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は 

じ 

め 

に 
 

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
七
年
度
か
ら
は
都
内
す
べ
て
の
都
立
中

高
一
貫
教
育
校
や
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
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
。 

今
後
、
よ
り
一
層
、
道
徳
教
育
の
要

か
な
め

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
。 

こ
う
し
た
道
徳
の
時
間
の
目
標
の
達
成
を
図
り
、
児
童
・
生
徒
に
充
実
感
を
も
た
ら
す
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
指
導
を
進
め
る
た
め
に
は
、

道
徳
の
時
間
の
資
料
と
な
る
魅
力
的
な
教
材
を
多
様
に
開
発
し
、
そ
の
効
果
的
な
活
用
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

本
書
は
、
都
内
公
立
小
・
中
学
校
等
の
す
べ
て
の
児
童
・
生
徒
に
充
実
し
た
道
徳
教
育
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
児
童
・
生
徒
が
日
常
の
体
験

を
想
起
し
実
感
を
深
め
や
す
い
地
域
教
材
を
資
料
と
し
て
開
発
し
、
郷
土
や
国
に
対
す
る
愛
着
や
誇
り
を
は
ぐ
く
む
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
）
、
第
２
集
（
平
成
十
八
年
度
発
行
）
及
び
本
書
第
３
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
あ
げ
ま
す
。 

 

平
成
二
十
一
年
三
月 

東
京
都
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

大 
 

原 
 

正 
 

行 



は 
じ 

め 

に 

第
一
章 
郷
土
資
料 

 
 

小
学
校
低
学
年
用 

 
 
 

一 

木き

の
お
い
し
ゃ
さ
ん
（
立
川
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
2 

 
 
 

二 

せ
せ
ら
ぎ
の
み
ち
（
国
立
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
8 

 
 
 

三 

森も
り

の
ご
ち
そ
う
（
三
鷹
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
14 

 
 
 

四 

へ
び
さ
ん 

よ
ろ
し
く
（
清
瀬
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
20 

 

   

小
学
校
中
学
年
用 

 
 
 

一 

む
か
し
む
か
し
柿か

き

の
木き

坂ざ
か

で
（
目
黒
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
24 

 
 
 

二 

内な
い

藤と
う

新し
ん

宿
じ
ゅ
く

（
新
宿
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
28 

 
 
 

三 

練ね
り

馬ま

の
名め

い

産さ
ん

品ひ
ん

（
練
馬
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
32 

 
 
 

四 

わ
き
水
の
町 

東
ひ
が
し

久く

留る

米め

（
東
久
留
米
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
36 

 
 
 

五 

日
本
の
国こ

く

ぎ
（
港
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
40 

 

  

小
学
校
高
学
年
用 

 
 
 

一 

オ
オ
タ
カ
の
す
む
里
（
町
田
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
44 

 
 
 

二 

お
も
う
わ
よ
（
青
ヶ
島
村
） 

・
・
・
・
・
・
・
50 

 
 
 

三 

よ
み
が
え
れ 

ふ
る
さ
と
三み

宅や
け

島じ
ま

（
三
宅
村) 

・
・
・
・
・
・
・
54 

 
 
 

四 

小こ

金が
ね

井い

桜
ざ
く
ら

（
小
金
井
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
60 

 
 
 

五 

だ
る
ま
さ
ん 

だ
る
ま
さ
ん
（
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
）
・
・
・
・
・
・
66 

   
 

中
学
校
用 

 

 
 
 

一 

小
石
川
上
水
を
つ
く
っ
た
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
大お

お

久く

保ぼ

藤と
う

五ご

郎ろ
う

（
文
京
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
70 

 
 
 

二 

大
き
さ
と
や
さ
し
さ
（
足
立
区
） 

・
・
・
・
・
・
・
76 

 
 
 

三 

浅せ
ん

間げ
ん

山や
ま

の
魅み

力
り
ょ
く

（
府
中
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
82 

 
 
 

四 

花
火
大
会
（
多
摩
市
） 

・
・
・
・
・
・
・
88 

  



第
二
章 

郷
土
資
料
の
活
用 

 
 

小
学
校
低
学
年
用 

 
 
 

一 

木き

の
お
い
し
ゃ
さ
ん 

３
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
96 

 
 
 

二 

せ
せ
ら
ぎ
の
み
ち 

３
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
97 

 
 
 

三 

森も
り

の
ご
ち
そ
う 
４
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
98 

 
 
 

四 

へ
び
さ
ん 

よ
ろ
し
く 
４
―
(5) 

・
・
・
・
・
・
・
99 

 

   

小
学
校
中
学
年
用 

 
 
 

一 

む
か
し
む
か
し
柿か

き

の
木き

坂ざ
か

で 

２
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
100 

 
 
 

二 

内な
い

藤と
う

新し
ん

宿
じ
ゅ
く 

４
―
(5) 

・
・
・
・
・
・
・
101 

 
 
 

三 

練ね
り

馬ま

の
名め

い

産さ
ん

品ひ
ん 

４
―
(5) 

・
・
・
・
・
・
・
102 

 
 
 

四 

わ
き
水
の
町 

東
ひ
が
し

久く

留る

米め 

４
―
(5) 

・
・
・
・
・
・
・
103 

 
 
 

五 

日
本
の
国こ

く

ぎ 

４
―
(6) 

・
・
・
・
・
・
・
104 

  

 

小
学
校
高
学
年
用 

 
 
 

一 

オ
オ
タ
カ
の
す
む
里 

３
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
105 

 
 
 

二 

お
も
う
わ
よ 

４
―
(3) 

・
・
・
・
・
・
・
106 

 
 
 

三 

よ
み
が
え
れ 

ふ
る
さ
と
三み

宅や
け

島じ
ま 

４
―
(7) 

・
・
・
・
・
・
・
107 

 
 
 

四 

小こ

金が
ね

井い

桜
ざ
く
ら 

４
―
(7) 

・
・
・
・
・
・
・
108 

 
 
 

五 

だ
る
ま
さ
ん 

だ
る
ま
さ
ん 

４
―
(7) 

・
・
・
・
・
・
・
109 

    
 

中
学
校
用 

 

 
 
 

一 

小
石
川
上
水
を
つ
く
っ
た
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
大お

お

久く

保ぼ

藤と
う

五ご

郎ろ
う 

１
― 

(4) 

・
・
・
・
・
・
・
110 

 
 
 

二 

大
き
さ
と
や
さ
し
さ 

２
―
(5) 

・
・
・
・
・
・
・
111 

 
 
 

三 

浅せ
ん

間げ
ん

山や
ま

の
魅み

力
り
ょ
く

３
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
112 

 
 
 

四 

花
火
大
会 

４
―
(2) 

・
・
・
・
・
・
・
113 



 1

             

第
一
章 

郷
土
資
料 

              

 
せいせき多摩川花火大会の会場付近 



 2

 

木き

の

お

い

し

ゃ

さ

ん 

（

立た
ち

川か
わ

市し

） 

 
 

ぼ

く

は

、

さ

く

ら

の

木き

。 

立た
ち

川か
わ

に

あ

る

 

昭し
ょ
う

和わ

記き

念ね
ん

公こ
う

園え
ん

と

い

う

 

大お
お

き

な

 

こ

う

え

ん

に

い

ま

す

。 

な

か

ま

が 

い

っ

ぱ

い 

い

て

、
春は

る

に 

み

ん

な

で 

花は
な

を 

さ

か

せ

ま

す

。

た

く

さ

ん

の 

人ひ
と

が

、

ぼ

く

た

ち

を 

み

て

、

よ

ろ

こ

ん

で

く

れ

ま

す

。 

 

九く

月が
つ

に

、

た

い

へ

ん

な

こ

と

が 

お

き

ま

し

た

。

大

き

な 

た

い

ふ

う

が 

や

っ

て

き

て

、
つ

よ

い

風か
ぜ

が 

ふ

い

た

の

で

す

。
す

る

と

、

ぼ

く

の 

え

だ

が 

お

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

す

。 

「

い

た

い

よ

ー

っ

、

い

た

い

よ

ー

っ

。
」 

ぼ

く

は

、

な

き

ま

し

た

。 

し

ば

ら

く

す

る

と

、
こ

う

え

ん

の 
お

じ

さ

ん

が 

来き

て

く

れ

ま
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し

た

。

そ

し

て

、

す

ぐ

に 

て

あ

て

を 

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

で

も

、

そ

の

き

ず

は 

と

て

も

大

き

く

て

、

き

ず

口ぐ
ち

か

ら 

ば

い

き

ん

が 

入は
い

っ

て 

し

ま

い

ま

し

た

。 

ぼ

く

は

、

少す
こ

し

ず

つ 

元げ
ん

気き

が 

な

く

な

っ

て

い

き

ま

し

た

。 

 

あ

る

日ひ

、
ぼ

く

を 

し

ん

ぱ

い

そ

う

に 

見み

て

い

た 

こ

う

え

ん

の 

お

じ

さ

ん

が

、
木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

を 

つ

れ

て

来

ま

し

た

。 

木

の

 

お

い

し

ゃ

さ

ん

は

、

ぼ

く

を

 

じ

っ

と

 

見

て

か

ら

、

そ

っ

と 

き

ず

口

を 

な

で

ま

し

た

。 

そ

れ

か

ら

、

ぼ

く

に 

耳み
み

を 

あ

て

て

、

や

さ

し

く 

言い

い

ま

し

た

。 

「

と

て

も 

つ

ら

か

っ

た

ね

。

で

も

、

も

う 

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

。 

お

く

す

り

を 

つ

け

て

あ

げ

る

か

ら

ね

。
」 

木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

は

、

ぼ

く

を 

な

で

な

が

ら

、

き

ず

口

に 

く

す

り

を 

つ

け

て

く

れ

ま

し

た

。 
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し

ば

ら

く

し

て

 

ま

た

 

こ

う

え

ん

の 

お

じ

さ

ん

が

、
木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

を

 

つ

れ

て

来

ま

し

た

。 木

の 
お

い

し

ゃ

さ

ん

は

、
ぼ

く

を 

じ

っ

と 

見

て

か

ら

、
そ

っ

と

 

ぼ

く

を 

な

で

ま

し

た

。 

そ

れ

か

ら

、
ぼ

く

に 

耳

を 

あ

て

て

、

や

さ

し

く

 
言

い

ま

し

た

。 

「

だ

い

ぶ 

よ

く

な

っ

た

ね

。
え

い

よ

う

が 

つ

け

ば

、
も

っ

と 

元

気

に 

な

る

よ

。
」 

 

