
土
の
伝
統
・
文
化
に
誇
り
を

も
ち
、
新
し
い
形
で
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
地
域
の
人
々

の
、
ふ
る
さ
と
へ
の
思
い
に
気
付
か
せ
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
郷
土
の
伝
統
・
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
と
そ
れ
を
誇
り
と
す
る
地

域
の
人
々
の
思
い
に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

・
伝
統
・
文
化
に
愛
着
を
も
っ
て
、
ふ
る
さ
と
を
再
生
し
よ
う
と

す
る
地
域
の
人
々
の
思
い
や
願
い
に
気
付
か
せ
る
。 

・
地
域
は
大
切
な
ふ
る
さ
と
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
先
人
の
思

い
を
受
け
継
ご
う
と
す
る
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
る
。 

  

学習活動 指導上の留意点 
１ 海苔について知っていることを発表し合う。 

 ○ 海苔は、どこでどのように作られているのか。 

・海苔の養殖の写真を見せるな

ど、関心・興味を喚起する。 

２ 資料「海苔の町－大森－」を読んで話し合う。 

(1) 「大森ってすごいんだなあ。」と言った義之は、どんな気

持ちか。 

・ 大森の町にこんなすばらしい伝統・文化があったのだ。

・ 地域に誇りをもっている人々がいてうれしい。 

(2) 大森ではもう海苔は作られていないことを岡崎さんから

聞いた義之は、どんな気持ちか。 

・ せっかくの伝統がなくなってしまって悔しい。 

・ この町の誇りがなくなっていやだ。 

(3) 海を見つめる義之の心の中に溢れる熱い思いとは、どんな

気持ちか。 

・ 地域のすばらしい伝統・文化をみんなに伝えていこう。

・ ふるさとの浜辺に託した地域の人々の心を大切にした

い。 

・ 岡崎さんや西村さんのように、地域に誇りをもって、地

域のために何かしていきたい。 

 
３ 自分と郷土とのかかわりについて考える。  
○ 自分たちの町に自慢できるものはあるか。 

○ 地域のために、どのようなことができるか。 

 
・岡崎さんや西村さんが、義之に

自分のことのように海苔の歴

史を語る姿を思い浮かべなが

ら考えさせる。 
・海苔の生産という伝統に、この

町の誇りを見出していた義之

の気持ちを踏まえて考えさせ

る。 
・岡崎さんや西村さん、地域の

人々の思いを感じて、義之はど

のような気持ちになったかを

考えさせる。 
 
 
 
 
・郷土の伝統・文化や自然などに

ついて感じたことを話し合う

ようにする。 
４ 教師の説話を聞く。 

○ 自分にとって郷土はどのようなものであったかを話す。

・ゲストティーチャーを招いて、

考えさせることもよい。 
 

四 

展
開
例
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中
学
校 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
(9) 

麗
う
る
わ

し
の
歌か

舞ぶ

伎き

座ざ

（
中
央
区
） 

一 

ね
ら
い 

優
れ
た
日
本
の
文
化
・
伝
統
を
理
解
し
、
継
承
し
て
い
こ
う

と
す
る
態
度
を
養
う
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
歌
舞
伎
座
は
、
中
央
区
東
銀
座
に
あ
る
。
こ
の
桃
山
様
式
の
劇

場
に
一
歩
入
る
だ
け
で
、
誰
も
が
歌
舞
伎
独
特
の
文
化
や
伝
統

に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
人
公
は
隣
接
地
に
住
ん
で
い
る
も

の
の
、
深
く
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ

レ
ン
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け
で
、
歌
舞
伎
を
調
べ
る
主
人
公

の
気
持
ち
の
変
化
に
着
目
さ
せ
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
に
、
主
人
公
の
歌
舞
伎
座
へ
の
感
じ
方
、
考
え
方
の
変
化

に
気
付
か
せ
る
。
そ
こ
で
、
主
人
公
に
託
し
て
自
分
の
感
じ
方
、

考
え
方
を
語
れ
る
発
問
を
構
成
す
る
よ
う
に
す
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
生
徒
が
、
歌
舞
伎
を
大
切
に
思
う
亜
紀
の
気
持
ち
を
想
像
で
き