木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

と 

こ

う

え

ん

の 

お

じ

さ

ん

は

、
ぼ

く
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の 

足あ
し

も

と

を

、

シ

ャ

ベ

ル

で 

ほ

り

は

じ

め

ま

し

た

。 

そ

し

て

、

え

い

よ

う

と

な

る 

ひ

り

ょ

う

を

、

た

く

さ

ん 

う

め

て

く

れ

ま

し

た

。 
「

早は
や

く

、

元

気

に 

な

る

ん

だ

よ

。
」 

ぼ

く

は

、
ね

っ

こ

か

ら 

た

く

さ

ん 

え

い

よ

う

を 

す

い

ま

し

た

。 

 

木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

は

、

そ

れ

か

ら

、

ま

い

日に
ち

の

よ

う

に 

来

て

く

れ

ま

し

た

。

い

つ

も

、

ぼ

く

に

 

話は
な

し

か

け

て

く

れ

ま

し

た

。

木

の 

お

い

し

ゃ

さ

ん

は

、
ぼ

く

の 

た

い

せ

つ

な 

人

に 

な

り

ま

し

た

。 

 

し

ば

ら

く

す

る

と

、

ぼ

く

は

、

き

ず

も 

な

お

り

、

と

て

も 

元

気

に 

な

り

ま

し

た

。 

 

春

が

、
き

ま

し

た

。
昭

和

記

念

公

園

に

、
た

く

さ

ん

の 

人

が 

あ
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つ

ま

り

ま

し

た

。 

ぼ

く

た

ち

 

さ

く

ら

の

木

は

、

思お
も

い

き

り

 

き

れ

い

な

 
花

を 

さ

か

せ

ま

し

た

。 
木

の
 

お

い

し

ゃ

さ

ん

が 

に

こ

に

こ

し

な

が

ら

 

手て

を 

ふ

っ

て

、
ぼ

く

の

方ほ
う

に 

走は
し

っ

て

き

て

く

れ

る

の

が

 

見

え

ま

し

た

。 

（

武

田

 
淳

 

作

）  
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 8

せ

せ

ら

ぎ

の

み

ち 

（

国く
に

立た
ち

市し

） 

  

こ

こ

は

、

せ

せ

ら

ぎ

の

み

ち

。

さ

ん

ぽ

み

ち

。

小ち
い

さ

な 

川か
わ

を

は

さ

ん

で

、
こ

ん

も

り

と

し

た 

み

ど

り

の 

は

や

し

が 

ひ

ろ

が

り

ま

す

。 

  

あ

る

日ひ

、

ど

ん

ぐ

り

く

ん

は 

こ

ろ

ん

と 

お

ち

て

、

そ

の

ま

ま 

こ

ろ

こ

ろ 

川

の

中な
か

。
そ

こ

へ 

ざ

り

が

に

く

ん

が 

や

っ

て

き

て

、

い

い

ま

し

た

。 

「

お

や

お

や

、

め

ず

ら

し

い 

お

き

ゃ

く

さ

ま

。

川

の 

中

は 

き

に

い

っ

て 

も

ら

え

ま

し

た

か

な

。
」 

ど

ん

ぐ

り

く

ん

は

、

あ

た

り

を 

み

ま

わ

し

て

か

ら

、

こ

う 

い

い

ま

し

た

。 

「

水み
ず

が 

つ

め

た

い

な

。

で

も

、

き

れ

い

だ

ね

。
」 

「

こ

の

川

は

、
わ

き

水

を 

あ

つ

め

て 
な

が

れ

て 

い

る

か

ら

ね

。
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じ

め

ん

に 

し

み

こ

ん

だ 

あ

め

が

、
な

が

い 

じ

か

ん

を 

か

け

て

、

こ

の

が

け

の 

下し
た

の

方ほ
う

か

ら 

ま

た 

あ

ふ

れ

だ

す

。

そ

れ

が 

わ

き

水

だ

よ

。
」 

 
は

な

し

て

い

る

 

ざ

り

が

に

く

ん

の

 

よ

こ

を

、

い

ろ

い

ろ

な 

い

き

も

の

が 

と

お

り

す

ぎ

て 

い

き

ま

し

た

。
み

み

を 

す

ま

す

と

、

水

の 

お

と

が

、

や

さ

し

く 

ひ

び

き

ま

す

。 

ふ

と 

お

ひ

さ

ま

の 

ひ

か

り

が

、
水

の 

中

に 

さ

し

こ

ん

で

、

ざ

り

が

に

く

ん

と
 

ど

ん

ぐ

り

く

ん

を

 

や

わ

ら

か

く

 

て

ら

し

ま

し

た

。

ど

ん

ぐ

り

く

ん

は

、

は

じ

め

て

 

み

る

 

川

の

 

中

の 

せ

か

い

や

、

ざ

り

が

に

く

ん

の 

は

な

し

に

、

だ

ん

だ

ん 

わ

く

わ

く 

し

て

き

ま

し

た

。 

「

ね

え

、
ど

ん

ぐ

り

く

ん

。
こ

ん

ど

は

、
は

や

し

の 

は

な

し

を 

き

か

せ

て 

お

く

れ

。
」 

ざ

り

が

に

く

ん

が

、

い

い

ま

し

た

。 

「

ふ

ゆ

に

は 

は

や

し

に 

か

ぜ

が 
ふ

く

と

、
は

っ

ぱ

の 

お

と
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が

 

か

さ

か

さ

 

そ

ら

じ

ゅ

う

に

 

ひ

び

く

ん

だ

よ

。

な

つ

は

、

む

し

た

ち

の 

に

ぎ

や

か

な 

パ

レ

ー

ド

さ

。

あ

き

は

、

ど

ん

ぐ

り

が 

こ

ろ

こ

ろ 

こ

ろ

こ

ろ

。
そ

ろ

そ

ろ 

は

や

し

は

、
あ

か

、

き

、

オ

レ

ン

ジ

に 

へ

ん

し

ん

さ

。
」 

 

水

の 

中

し

か 

し

ら

な

い 

ざ

り

が

に

く

ん

も

、
わ

く

わ

く

し

て

き

ま

し

た

。 

「

で

も

ね

。

こ

の

あ

い

だ

は

、

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

と

 

お

さ

ん

ぽ

を 

し

て

い

た 
ま

み

ち

ゃ

ん

が

、

と

っ

て

も 

な

い

た

よ

。
」 

「

そ

れ

は 

ま

た

、

ど

う

し

て 

な

い

た

ん

だ

い

。
」 

 

ざ

り

が

に

く

ん

は

、

み

を 

の

り

だ

し

て 

た

ず

ね

ま

し

た

。 

「

ま

み

ち

ゃ

ん

の

 

お

き

に

い

り

の

 

ど

ん

ぐ

り

の

 

木き

が

 

き 

ら

れ

て

、

き

り

か

ぶ

だ

け

に 

な

っ

ち

ゃ

っ

た

の

さ

。
」 

「

そ

れ

は 

ま

た

、

ど

う

し

て 
き

ら

れ

た

ん

だ

い

。
」 

 

ざ

り

が

に

く

ん

は

、
ま

す

ま

す 
み

を 

の

り

だ

し

て 

た

ず

ね

ま

し

た

。 
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「

は

や

し

を 

ま

も

る 

た

め

さ

。
お

ひ

さ

ま

の 

ひ

か

り

が 

あ

た

る

よ

う

に

、

木

を

 

き

る

こ

と

も

 

だ

い

じ

な

こ

と

ら

し

い

。

き

っ

た 

木

を

、

ま

き

や 

す

み

に 

し

た

ら

し

い

。
」 

「

き

ら

れ

ち

ゃ

う

な

ん

て 

か

わ

い

そ

う

。
」 

 

ざ

り

が

に

く

ん

は 

ふ

る

え

ま

し

た

。 

「

と

こ

ろ

が

ね

。

な

い

て

い

る 

ま

み

ち

ゃ

ん

に

、

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が 

こ

う 

い

っ

た

ん

だ

。
」 

「

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

。

は

る

に 

な

れ

ば

、

き

り

か

ぶ

さ

ん

に 

す

て

き

な

こ

と

が

 
お

き

る

か

ら

ね

。

き

の

う

 

ふ

っ

た

 

あ

め

も 

が

け

に 

し

み

こ

ん

で

、
い

つ

か 

わ

き

み

ず

に 

な

っ

て 

ま

た 

あ

え

る

。
き

り

か

ぶ

さ

ん

に

も 

す

て

き

な

こ

と

が 

き

っ

と 

お

こ

る

か

ら

ね

。

さ

あ

、

な

く

の

を 

お

や

め

。
」 

 

ざ

り

が

に

く

ん

と 

ど

ん

ぐ

り

く

ん

は

、
す

て

き

な

こ

と

っ

て

な

ん

な

の

か 

じ

っ

と 

か

ん

が

え

て 
い

ま

し

た

。
か

ん

が

え

て

も 

わ

か

ら

な

く

て

、

ふ

た

り

は 

ね

む

く

な

り

ま

し

た

。

か

た

を 

よ
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せ

あ

い

、

目め

を 

と

じ

ま

し

た

。

ふ

た

り

と

も 

川

の

こ

と 

は

や

し

の

こ

と

を 

お

も

い

う

か

べ

て

、
目

を

つ

む

っ

た

ま

ま 

に

こ

に

こ

が

お

に 

な

り

ま

し

た

。 

  

は

る

に
 

な

っ

た

ら

、

き

り

か

ぶ

か

ら

 
ま

た
 

あ

か

ち

ゃ

ん

え

だ

が 

め

を

 

だ

す

こ

と

を

、

ど

ん

ぐ

り

く

ん

も

 

ざ

り

が

に

く

ん

も

 

ま

み

ち

ゃ

ん

も

、

ま

だ

 
し

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

を

 

し

っ

て

い

る
 

お

ひ

さ

ま

が

、

に

こ

に

こ

と

 

せ

せ

ら

ぎ

の

さ

ん

ぽ

み

ち

を

 

あ

か

る

く

 
や

さ

し

く 

て

ら

し

て 

お

り

ま

し

た

。 
 

（

橋

本

 

ひ

ろ

み

 

作

） 

 

 
国 立 市  せ せ ら ぎ の み ち 付 近  
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森も
り

の

ご

ち

そ

う 

（

三み

鷹た
か

市し

） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「

お

う

い

、

ご

ち

そ

う

を 

み

つ

け

た

よ

。
」 

 
あ

り

の 

ふ

う

ち

ゃ

ん

と 

よ

っ

ち

ゃ

ん

が

、
お

い

し

そ

う

な

ビ

ス

ケ

ッ

ト

の

 

や

ま

を

 

み

つ

け

ま

し

た

。

こ

こ

は

、

み

た

か

の 

森も
り

の 
い

の

が

し

ら

池い
け

の 

ほ

と

り

。

な

つ

の 

あ

つ

い

日ひ

。

ミ

ー

ン

ミ

ー

ン

、

せ

み

た

ち

の

 

だ

い

が

っ

し

ょ

う

が

 

き

こ

え

ま

す

。 

 

な

か

ま

が

、

う

れ

し

そ

う

に 

あ

つ

ま

っ

て 

き

ま

し

た

。 

「

よ

し

、

が

ん

ば

っ

て 

す

に 

は

こ

び 

こ

む

ぞ

！

」 

 
 

ふ

う

ち

ゃ

ん

は

、

大お
お

き

な 

ビ

ス

ケ

ッ

ト

を

、

よ

い

し

ょ

と 

か

つ

ぎ

ま

し

た

。 

 

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、
な

る

べ

く 

ち

い

さ

く

て 

か

る

い

も

の

を

え

ら

び

、

わ

ざ

と 

ゆ

っ

く

り

は

こ

び

ま

し

た

。

つ

ぎ

も 

そ

の

つ

ぎ

も 

そ

う

し

ま

し

た

。 

 

と

こ

ろ

が

、

ふ

う

ち

ゃ

ん

は

、

い

つ 
み

て

も 

大

き

な 

も

の



 15

を 

え

ら

ん

で

は

、
せ

っ

せ

と 

う

れ

し

そ

う

に 
 

は

こ

ん

で 

い

る

で

は 

あ

り

ま

せ

ん

か

。

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、

こ

う 

お

も

い

ま

し

た

。 
（

ふ

う

ち

ゃ

ん

は

、
な

ん

で 

た

い

へ

ん

な 

こ

と

を 

す

る

の

か

な

あ

…

…

。
） 

 

日

が

、

く

れ

て 

き

ま

し

た

。

池

の 

こ

い

が 

ふ

う

ち

ゃ

ん

に 

い

い

ま

し

た

。 

「

ふ

う

ち

ゃ

ん

、

お

も

く

て 

た

い

へ

ん

だ

っ

た

だ

ろ

う

？

」 

 

森

に 

か

え

っ

て 

き

た 

か

ら

す

も

、

い

い

ま

し

た

。 

「

一い
ち

日に
ち

、

よ

く 

が

ん

ば

っ

た

ね

。

え

ら

い

よ

、

ふ

う

ち

ゃ

ん

。
」 

「

あ

り

が

と

う

。

あ

の

ね

、

あ

か

ち

ゃ

ん

た

ち

の

ぶ

ん

、

み

ん

な

の 

ぶ

ん

ま

で 

が

ん

ば

っ

た

ん

だ

。
」 

「

そ

う

な

ん

だ

…

…

。

ふ

う

ち

ゃ

ん

に

は

、

い

い

こ

と

が 

き

っ

と 

あ

る

よ

。
」 

 

か

ら

す

は 

そ

う

い

う

と

、
森

の 
中な

か

に 
 

と

ん

で 

い

き

ま

し
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た

。 

 

さ

て

、

そ

れ

を 

き

い

て 

い

た 

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、

ふ

う

ち

ゃ

ん

に 

ど

ん

な 

い

い

こ

と

が 

あ

る

の

か

、
き

に

な

っ

て 

し

か

た

が 

あ

り

ま

せ

ん

。 

（

ふ

う

ち

ゃ

ん

は

、

た

く

さ

ん

 

ご

ほ

う

び

を

 

も

ら

え

る

の

か

な

。
） 

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、

し

ん

ぱ

い

に

な

っ

て 

き

ま

し

た

。 

 

に

し

の 

そ

ら

に

、

日

が 

し

ず

み

ま

す

。 

「

き

ょ

う

は

、

こ

こ

ま

で

。

つ

づ

き

は

、

あ

し

た

。
」 

そ

ん

な 

か

け

ご

え

が 

か

か

り

ま

し

た

。 

 

よ

る

は

、

み

ん

な

で 
ビ

ス

ケ

ッ

ト

を 

た

べ

ま

し

た

。 

 

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、

く

ば

ら

れ

た
 

ビ

ス

ケ

ッ

ト

の

 

り

ょ

う

が

、

さ

っ

き

か

ら 

き

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

ぼ

く

の

は

、

す

く

な

い

の

か

な

。

ふ

う

ち

ゃ

ん

の

は

、

お

お

い

の

か

な

。

そ

ん

な 

こ

と

ば

か

り

を 

か

ん

が

え

て 

い

た

の

で

、
ち

っ

と

も 

お

い

し

く

あ

り

ま
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せ

ん

。 

「

き

ょ

う

は

、

ふ

う

ち

ゃ

ん 

だ

い

か

つ

や

く

、

と

て

も 

お

も

い

の

に

、

た

く

さ

ん 

は

こ

ん

で 
 

く

れ

た

ね

。
」 

 
み

ん

な

が

、

よ

ろ

こ

ん

で 

く

れ

ま

し

た

。 

 

ふ

う

ち

ゃ

ん

は

、

み

ん

な

の

え

が

お

の 

中

で

、

ビ

ス

ケ

ッ

ト

を

ひ

と

く

ち 

か

じ

り

ま

し

た

。 

「

わ

あ

、

ほ

ん

と

う

に 

お

い

し

い

ね

。

か

ら

す

く

ん

の 

い

っ

た

と

お

り

だ

。

い

い

こ

と

あ

っ

た

あ

。
」 

 

よ

っ

ち

ゃ

ん

は

、
そ

ん

な 

ふ

う

ち

ゃ

ん

を 

じ

っ

と 

み

て

い

ま

し

た

。 

  

つ

ぎ

の

日

、

よ

っ

ち

ゃ

ん

は
 

ふ

う

ち

ゃ

ん

の

 

ま

ね

を

し

て

、

大

き

な

 

ビ

ス

ケ

ッ

ト

を

 

い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い

に

 

は

こ

ん

で 

み

ま

し

た

。 

 

お

も

く

て

、

あ

し

が 

よ

れ

よ

れ

。

ま

っ

す

ぐ

に 

あ

る

け

ま

せ
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ん

。

そ

れ

で

も

、

は

を 

く

い

し

ば

っ

て 

が

ん

ば

り

ま

し

た

。

池

の 

こ

い

と 

森

の 

か

ら

す

が

、
そ

ん

な 

よ

っ

ち

ゃ

ん

を 

に

こ

に

こ 

み

て

い

ま

し

た

。 

 
 

ば

ん

ご

は

ん

に 

な

り

ま

し

た

。
お

も

い

も

の

を 

は

こ

ん

だ

の

で

、

よ

っ

ち

ゃ

ん

の

 

手て

は

 

ぶ

る

ぶ

る

 

ふ

る

え

て

 

い

ま

す

。

み

ん

な

の 

え

が

お

の 

中

で

、
ビ

ス

ケ

ッ

ト

を 

そ

っ

と 

た

べ

て

み

ま

し

た

。
お

い

し

く

て

、
な

み

だ

が 

で

そ

う

に

な

り

ま

し

た

。 

  

つ

ぎ

の 

あ

さ

。

き

ょ

う

も 

み

ん

な

は

、

ご

ち

そ

う

を 

さ

が

し

は

じ

め

ま

す

。 

 
 

か

ら

す

が

、

よ

っ

ち

ゃ

ん

を 

み

つ

け

て 

い

い

ま

し

た

。 

「

お

う

い

、

よ

っ

ち

ゃ

ん

。

き

の

う

は

 

な

に

か

 

い

い

こ

と

が 

あ

っ

た

だ

ろ

う

？

」 

「

あ

っ

た

と

も

！ 

ぼ

く

に

も 

い

い

こ

と

が

！

」 

よ

っ

ち

ゃ

ん

の 

え

が

お

は

、
あ

さ

の 

光ひ
か
り

に 

ま

す

ま

す 

き
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ら

き

ら

し

て

い

ま

し

た

。 

（

橋

本

 

ひ

ろ

み

 

作

）
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へ

び

さ

ん 

よ

ろ

し

く 

（

清き
よ

瀬せ

市し

） 

 

ぼ

く

の 

す

む 

町ま
ち

は

、
き

よ

せ

の 

し

た

じ

ゅ

く

。
き

よ

せ

の 

し

た

じ

ゅ

く

に

は 

へ

び

が

い

る

ん

だ

よ

。
い

っ

ぱ

い 

い

る

ん

だ

よ

。 

そ

れ

は

、
わ

ら

で 

で

き

た 

へ

び

の

こ

と

。 

一い
ち

ば

ん 
大お

お

き

い

の

は

、
あ

っ

ち

の

木き

か

ら 

こ

っ

ち

の

木

ま

で

、

な

が

く

て

、

大

き

い

ん

だ

よ

。 こ

の 

わ

ら

の 

へ

び

た

ち

は

、
木

の

上う
え

か

ら

 

ぼ

く

た

ち

の

 

町

に
 

び

ょ

う

き

や

 

わ

る

い

こ

と

が

 

は

い

り

こ

ま

な

い

よ

う

に

、

ま

も

っ

て

い

る

ん

だ

っ

て

。 

だ

か

ら

、

町

を 

ま

も

る 
へ

び

な

ん

だ

ね

。 

ぼ

く

は

、

ま

ち

で 

へ

び

を 

み

か

け

る

と

、

こ

こ

ろ

の

な

か

で 

こ

う

い

う

よ

。 
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（

へ

び

さ

ん

、

よ

ろ

し

く

。
） 

っ

て

ね

。 

だ

れ

が 

つ

く

っ

て 

い

る

か

っ

て

？ 

そ

れ

を

き

か

れ

る

と

 

う

れ

し

い

よ

。

だ

っ

て

、

そ

れ

は

 

ぼ

く

の

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

と 

そ

の

な

か

ま

の

人ひ
と

た

ち

。 

さ

ら

さ

ら

、
つ

ん

つ

ん

し

た 

わ

ら

が

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

の
 

ま

ほ

う

の

手て

で

、

ど

ん

ど

ん

 

ふ

と

く

 
あ

ま

れ

て

 

い

く

ん

だ

よ

。

そ

し

て

、

へ

び

の

よ

う

な

 