る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
上
で
日
本
の
文
化
・
伝
統
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
、
継
承
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

る
。
ま
た
、
文
化
や
伝
統
の
保
存
と
、
便
利
さ
を
享
受
す
る
こ

と
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
た
い
。 

・
体
験
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
日
本
の
文
化
・
伝
統
を
意
識
し

た
体
験
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
と
き
の
心
情
に
つ
い
て
発
表
さ
せ

る
。
ま
た
、
友
達
と
の
意
見
交
流
を
図
ら
せ
る
。 

・
二
・
三
年
生
で
の
扱
い
が
望
ま
し
い
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 日本の文化・伝統について話し合う。 
 ○ 能や歌舞伎を見たことがあるか。 

・歌舞伎座の写真を提示する。 

２ 資料「麗しの歌舞伎座」を読んで話し合う。 

(1) 最初、亜紀は歌舞伎に対する興味をもっていたが、歌舞伎

座を嫌だと感じるようになったのはどんな気持ちからか。 

・ 座席が狭く、国際的な劇場として機能できない。 

・ 近代的なビルに比べて古めかしい。 

(2) 自国の文化に誇りをもっているカレンを見ながら亜紀は、

どんなことを考えたか。 

（補助発問）中村さんの話から亜紀が考えたことは何か。 

・ 歌舞伎座を調べ、自信をもって日本の文化・伝統につい

て話せるようになりたい。 

・ 伝統を守る人の心意気に触れ、住民として協力したい。

(3) 歌舞伎座に隣接する地域の住民として、歌舞伎の伝統を継

承するためにどうしていこうと考えているか。 

・ 日本の文化・伝統の一つとしてしっかり守っていきたい。

・ 歌舞伎をもっと理解し、普及させる活動に参加したい。

 
３ 日本の文化・伝統を意識した体験を思い出して話し合う。

・ 鎌倉遠足に行ったり、総合的な学習の時間で伝統工芸体

験をしたりしたとき。 
・ 修学旅行で京都の寺院を訪れたとき。 

 

・都会の華やかさをよしとし、古

いものを厭う気持ちが芽生え

た亜紀の気持ちを受け入れさ

せるようにする。 

・歌舞伎座を「憩いの場」「心の

よりどころ」と考えるようにな

る亜紀の言動の変化に着目さ

せる。 

・中村さんとの会話も視野に入れ

ながら考えさせる。 

・亜紀の気持ちに共感させ、生徒

一人一人に自分のこととして

考えさせる。 

 
 
・これまでの体験をもとに日本の

文化・伝統を意識したときのこ

とを想起させるようにする。 

４ 教師の説話を聞く。 
○ 日本の文化・伝統のすばらしさを感じた体験を語る。 

 

四 

展
開
例
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 とうふや　八べえ ★

2 たま川の夕日 ★

3 やまめの　やまちゃん ★

4 かっぱと　与助 ★

5 たのしい　一日 ★

1 人力車 ★

2 花と緑のまち ★

3 三河島のつる ★

4 わらじじぞう ★

5 ぼくたちの多摩川 ★

1 岩淵水門 ★

2 心の通い合い ★

3 大賀博士を支えた人々 ★

4 天然痘とたたかう ★

5 マネージャー ★

1 苦い映画の思い出 ★

2 車人形 ★

3 焼けた空 ★

4 甘い小松菜 ★

5 御蔵島の心 ★

1 たかおの　山の　てんぐ ★

2 あいさつ通り ★

3 ようこそ　はな子さん ★

4 うえの先生と　ハチ ★

5 おじぞうさま ★

1 玉川上水と玉川兄弟 ★

2 全校遠足とカワセミ ★

3 野鳥のすむ水辺 ★

4 日曜日のバーベキュー ★

5 くじら祭 ★

1 波浮のお池 ★

2 心にふく風 ★

3 半助の投あみ ★

4
あの感動を伝えたい
－夕焼け小焼け 中村雨紅－

★

5 江戸深川 ★

1 トラベリングと口玉の山 ★

2
「江戸しぐさ」を考える
－めぐりんに乗って－

★

3 小さな工場の大きな仕事 ★

4 海苔の町　－大森－ ★

5 麗しの歌舞伎座 ★

中
学
校

第
１
集
（
平
成
十
七
年
度
）

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

小
学
校
低
学
年

第
２
集
（
平
成
十
八
年
度
）

小
学
校
低
学
年

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

中
学
校

2 3

学
年

集

　各資料と内容項目との関連

主として自分自身に
関すること

主として他の人との
かかわりに関すること

主として自
然や崇高な
ものとのか
かわりに関
すること

主として集団や社会との
かかわりに関すること
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作 成 協 力 者 