か

た

ち

に 

な

る

ん

だ

。 

で

も

ね

。

た

く

さ

ん

 

あ

む

か

ら

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

の

手

は

、

ま

っ

か

に

な

っ

て 

と

て

も

 

い

た

そ

う

だ

。

ど

ん

ど

ん
 

大

き

く 

お

も

く 

な

る

か

ら

、
も

ち

あ

げ

る

と

き

は 

と

て

も 

お
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も

そ

う

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

、

こ

し

は 

い

た

く

な

い

か

な

。 

つ

い

に 

き

ょ

う

は

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

が 

な

か

ま

の

人

た

ち

と

 

い

っ

し

ょ

に

 

つ

く

っ

た

 

へ

び

を

 

木

か

ら

 

木

へ

と 

わ

た

ら

せ

る 

日ひ

だ

。 

ぼ

く

は

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

を

 

じ

っ

と 

み

る

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

の 

あ

せ

。

し

ん

け

ん

な 

か

お

。

な

か

ま

の

人

た

ち

と 

力ち
か
ら

を 

あ

わ

せ

る 

か

け

ご

え

。

ぼ

く

は

、

そ

ん

な 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

を 

じ

っ

と 

み

る

。 

 

へ

び

を

 

木

に

 

か

け

る

 
お

ま

つ

り

は

、
「

ふ

せ

ぎ

」

っ

て

い

う

ん

だ

よ

。
む

か

し

か

ら 

つ

づ

い

て

い

る 

だ

い

じ

な 

お

ま

つ

り

な

ん

だ

っ

て

。 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

も

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

た

ち

が 

つ

く

る 

へ

び

も

、
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ぼ

く

の

 

ま

ち

の

 

お

ま

つ

り

も

、

み

ん

な

 

み

ん

な

、

ぼ

く

の 

ま

ち

、

き

よ

せ

の 

し

た

じ

ゅ

く

の 

じ

ま

ん

で

す

。 

き

み

の 

ま

ち

の 

じ

ま

ん

は

、

な

あ

に

？ 

（

大

野

 

寿

久

・

橋

本

 

ひ

ろ

み

 

作

）
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む

か

し

む

か

し

柿か
き

の

木き

坂ざ
か

で 

（

目め

黒ぐ
ろ

区く

） 

 

目め

黒ぐ
ろ

の

む

か

し

む

か

し

の

話

で

す

。 

  

目

黒

の

こ

の

あ

た

り

は

な

あ

、

田

ん

ぼ

や

畑
は
た
け

が

広

が

り

、
「

ひ

ぶ

す

ま

村

」

と

よ

ば

れ

て

お

っ

た

。
ほ

と

ん

ど

が

米

や

野や

菜さ
い

を

作

る

農の
う

家か

で

な

。
こ

の

村

は

、
味あ

じ

の

よ

い

竹

の

子

が

と

れ

て

な

。

け

っ

こ

う

い

い

ね

だ

ん

で

売

れ

た

そ

う

じ

ゃ

。 

 

村

の

人

た

ち

は

、
と

れ

た

作さ
く

物も
つ

を

大だ
い

八は
ち

車
ぐ
る
ま

に

ど

っ

さ

り

積つ

み

こ

ん

で

、
市

場

ま

で

運は
こ

ん

だ

も

ん

だ

。

こ

の

柿か
き

の

木き

坂ざ
か

を

上

っ

て

な

。 

 

今

で

は

ゆ

る

や

か

に

見

え

る

こ

の

坂さ
か

は

、
む

か

し

は

、
石

こ

ろ

が

ご

ろ

ご

ろ

し

て

い

る

、

急
き
ゅ
う

な

坂

だ

っ

た

ん

じ

ゃ

。 

 

そ

れ

は

、

柿

が

よ

く

実み
の

っ

た

年

の

こ

と

だ

っ

た

。 

 

じ

い

ち

ゃ

ん

が

、

こ

の

坂

で

そ

り

ゃ

あ

、

え

ら

い

目

に

あ

っ

た

そ

う

だ

。 
 

 

あ

る

日

、
じ

い

ち

ゃ

ん

が

、
荷に

車
ぐ
る
ま

に

め

い

っ

ぱ

い

柿

を

積

み

こ

ん

で

、
い

つ

も

の

よ

う

に

一

歩

一

歩

ふ

ん

ば

っ

て

、

柿

の

木

坂

を

上

っ

て

い

た

と

き

だ

っ

た

。 

ガ

ラ

、

ガ

ラ

、

ガ

ッ

チ

ャ

ー

ン

。 

＊
「
大だ

い

八は
ち

車
ぐ
る
ま

」 

荷
物
を
運
ぶ

た
め
の
大
き
な
台

車
。 
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荷

車

ご

と

、
じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
坂

か

ら

転こ
ろ

げ

落お

ち

て

し

ま

っ

た

ん

だ

。
坂

の

て

っ

ぺ

ん

ま

で

、
あ

と

一

歩

の

と

こ

ろ

で

、
力

が

つ

き

て

、
荷

車

の

重お
も

さ

に

負ま

け

て

し

ま

っ

た

の

さ

。 

 
も

ち

ろ

ん

、
体

は

、
引

き

ず

ら

れ

て

き

ず

だ

ら

け

さ

。
お

ま

け

に

、
売

り

物も
の

の

柿

は

、

散ち

ら

ば

っ

て

、

わ

れ

る

し

、

い

た

む

し

、

や

あ

、

み

じ

め

な

も

ん

さ

。 

 

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
畑

に

も

ど

る

わ

け

に

も

い

か

ず

、
市

場

に

行

く

わ

け

に

も

い

か

ず

…

…

。

そ

の

場

に

す

わ

り

こ

ん

で

し

ま

っ

た

。 

 

子

ど

も

の

こ

ろ

か

ら

、
め

っ

た

に

泣な

い

た

こ

と

も

な

か

っ

た

が

、
そ

の

と

き

ば

か

り

は

、
な

み

だ

が

ボ

ロ

ボ

ロ

。
ふ

い

て

も

ふ

い

て

も

こ

ぼ

れ

て

な

あ

。
ど

う

し

よ

う

も

な

か

っ

た

。
し

ば

ら

く

た

っ

て

、
ふ

と

後う
し

ろ

を

見

る

と

、
通

り

か

か

っ

た

村

の

子

ど

も

た

ち

が

、
あ

ち

こ

ち

に

散

ら

ば

っ

た

柿

を

、
一

つ

一

つ

拾ひ
ろ

い

集あ
つ

め

て

は

、

か

ご

に

入

れ

て

く

れ

て

い

る

じ

ゃ

な

い

か

。 

「

じ

い

ち

ゃ

ん

、

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

？ 
歩

け

る

？

」 

と

、
一

人

の

子

ど

も

が

、
そ

ば

に

近

づ

い

て

き

て

声

を

か

け

た

。
こ

の

子

は

茂も

平へ
い

と

い

っ

た

。 

「

お

い

ら

た

ち

が

、
荷

車

お

す

か

ら

、
じ

い

ち

ゃ

ん

、
引

っ

ぱ

っ

て

く

れ

ん

か

。
」 
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茂

平

の

友

だ

ち

の

与よ

作さ
く

は

、
そ

う

声

を

か

け

る

と

、
力

を

ふ

り

し

ぼ

っ

て

、
荷

車

を

お

し

は

じ

め

た

。 

 

茂

平

や

ほ

か

の

子

ど

も

た

ち

も

負

け

ず

に

、
あ

り

っ

た

け

の

力

で

お

し

て

あ

げ

た

の

さ

。
何

て

あ

り

が

た

い

こ

と

じ

ゃ

。
じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
手

ぬ

ぐ

い

に

目

を

当

て

て

何な
ん

度ど

も

何

度

も

れ

い

を

言

っ

た

。 

 

ふ

し

ぎ

な

も

ん

で

、
あ

れ

ほ

ど

い

た

か

っ

た

手

足

の

い

た

み

も

、
す

う

っ

と

ぬ

け

て

い

く

よ

う

な

気

が

し

て

、

力

が

わ

い

て

き

た

ん

じ

ゃ

と

。 

 

村

の

子

ど

も

た

ち

の

お

か

げ

で

、
じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
や

っ

と

柿

の

木

坂

を

こ

え

る

こ

と

が

で

き

た

ん

だ

と

。 

（

目

黒

区

教

育

委

員

会

 

作

）
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内な
い

藤と
う

新し
ん

宿じ
ゅ
く 

（

新し
ん

宿じ
ゅ
く

区く

） 

 

高た
か

松ま
つ

喜き

六ろ
く

は

、

今

か

ら

三

百

年

あ

ま

り

前

、

浅あ
さ

草く
さ

で

生

ま

れ

ま

し

た

。 

喜

六

が

十

二

さ

い

の

こ

ろ

、
中な

か

野の

村む
ら

（

今

の

中な
か

野の

区く

）
の

お

じ

さ

ん

の

家

に

と

ま

っ

た

と

き

の

お

話

で

す

。 

そ

の

夜

の

こ

と

、
ド

ン

ド

ン

ド

ン

と

家

の

戸

を

た

た

く

音

に

、
家

ぞ

く

は

目

を

さ

ま

し

ま

し

た

。 

「

こ

ん

な

夜

中

に

、

い

っ

た

い

だ

れ

だ

ろ

う

。
」 

し

ん

せ

き

の

お

じ

さ

ん

は

、

戸

口

の

方

に

行

き

ま

し

た

。

戸

の

外

か

ら

、 

「

お

ね

が

い

で

ご

ざ

い

ま

す

。
旅た

び

の

も

の

で

す

が

、
熱ね

つ

が

出

て

歩

け

な

く

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

ど

う

か

一い
ち

夜や

の

や

ど

を

お

ね

が

い

し

ま

す

。
」 

と

、
苦く

る

し

そ

う

な

男

の

人

の

声

が

し

ま

す

。
お

じ

さ

ん

は

、
み

ん

な

と

顔

を

見

合

わ

せ

ま

し

た

。

喜

六

も

心し
ん

配ぱ
い

そ

う

で

す

。 

「

ど

う

し

た

も

の

だ

ろ

う

。

ほ

ん

と

う

に

病
び
ょ
う

気き

だ

ろ

う

か

。
」 

お

じ

さ

ん

の

こ

と

ば

を

聞

い

て

、

お

ば

あ

さ

ん

は

言

い

ま

し

た

。 

「

あ

や

し

い

人

か

も

し

れ

な

い

よ

。

気

を

つ

け

た

ほ

う

が

い

い

。
」 

＊
「
高た

か

松ま
つ

喜き

六ろ
く

」 

む
か
し
、
浅
草

阿
部
川
町
（
今
の

台た
い

東と
う

区く

元も
と

浅あ
さ

草く
さ

）

の
名
主
だ
っ
た
人

の
名
前
。 
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喜

六

は

苦

し

そ

う

な

旅

の

人

の

顔

を

思

い

う

か

べ

ま

し

た

。 

「

こ

の

ご

ろ

、

ど

ろ

ぼ

う

に

あ

う

家

が

多

い

そ

う

だ

よ

。
」 

お

ば

あ

さ

ん

は

、
つ

づ

け

て

言

い

ま

し

た

。
喜

六

も

少

し

こ

わ

く

な

っ

て

き

ま

し

た

。
苦

し

そ

う

な

声

は

だ

ん

だ

ん

小

さ

く

な

り

ま

す

。
喜

六

は

じ

っ

と

考

え

て

い

ま

し

た

が

、

や

が

て

思

い

切

っ

て

、 

「

戸

を

あ

け

て

あ

げ

ま

し

ょ

う

。

旅

の

人

が

か

わ

い

そ

う

で

す

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。
喜

六

の

こ

と

ば

に

、
お

じ

さ

ん

は

大

き

く

う

な

ず

く

と

、
戸

を

あ

け

ま

し

た

。 

外

に

い

た

旅

の

人

は

、
何な

ん

度ど

も

何

度

も

お

れ

い

を

言

う

と

、
気

を

う

し

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

喜

六

た

ち

の

熱ね
っ

心し
ん

な

看か
ん

病
び
ょ
う

で

、
旅

の

人

は

、
つ

ぎ

の

朝

に

は

す

っ

か

り

元

気

に

な

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

喜

六

た

ち

に

話

を

は

じ

め

ま

し

た

。 

「

わ

た

く

し

は

、
日に

本ほ
ん

橋ば
し

の

ご

ふ

く

や

で

は

た

ら

い

て

お

り

ま

す

。
お

店

の

用よ
う

事じ

で

八は
ち

王お
う

子じ

へ

行

く

と

ち

ゅ

う

で

、
体

の

ぐ

あ

い

が

悪わ
る

く

な

り

ま

し

た

。
な

ん

と

か

高た
か

井い

戸ど

ま

で

行

こ

う

と

思

い

ま

し

た

が

、

力

つ

き

て

し

ま

い

ま

し

た

。
」 

旅

の

人

の

話

を

聞

い

て

、

お

じ

さ

ん

は

言

い

ま

し

た

。 
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「

日

本

橋

か

ら

高

井

戸

ま

で

は

遠

い

。

旅

の

お

人

に

は

ご

く

ろ

う

な

こ

と

だ

。
」 

そ

ん

な

こ

と

が

あ

っ

て

か

ら

、
い

つ

し

か

、
喜

六

は

、
な

ん

と

か

人

び

と

が

安あ
ん

心し
ん

し

て

旅

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

か

と

考

え

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。 

お

と

な

に

な

っ

た

喜

六

は

、
い

ろ

い

ろ

な

人

び

と

と

協
き
ょ
う

力
り
ょ
く

し

て

、
日

本

橋

と

高

井

戸

と

の

間

に

し

ゅ

く

場

を

つ

く

る

ど

り

ょ

く

を

し

ま

し

た

。 

そ

し

て

、

つ

い

に

新

し

い

し

ゅ

く

場

が

で

き

た

の

で

す

。

こ

の

し

ゅ

く

場

は

、

内

藤

新

宿

と

よ

ば

れ

、

人

び

と

に

た

い

へ

ん

よ

ろ

こ

ば

れ

ま

し

た

。 

 

今

で

は

、
高

い

ビ

ル

が

た

ち

な

ら

び

、
と

て

も

に

ぎ

わ

っ

て

い

る

新

宿

は

、
こ

う

し

て

で

き

た

町

な

の

で

す

。 

（

赤

堀

 

博

行

 

作

）
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練ね
り

馬ま

の

名め
い

産さ
ん

品ひ
ん 

(

練ね
り

馬ま

区く)
 

  

ま

ゆ

子

の

家

で

は

、
区く

民み
ん

農の
う

園え
ん

を

か

り

て

野や

菜さ
い

を

作

っ

て

い

ま

す

。
休

み

の

日

に

な

る

と

、
お

父と
う

さ

ん

は

小

さ

な

畑
は
た
け

で

楽

し

そ

う

に

野

菜

の

世せ

話わ

を

し

て

い

ま

す

が

、

ま

ゆ

子

は

と

き

ど

き

手

つ

だ

う

ぐ

ら

い

で

し

た

。 

 

あ

る

日

、

区く

報ほ
う

を

見

て

い

た

お

父

さ

ん

が

、 

「

ま

ゆ

子

、
練ね

り

馬ま

大だ
い

根こ
ん

の

種た
ね

を

配く
ば

っ

て

い

る

ん

だ

っ

て

さ

。
作

っ

て

み

よ

う

か

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。

そ

の

時

は

、 

「

ふ

う

ん

。
」 

と

言

っ

た

だ

け

で

、

あ

ま

り

興
き
ょ
う

味み

が

わ

き

ま

せ

ん

で

し

た

。 

  

お

父

さ

ん

は

、
区

の

産さ
ん

業
ぎ
ょ
う

地ち

域い
き

振し
ん

興こ
う

部ぶ

と

い

う

と

こ

ろ

で

種

を

も

ら

っ

て

き

ま

し

た

。 

「

練

馬

大

根

は

、
昔

む
か
し

、
病

び
ょ
う

気き

を

な

お

す

た

め

に

、
お

と

の

様さ
ま

が

練

馬

の

お

百

し

ょ

う

さ

ん

に

作

ら

せ

た

の

が

始は
じ

ま

り

だ

と

い

わ

れ

て

い

る

ん

だ

。
そ

れ

以い

来ら
い

、
練

馬

と

言

え

ば

大

根

と

い

う

ぐ

ら

い

全ぜ
ん

国こ
く

的て
き

に

有ゆ
う

名め
い

に

も

な

っ

た

ん

だ

け

ど

、
今

＊
「
区く

報ほ
う

」 

こ
の
場
合
、
練

馬
区
の
情
報
を
伝

え
る
新
聞
の
よ
う

な
も
の
。 
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で

は

ほ

と

ん

ど

作

ら

れ

て

い

な

い

そ

う

だ

。
だ

か

ら

、
練

馬

区

で

は

、
練

馬

大

根

の

名

前

を

残の
こ

し

た

い

と

考

え

て

、

区

民

に

種

を

配

っ

て

い

る

そ

う

だ

よ

。
」 

 

ま

ゆ

子

は

、
練

馬

大

根

と

い

う

名

前

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

が

、
ど

こ

で

売

っ

て

い

る

の

か

も

わ

か

り

ま

せ

ん

し

、

ど

ん

な

形

な

の

か

も

知

り

ま

せ

ん

。

さ

っ

そ

く

種

を

ま

い

た

お

父

さ

ん

に

、 

「

ど

ん

な

大

根

が

で

き

る

の

？

」 

と

聞

い

て

も

、

お

父

さ

ん

は

、 

「

楽

し

み

だ

ね

。
」 

と

言

う

だ

け

で

し

た

。 

  

ま

ゆ

子

も

い

っ

し

ょ

に

水

や

り

を

し

た

り

、
ざ

っ

草

を

ぬ

い

た

り

し

て

い

る

う

ち

に

、
小

さ

な

畑

で

は

大

根

が

り

っ

ぱ

に

育そ
だ

ち

、
し

ゅ

う

か

く

を

す

る

き

せ

つ

を

む

か

え

ま

し

た

。

お

父

さ

ん

が

に

こ

に

こ

し

な

が

ら

、 

「

今

日

は

、

大

根

を

ぬ

き

に

行

こ

う

。
」 

 
 

と

言

っ

た

の

で

、
ま

ゆ

子

も

ち

ょ

っ

と

わ

く

わ

く

し

な

が

ら

畑

に

向む

か

い

ま

し

た

。

畑

に

着つ

く

と

、
さ

っ

そ

く

ま

ゆ

子

は

お

父

さ

ん

に

教

え

て

も

ら

い

な

が

ら

、
大

き
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く

育

っ

た

大

根

の

葉は

っ

ぱ

を

し

っ

か

り

に

ぎ

っ

て

引

っ

ぱ

り

ま

し

た

。

し

か

し

、

ま

ゆ

子

の

力

で

は

ま

っ

た

く

ぬ

け

ま

せ

ん

。

ま

わ

り

の

土

を

手

で

少

し

ほ

っ

て

、

お

父

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

力

い

っ

ぱ

い

引

っ

ぱ

る

と

、
白

い

大

根

が

ぬ

け

た

の

で

す

。 

「

す

ご

い

！

」 

ま

ゆ

子

は

び

っ

く

り

し

ま

し

た

。
ス

ー

パ

ー

で

売

ら

れ

て

い

る

大

根

に

く

ら

べ

て

も

の

す

ご

く

長

い

の

で

す

。
そ

し

て

、
ま

ん

中

が

太

く

ふ

く

ら

ん

で

い

ま

し

た

。

お

父

さ

ん

が

、 
 

「

練

馬

大

根

は

、
ま

ん

中

が

太

い

か

ら

、
農の

う

家か

の

人

も

ぬ

く

の

が

た

い

へ

ん

だ

っ

た

ん

だ

。
だ

か

ら

今

は

、
ま

っ

す

ぐ

で

ぬ

き

や

す

い

青

首

大

根

を

作

る

よ

う

に

な

っ

た

そ

う

だ

よ

。
」 

と

、
教

え

て

く

れ

ま

し

た

。
そ

う

い

え

ば

、
お

店

で

売

っ

て

い

る

大

根

は

、
葉

っ

ぱ

に

近

い

上

の

方

が

緑
み
ど
り

色

を

し

て

い

て

、

上

か

ら

下

ま

で

ほ

ぼ

同

じ

太

さ

で

す

。 

（

作

る

の

が

た

い

へ

ん

な

の

に

、

ど

う

し

て

種

を

配

っ

て

い

る

の

か

な

。
） 

と

、

ま

ゆ

子

は

ふ

し

ぎ

に

思

い

ま

し

た

。

お

父

さ

ん

は

、 

「

練

馬

大

根

で

作

ら

れ

た

た

く

あ

ん

は

、
と

て

も

お

い

し

か

っ

た

そ

う

だ

よ

。
今
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で

は

ほ

と

ん

ど

作

ら

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

け

れ

ど

、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

か

ら

作

ら

れ

て

い

た

こ

の

大

根

を

、
練

馬

の

名め
い

産さ
ん

品ひ
ん

と

し

て

も

う

一い
ち

度ど

よ

み

が

え

ら

せ

た

い

と

思

う

農

家

の

人

た

ち

の

努ど

力
り
ょ
く

で

守ま
も

ら

れ

て

き

た

ん

だ

よ

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。 

「

学

校

で

〝

昔
む
か
し

調し
ら

べ

〟

を

し

た

と

き

に

、
こ

の

へ

ん

に

は

、
た

く

あ

ん

を

作

る

工こ
う

場
じ
ょ
う

が

い

く

つ

も

あ

っ

た

っ

て

勉べ
ん

強
き
ょ
う

し

た

よ

。
そ

う

か

、
練

馬

大

根

は

練

馬

の

名

産

品

だ

っ

た

ん

だ

。

食

べ

て

み

た

い

な

。
」 

 