（職名は平成 19 年３月現在） 

《 第 ２ 集 》 

 

平成 18 年度 道徳授業地区公開講座推進委員会 

 

【小 学 校】 

 委員長 福 田 富美雄  北区立王子小学校校長 

 委 員 堀 田 直 樹  八王子市立中野北小学校副校長 

     武 田   淳  中野区立中野神明小学校主幹 

     大 野 寿 久  国分寺市立第十小学校主幹 

     橋 本 ひろみ  世田谷区立松原小学校教諭 

     後 々 陽 子  青梅市立河辺小学校教諭 

     齋 藤 賢 二  調布市立布田小学校教諭 

     鈴 木 裕 子  町田市立忠生第一小学校教諭 

 

 

【中 学 校】 

 委員長 山 田 佳 子  大田区立矢口中学校校長 

 委 員 宮 澤 一 則  大田区立出雲中学校副校長 

     坂 口 幸 恵  江戸川区立瑞江第二中学校副校長 

     鮫 島 千惠子  大田区立大森東中学校主幹 

     小 山 博 史  八王子市立宮上中学校主幹 

     宇津木 美佐子  台東区立忍岡中学校教諭 

     小 貝   宏  江戸川区立松江第五中学校教諭 

 

 

  なお，東京都教育委員会においては，次の者が本書の編集に当たった。 

 

   大 江   近  教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課長 

上 原 一 夫  教育庁指導部主任指導主事 

臼 倉 美 智  教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課統括指導主事 

井 尻 郁 夫            同         指導主事 

前 田   元            同         指導主事 

 
 
 
 



 

作 成 協 力 者 

（職名は平成 18 年３月現在） 

《 第 １ 集 》 

 

平成 17 年度 道徳授業地区公開講座推進委員会 

 

【小 学 校】 

 委員長 福 田 富美雄  北区立王子小学校校長 

 委 員 筒 井  鉄 也  江東区立第六砂町小学校副校長 

     武 田   淳  中野区立中野神明小学校主幹 

     大 野 寿 久  小平市立小平第八小学校主幹 

     橋 本 ひろみ  世田谷区立松原小学校教諭 

     中 嶋 博 子  青梅市立第一小学校教諭 

     齋 藤 賢 二  調布市立布田小学校教諭 

     鈴 木 裕 子  町田市立忠生第一小学校教諭 

 

 

【中 学 校】 

 委員長 坂 谷 利 雄  葛飾区立青戸中学校校長 

 委 員 宮 澤 一 則  大田区立出雲中学校副校長 

     坂 口 幸 恵  江戸川区立瑞江第二中学校副校長 

     鮫 島 千惠子  大田区立大森東中学校主幹 

     鴨 井 雅 芳  目黒区立東山中学校教諭 

     篠 塚 浩 幸  調布市立神代中学校教諭 

     池 田 富太郎  西東京市教育委員会指導主事 

 

 

  なお，東京都教育委員会においては，次の者が本書の編集に当たった。 

 

大 江   近  教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課長 

上 原 一 夫  教育庁指導部主任指導主事 

赤 堀 博 行    教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課統括指導主事

臼  倉 美  智           同        統括指導主事 

          田 畑 美 香           同          指導主事 

          井 尻 郁 夫              同          指導主事 

 

 



 

 

 

平成１８年度 東京都道徳教育郷土資料集（第２集） 

 

                  東京都教育委員会印刷者登録 

                  平成１８年度 第２４３号 

 

 

    平成１９年３月２８日 

    編集・発行  東京都教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課 

    所 在 地  東京都新宿区西新宿２－８－１ 

    電 話 番 号  （０３）５３２０－６８４１ 

    印 刷 会 社  前田印刷株式会社 

古紙配合率70％再生紙を使用しています
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