ま

ゆ

子

は

、
し

ゅ

う

か

く

し

た

大

根

を

高

く

持も

ち

上

げ

て

み

ま

し

た

。
来

年

は

学

校

で

も

育

て

て

み

た

い

と

思

い

ま

し

た

。
そ

の

こ

と

を

明

日

さ

っ

そ

く

、
ク

ラ

ス

の

友

だ

ち

に

伝つ
た

え

よ

う

と

心

に

決き

め

ま

し

た

。 

(

松

野

 

薫

子

 

作

)
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わ

き

水

の

町 

東ひ
が
し

久く

留る

米め 
(

東ひ
が
し

久く

留る

米め

市し)
 

  

東
ひ
が
し

久く

留る

米め

市し

に

は

、
た

く

さ

ん

の

わ

き

水

が

あ

り

ま

す

。
市

内

の

い

ろ

い

ろ

な

場ば

所し
ょ

か

ら

地

下

水

が

わ

き

出

し

、
小

さ

な

流な
が

れ

と

な

り

、
市

内

を

黒く
ろ

目め

川が
わ

、
落お

ち

合あ
い

川が
わ

、
立た

て

野の

川が
わ

と

な

っ

て

流

れ

て

い

き

ま

す

。
東

久

留

米

市

は

、
美

う
つ
く

し

い

わ

き

水

の

町

な

の

で

す

。 

  

み

な

子

も

お

じ

い

ち

ゃ

ん

も

、
東

久

留

米

市

に

住す

ん

で

い

ま

す

。
南

み
な
み

沢さ
わ

の

わ

き

水

は

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

の

お

気

に

入

り

の

場

所

で

す

。

初は
じ

め

て

、

み

な

子

を

さ

ん

ぽ

に

つ

れ

て

行

っ

て

く

れ

た

と

き

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

こ

こ

か

ら

は

、

一

日

に

一

万

ト

ン

も 

の

水

が

わ

き

出

し

て

い

る

ん

だ

。
」 

と

、
教

え

て

く

れ

ま

し

た

。
東

京

都と

内な
い

で

は

、

一

番

多

い

わ

き

水

だ

そ

う

で

す

。 
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「

一

万

ト

ン

っ

て

、

ど

れ

く

ら

い

？

」 

と

、

み

な

子

が

聞

く

と

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

学

校

の

プ

ー

ル

の

四

十

ぱ

い

分

く

ら

い

だ

よ

。
」 

と

、

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

「

一

日

に

、

そ

ん

な

に

た

く

さ

ん

の

水

が

わ

き

出

て

い

る

の

？

」 

み

な

子

は

び

っ

く

り

し

て

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

に

、 

「

こ

の

水

は

、

ど

こ

か

ら

く

る

の

か

し

ら

？

」 

と

、
聞

い

て

み

ま

し

た

。
地じ

面め
ん

の

下

に

た

く

さ

ん

の

水

が

あ

る

な

ん

て

、
と

て

も

ふ

し

ぎ

に

思

っ

た

か

ら

で

す

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

こ

こ

の

水

は

、
遠

く

の

奥お
く

多た

摩ま

の

山

に

ふ

っ

た

雨

が

、
何

年

も

何

年

も

か

か

っ 

て

、

地

面

の

下

の

石

や

砂す
な

の

す

き

ま

を

通

っ

て

流

れ

て

く

る

ん

だ

。

だ

か

ら

、 

き

れ

い

な

ん

だ

。
」 

と

、

ほ

こ

ら

し

げ

に

言

い

ま

し

た

。 

 

さ

ら

さ

ら

と

流

れ

て

く

る

水

を

見

て

い

る

と

、
手

を

入

れ

て

み

た

く

な

り

ま

し

た

。

み

な

子

は

、

両
り
ょ
う

手て

で

そ

っ

と

わ

き

水

を

す

く

っ

て

み

ま

し

た

。 

「

わ

あ

、

冷つ
め

た

い

。

そ

れ

に

、

と

っ

て

も

き

れ

い

。
」 
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わ

き

水

を

さ

わ

っ

た

だ

け

で

、

心

が

す

う

っ

と

す

る

よ

う

な

気

が

し

ま

し

た

。 

 

ま

わ

り

を

見

る

と

、

わ

き

水

か

ら

続つ
づ

く

川

の

ま

わ

り

に

は

、

緑
み
ど
り

が

広

が

っ

て

い

ま

す

。

自し

然ぜ
ん

の

多

い

東

久

留

米

の

中

で

も

、

と

く

に

美

し

い

場

所

で

す

。

川

に

は

魚

や

ザ

リ

ガ

ニ

、

こ

ん

虫

が

た

く

さ

ん

す

ん

で

い

て

、

み

ん

な

が

自

然

の

中

で

ゆ

っ

く

り

す

ご

せ

る

、

い

こ

い

の

場

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

南

沢

の

わ

き

水

は

、

市し

民み
ん

の

方

々

が

川

の

そ

う

じ

を

し

た

り

、

植
し
ょ
く

物ぶ
つ

を

植う

え

た

り

し

て

守ま
も

っ

て

い

る

の

だ

よ

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、

子

ど

も

の

こ

ろ

か

ら

こ

の

場

所

が

す

き

だ

っ

た

。

昔
む
か
し
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と

か

わ

っ

て

い

な

い

の

が

う

れ

し

い

な

あ

。
」 

と

、

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

み

な

子

は

、
も

う

一い
ち

度ど

き

ら

き

ら

光

る

冷

た

い

水

を

す

く

い

上

げ

、
に

っ

こ

り

し

な

が

ら

、

そ

っ

と

流

れ

の

中

に

も

ど

し

ま

し

た

。 

 

(

松

野

 

薫

子

 

作

)
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日

本

の

国こ
く

ぎ 

（

港み
な
と

区く

） 

 

ぼ

く

の

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、

す

も

う

が

大

す

き

で

す

。

す

も

う

が

始は
じ

ま

る

と

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
い

つ

も

新

聞

の

星

と

り

表
ひ
ょ
う

を

も

っ

て

テ

レ

ビ

の

前

に

い

ま

す

。 
九

月

の

あ

る

日

曜

日

の

こ

と

で

す

。
ぼ

く

は

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

と

散さ
ん

歩ぽ

に

行

き

ま

し

た

。
ぼ

く

の

家

の

近

く

に

は

、
報ほ

う

土と

寺じ

と

い

う

お

寺

が

あ

り

ま

す

。
ち

ょ

う

ど

、

こ

の

お

寺

の

前

を

通

り

か

か

っ

た

と

き

の

こ

と

で

す

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

た

く

や

、
こ

の

お

寺

に

は

、
力り

き

士し

の

お

は

か

が

あ

る

ん

だ

よ

。
行

っ

て

み

る

か

い

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。 

 

ぼ

く

は

、
家

の

近

く

に

力

士

の

お

は

か

が

あ

る

な

ん

て

今

ま

で

知

り

ま

せ

ん

で

し

た

。
お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、
ほ

か

の

お

は

か

と

く

ら

べ

て

と

て

も

大

き

な

お

は

か

の

前

で

立

ち

止

ま

り

ま

し

た

。 

 

「

こ

の

お

は

か

に

は

ね

、
む

か

し

、
と

て

も

強

か

っ

た

大お
お

関ぜ
き

が

ね

む

っ

て

い

る

ん

だ

よ

。
」 

＊
「
大お

お

関ぜ
き

」「
関せ

き

脇わ
け

」 

す
も
う
の
位

の
ひ
と
つ
。
ま
た

は
、
そ
の
力
士
。 

＊
「
力り

き

士し

」 

す
も
う
取
り
。 

＊
「
報ほ

う

土と

寺じ

」 

港
み
な
と

区く

内な
い

に
あ

る
寺
。 
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お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

そ

う

い

う

と

、

雷ら
い

電で
ん

為

右

衛

門

た

め

え

も

ん

の

話

を

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

  

雷ら
い

電で
ん

は

、

今

か

ら

二

百

年

ほ

ど

前

、

江え

戸ど

時

代

に

か

つ

や

く

し

た

力

士

で

す

。 

 
雷

電

の

本

当

の

名

前

は

、
関せ

き

太た

郎ろ

吉き
ち

と

い

い

ま

し

た

。
雷

電

と

い

う

の

は

、
し

こ

名

と

い

っ

て

力

士

の

よ

び

名

で

す

。 

 

雷

電

は

、

今

の

長な
が

野の

県け
ん

で

生

ま

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

、

十

七

さ

い

の

と

き

に

、

江

戸

ず

も

う
（

今

の

東

京

で

行

わ

れ

て

い

た

す

も

う

）
の

浦う
ら

風か
ぜ

と

い

う

力

士

に

弟

子

入

り

し

ま

し

た

。 

 

雷

電

は

、
い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い

に

け

い

こ

を

し

て

、
二

十

五

さ

い

で

、
土ど

俵
ひ
ょ
う

に

あ

が

り

ま

し

た

。
い

き

な

り

関せ
き

脇わ
け

だ

っ

た

そ

う

で

す

。
雷

電

は

と

て

も

つ

よ

く

、

三

十

さ

い

の

と

き

に

は

、
大

関

に

な

り

ま

し

た

。
大

関

に

な

っ

て

ま

す

ま

す

力

を

つ

け

た

雷

電

は

、

た

い

へ

ん

な

話わ

題だ
い

に

な

っ

た

ほ

ど

で

し

た

。 

 

雷

電

は

、
十

六

年

も

の

あ

い

だ

大

関

を

つ

と

め

、
そ

の

せ

い

せ

き

は

、
二

百

五

十

四

勝
し
ょ
う

十

は

い

二

十

一

分

け

と

い

う

た

い

へ

ん

す

ば

ら

し

い

も

の

で

し

た

。 

 

「

ど

う

だ

、

た

く

や

、

す

ご

い

力

士

だ

ろ

う

。
」 

＊
大
関
は
、
当
時

の
相
撲
の
取
組
が

記
さ
れ
て
い
る
表

の
最
高
の
位
と
い

わ
れ
て
い
る
。 
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お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

と

く

い

そ

う

に

言

い

ま

し

た

。
ぼ

く

は

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

に

た

ず

ね

ま

し

た

。 

「

お

じ

い

ち

ゃ

ん

、

す

も

う

が

始

ま

っ

た

の

は

い

つ

ご

ろ

な

の

。
」 

「

そ

う

だ

ね

え

、
い

つ

ご

ろ

か

な

あ

。
す

も

う

は

日

本

の

国こ
く

ぎ

と

い

わ

れ

て

い

る

か

ら

ね

。

ず

い

ぶ

ん

む

か

し

か

ら

つ

た

わ

っ

て

い

る

ん

だ

ろ

う

ね

え

。
」 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

も

、

よ

く

わ

か

ら

な

い

よ

う

で

す

。 

「

お

じ

い

ち

ゃ

ん

、

国

ぎ

っ

て

な

あ

に

。
」 

ぼ

く

は

、

ま

た

、

た

ず

ね

ま

し

た

。

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

国

ぎ

と

い

う

の

は

、

そ

の

国

を

代だ
い

表
ひ
ょ
う

す

る

き

ょ

う

ぎ

の

こ

と

だ

よ

。
」 

と

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

ぼ

く

は

、
テ

レ

ビ

で

見

た

す

も

う

の

よ

う

す

を

思

い

出

し

ま

し

た

。
お

お

ぜ

い

の

お

客
き
ゃ
く

さ

ん

た

ち

が

、
す

も

う

を

見

に

き

て

い

ま

す

。
そ

し

て

、
大

声

で

自

分

の

す

き

な

力

士

の

し

こ

名

を

よ

ん

で

い

ま

す

。
ど

ち

ら

が

勝か

っ

て

も

、
ど

ち

ら

が

ま

け

て

も

と

て

も

楽

し

そ

う

で

す

。 

ぼ

く

は

、 
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（

す

も

う

は

、

む

か

し

か

ら

た

く

さ

ん

の

人

た

ち

を

楽

し

ま

せ

て

い

る

ん

だ

な

あ

。
） 

と

思

い

ま

し

た

。 
「

そ

う

だ

、

ぼ

く

、

す

も

う

の

こ

と

を

い

ろ

い

ろ

と

調し
ら

べ

て

み

よ

う

か

な

。
」 

ぼ

く

が

そ

う

言

う

と

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、 

「

そ

れ

は

、
い

い

こ

と

だ

ね

。
今

で

は

、
す

も

う

が

す

き

な

人

は

、
日

本

だ

け

で

は

な

く

、
世せ

界か
い

中
じ
ゅ
う

に

い

る

か

ら

ね

。
調

べ

た

ら

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

に

も

教

え

て

お

く

れ

。
」 

と

、

う

れ

し

そ

う

に

言

い

ま

し

た

。 

 

(

赤

堀

 

博

行

 

作

)
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オ
オ
タ
カ
の
す
む
里 

（
町ま

ち

田だ

市し

） 

  

町ま
ち

田だ

市し

北ほ
く

部ぶ

に

広

が

る

図ず

師し

小お

野の

路じ

歴れ
き

史し

環か
ん

境
き
ょ
う

保ほ

全ぜ
ん

地ち

域い
き

。
そ

こ
に

は

、
時
代

劇げ
き

の

撮さ
つ

影え
い

に

も

使

わ

れ

る

と

い

う

、

昔
な

が

ら

の

自

然

豊ゆ
た

か

な

里さ
と

山や
ま

が

残

さ
れ
て

い

ま

す

。
谷や

戸と

と

よ

ば

れ

る

谷

あ

い

の

水

田
（

谷や

戸と

田だ

）

で

は

稲い
な

作さ
く

が

行
わ

れ

、

地
域

農

家

の
協

力
で

多

く

の
小

学

生

が

体

験
活

動
を

行

っ

て
い

ま
す

。 

  

五
月

、
五

年

生
に
な

っ

て

、
初

め
て

の

稲

作
体

験

。
ぼ
く

ら

の
ク

ラ

ス

の

み
ん

な

は

、
わ
く

わ

く

し
な

が

ら

、
学

校
か

ら

二

十
分

ほ
ど

歩
い

て
谷

戸
に

着

い

た

。
す

る

と

、
そ

こ

は

美
し
い

緑
に

囲
ま

れ
た

別

世

界
で

あ
っ

た

。
い
く

つ

も

連つ
ら

な

る

田
ん

ぼ

。

土
手
に

さ

く
小

さ
な

花

々

。
田
ん

ぼ

の

周

り
を

取

り

囲

む

青
々

と
し

た

木
々

。
真
っ

青
な

空

の

下
で

、
た

め

池

の
水

が
キ

ラ

キ

ラ

か

が
や

い

て

い

た

。 

ド
キ

ド

キ

し
な

が
ら

ド

ロ

ド

ロ

の
田
ん

ぼ

の
中
に

足

を

ふ

み
入

れ
る

と

、
や

わ

ら

か
い

感

し

ょ
く

が
と

て

も

心こ
こ

地ち

よ

か

っ
た

。
土

の
重

み
を

感

じ

な

が

ら

、
下

を

よ

く

見
て

み

る

と

、

チ
ョ

ロ

チ

ョ

ロ

と

動

い

て

い

る

も

の

が

た

く
さ

ん
い

た

。 



 45

「
大

き
な

オ
タ

マ
ジ

ャ
ク

シ
だ

。
」 

「
カ

エ

ル

だ

。
」 

「

ヤ

ゴ

だ

。
」 

「
タ

イ

コ

ウ
チ

だ

。
」 

 

周

り

か

ら

、

生

き

物

を

見

つ

け

て

は

さ

け

ぶ

声

が

聞

こ

え

て

き

た

。

ぼ

く

も

必

死

に

な

っ

て

生

き

物

を

さ

が

し

た

。 

「
わ

あ

っ

！ 

ド

ジ

ョ

ウ

が
い

る
！ 

 

つ

か

ま

え
る

ぞ

。
」 

 

ぼ

く

は

夢む

中
ち
ゅ
う

に

な

っ

た

。

ド

ジ

ョ

ウ

を

両

手

で

そ

っ

と

す

く

い

上

げ

て

、 

「

お

ー

い

。

だ

れ

か

入

れ

物

を

持

っ

て

き

て

！ 

ド

ジ

ョ

ウ

を

つ

か

ま

え

た

！ 

ド

ジ

ョ
ウ

だ

！

」 

田

ん

ぼ

わ

き

の

用

水

か

ら

さ

け

ぶ

と

、 

＊
「
タ
イ
コ
ウ
チ
」 

水
辺
に
す
む

こ
ん
虫
の
一
種
。 
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「
そ

の

ド

ジ
ョ

ウ
は

、
ホ

ト

ケ

ド

ジ

ョ

ウ

と
い

っ
て

、
数

が

少

く
て

、
と

て

も
貴き

重
ち
ょ
う

な

生

き

物

で
す

。

絶ぜ
っ

対た
い

に

と

っ

て
は

い

け

ま

せ

ん

。
」 

と

、

先

生
に

注

意
を

さ

れ

た

。 
（
せ

っ

か

く
つ

か
ま

え

た

ド

ジ

ョ
ウ

な

の
に
な

あ

。
） 

ぼ
く

は

、
し

ぶ

し

ぶ

と

ド

ジ
ョ

ウ
を

た

め

池
に

か
え

し

た

。 

 

十
月

、
稲い

ね

か

り

の

時
期

が

来

た

。
ぼ
く

は

自

分

の

家
で

も

バ

ケ

ツ
で

稲

を

育

て
て

い

た

。
と

こ
ろ

が

、
バ

ケ

ツ
で

育
て

て

い

た

稲い
な

ほ
は

、
稲

か

り
の

直
前

に

、
全
部

ス

ズ
メ

に

食

べ
ら

れ
て

し

ま

っ
て

い

た

。
あ

み

を

か

ぶ

せ

て

、
し

っ
か

り

と

守
る

方
法

を
と

っ

て

お
け

ば
よ

か

っ

た
と

後
か

い

し

た

。 

し

か

し

、

谷

戸

田

で

育

て

て

き

た

稲

は

、

ス

ズ

メ

に

食

べ

ら

れ

る

こ

と

も

な

く

、

豊
か

に

実

っ
て

い

た

。
そ

の

こ

と
が

不

思

議
で

な
ら

な

か

っ
た

。
ぼ
く

は

思
い

き
っ

て

、

稲

か

り
の
と

き
に

、

管
理

組
合

の

お
じ

さ

ん
に

聞
い

て
み

る
こ

と

に

し

た

。 

「

こ

こ

の

あ
た

り
の
谷

戸

田
で

は

、
ス

ズ

メ

が

あ
ま

り

や

っ
て

来
な

い

ん

だ

。
な

ぜ

だ
と

思

う

？ 

実
は

、

オ

オ
タ

カ

が

生

息
し
て

い

る

か

ら

だ
よ

。
」 

（
え

っ

。
） 

ぼ
く

は

お

ど
ろ

い

た

。
こ

の

あ

た
り
に

は

、
キ

ツ
ネ

や

タ

ヌ
キ

が
い

る

と

い

う

こ

＊
「
オ
オ
タ
カ
」 

タ
カ
の
一
種

で
、
数
は
と
て
も

少
な
い
。 
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と
は

知

っ

て
い

た
が

、

ま

さ
か

オ
オ

タ

カ

が
い

る
と

は

。

お
じ

さ
ん

は

続

け
た

。 

「

オ

オ

タ

カ
を

お
そ

れ

て

、
ス

ズ
メ

が

や

っ
て

来
な

い

ん

だ
よ

。
」 

「

オ

オ

タ

カ

の

巣
を

見

て

み
た

い
な

あ

。
」 

 
ぼ

く

が

言

う

と

、

管

理

組
合

の
お
じ

さ

ん
は

、
急

に

き

び
し

い

顔

に

な

っ
て

、 
「
そ

れ

は

で

き
な
い

。
」 

と
言

っ

た

。
ぼ

く
は

び

っ

く

り

し

た

。

続

け
て

、
お
じ

さ

ん
は

、 

「
い

い

か

い

。
オ
オ

タ

カ

は

、
と
て

も

び
ん

感

な

生

き

物

な
ん

だ

。
わ

た

し

の
よ

う

に

こ

こ

で

仕

事

を

し

て

い

る

者

の

顔

は

よ

く

覚

え

て

い

て

け

い

か

い

し

な

い

け

れ

ど

、
知
ら

な

い

人

が

や

っ
て

く

る

と

、
と

て

も
け

い

か

い
し

て

、
い
な

く

な

っ

て
し

ま

う
ん

だ

。
だ

か

ら

、
絶

対
に

巣
に

近
づ

い
て

は

い

け
な

い
ん

だ

。
」 

と
言

っ

た

。
し

ば
ら

く

す

る
と

、
お
じ

さ

ん
は

お
だ

や

か

な

表
ひ
ょ
う

情
じ
ょ
う

に
な

っ

て

、 

「

田
ん

ぼ

に

も

、
様
々

な

種

類

の
カ

エ

ル

や
ホ

ト
ケ

ド

ジ

ョ
ウ

が
い

た

だ

ろ

う

。
残

念

な

こ

と

に

、

自

然

散

さ

く

な

ど

で

や

っ

て

く

る

人

の

中

に

は

、

ド

ジ

ョ

ウ

を

と

っ

た

り

、
き

ち
ょ

う
な

野
草
な

ど

の

植

物
を

平

気

で

ぬ

い
て

持
っ

て

い

っ
た

り

す

る

人

も

い

る

。
」 

と

続

け

た

。 

ぼ
く

は

、
ド

キ

ッ
と

し

た

。
谷

戸

田
で

ホ

ト
ケ

ド

ジ

ョ

ウ

を
と

ろ

う

と

し

て

、
先



 48

生
に

注

意

を
さ

れ
た

と

き

の
こ

と
を

思
い

出
し

た
か

ら

だ

。 
 

「

こ

こ

で

は

、
様
々

な

生

き
物

の
い

る

豊

か
な

里
山

で

あ

る
た

め
に

、
わ

た

し

た
ち

管
理

組

合

が

、
草
を

か

っ

た
り

木
を

切

っ

た
り

と
一

年

を

通
じ

て
い

ろ

い

ろ
な

仕

事
を

し

て

い

る

ん

だ

。
わ

た

し

た
ち

が

、
自

然

の
手
入

れ

を
す

る
こ

と

で

、
よ

り

自

然

が

生

き
生

き
と

か

が

や
く

ん

だ

よ

。
き

み

た
ち

が

、
稲

作
を
し

に

こ

の
里
山

に

き

た

と

き

、

こ

こ

の

自

然

の

美

し

さ

を

感

じ

て

く

れ

る

こ

と

が

う

れ

し

い

ん

だ

。
」 

 

（
自

然

を

守
る

と
い

う

こ

と
…

…

。
） 

お
じ

さ

ん

の
言

葉
か

ら

、
ぼ

く

は

、
あ
ら

た

め

て
考

え

さ

せ
ら

れ
た

。
谷

戸

田
を

見
わ

た

す

と

、
夕

日

に

照

ら

さ

れ
黄

金

に

い
ろ

ど
ら

れ

た

稲
ほ

が

、
秋

風

に

ゆ

れ
て

い

る

。

ふ

と

見

上

げ

る

と

、

大

き

な

羽

を

広

げ

空

を

ま

う

鳥

の

す

が

た

が

見

え

た

。 

「

あ

っ

、

オ
オ

タ
カ

だ

。

オ
オ

タ
カ

が

飛

ん
で

い

る

。
」 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

鈴

木 

裕

子 

作

）    
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お
も
う
わ
よ 

（
青あ

お

ヶが

島し
ま

村む
ら

） 

 

六
年

生
に

な

っ

た
わ

た

し

は

、
中
学

生

と

い

っ

し

ょ

に

運

動

会

の
用

具

の

準
じ
ゅ
ん

備び

を

任ま
か

さ
れ

ま

し

た

。
用
具

は

、
と
て

も
重

く

て

運
ぶ

の
は

大

変

で
す

。 
（
大

変

だ

な

あ

…
…

。

姉

さ
ん

は

、

ど

う
し
て

い

た

ん

だ

ろ

う

か

？

） 

わ

た

し

は

、
い

そ

が

し

く

動

き
回

っ

て

い

た
姉

の

姿
す
が
た

を

思
い

う
か

べ
て

い

ま

し

た

。 

 

わ

た

し

た

ち
の
く
ら

す

青あ
お

ヶが

島し
ま

は

、
都

心
か

ら

三

百
六

十
キ

ロ

余あ
ま

り

南
の

洋
上
に

あ
る

、

周

囲

九

キ

ロ

余

り

で

人

口
約

二
百

人

の

小
さ

な

島
で
す

。 

こ

の

島
に

は

、
小
学

校

と

中
学

校
が

一

校

ず
つ

あ
り

ま

す

。
今

年
は

小

学

生
が

十

五

人

、
中

学

生

が
八

人

い

ま
し

た

。
児

童
・

生
徒

数

が

少

な
い

の
で

、
学

校
行

事
な

ど
を

合

同

で
行

う
こ

と

が

あ
り

ま
す

。 

こ

の

島
に

は
高

校
が

な

い

の
で

、
中

学

生
は

卒

業
す

る

と

、
進

学
や

就
し
ゅ
う

職
し
ょ
く

の

た

め

、

島
か

ら

出

て

、

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

や

二

十

三

区

内
な

ど

へ

行

き
ま

す

。 

 

去
年

の

中

学

三

年

生

は

、

四
さ

い

上

の
わ

た
し

の
姉

一

人

で
し

た

。 

そ

の

た

め

、
姉

は

、
最
高

学

年

と
し

て

、
委

員

会
活

動

や

学
校

行

事
な

ど

で
み

ん
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な
を

ま

と

め
て

い

ま

し

た

。 

運
動

会

で

は

、
応お

う

え
ん

団だ
ん

長
ち
ょ
う

と

し

て
学

校

の

み

ん

な

が

楽
し

め

る

よ

う
に

も

り

上

げ
て

い

ま

し

た

。 

水
泳

大

会

で

も

、
全

体

の

司

会
を
や

り

、

大だ
い

活か
つ

躍や
く

で
し

た

。 
学
芸

会

で

は

中

学

生

の

劇げ
き

は

も
ち
ろ
ん

、
小
・
中

学
校

全

体

の
中

心
に

な

っ

て

ア

イ
デ

ア

を

出
し

た
り

、

台

本
を

作
っ

た

り

し
て

い

ま

し

た

。 

大

た

こ

あ

げ
大

会
で

は

、
た

こ

作
り

を

小

学

生

の
低

学

年

に

も

分
か

る

よ

う
に

て

い

ね

い

に

や
さ

し
く

教

え

て
い

ま
し

た

。
み

ん

な

も

立り
っ

派ぱ

な

た

こ
が

で

き

た

け

れ

ど

、

や

っ

ぱ

り

中
学

生
の

大

だ

こ
が

一

番

立

派

に

作
ら

れ

て

い

て

、
す

ご
い

な

あ
と

思
い

ま
し

た

。 

 

姉

は

、
い

つ

も
い

ろ

い

ろ
な

行

事

で

み

ん
な

を
引

っ

張ぱ

っ

て
が

ん

ば

っ

て

い

ま

し

た

。 

 

卒
業

式

が

終
わ

っ
た

あ

と

の

、
天

気

が

よ

く
海

の
静

か

な

日

、
姉
は

八

丈

島
と

の

連
ら

く

船

「

環か
ん

住
じ
ゅ
う

丸ま
る

」
で

島

か

ら

旅
立

つ

こ

と

に

な

り

ま
し

た

。 

見
送

り
に

は

、

学
校

の

人

た
ち

や

島

の

人

た
ち

み
ん

な

が

来
て

く

れ

ま

し

た

。 

船
に

乗

り

こ

む

前
に

、
姉

は
わ

た
し

の
そ

ば
に

き
て

、
そ

っ
と

さ
さ

や

き

ま
し

た

。 
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「
父

さ

ん

や

母

さ
ん

を

た

の
む

ね

。
学

校

の
み

ん
な

の

こ

と

も

た

の

む

ね

。
」 

と

。 ボ

ー

ッ

と

い

う

汽き

笛て
き

と
と

も
に

、
船

は

ゆ

っ

く

り
と

動

き

始

め

ま
し

た

。 

こ

の

島

の

み
ん

な
は

、
さ

よ

う
な
ら

と

い

う
思
い
を

こ

め

た
「

お
も

う
わ

よ

ー

。
」

と
い

う
言

葉
で

見
送

っ

て

い

ま

す

。 

姉
と

過す

ご
し

た
い

ろ
い

ろ

な

思
い

出
が

、
頭

の

中
を

か

け

め

ぐ

り

ま
し

た

。
思
わ

ず
な

み

だ

が
あ

ふ
れ

出

て

き
ま

す

。 

姉
も

、 

「

お

も

う
わ
よ

ー

。
」 

と

、

手

を

ふ
っ

て
い

ま

す

。 

船
か

げ

は

、
み

る
み

る

小

さ
く

な

っ

て

い

き
ま

し

た

。 

 

わ

た

し

は

、
姉

が

船
に

乗

る
前

に

さ

さ

や

い

た

言

葉
を

思
い

出

し
て

、 

（
が

ん

ば

ら
な

き
ゃ

。
） 

と

思
い

直

し

、

運
動

会

の

用
具

を

も

つ

手
に

力

を

こ

め

ま

し

た

。 
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（

大

野 

寿

久 

作

） 

「

お

も

う

わ

よ

」

と

は

島

に

伝

わ

る

別

れ

の

言

葉

で

す

。

オ

モ

ウ

は

、
（

思

う

、

想

う

）

を

意

味

し

ま

す

。
ま

た

、

特

定

の

人

の

オ

モ

（

面
お
も
て

、
顔

）

を

思

い

浮

か

べ

る

こ

と

を

意

味

し

ま

す

。
別

れ

の

と

き

、
い

と

し

い

人

や

な

つ

か

し

い

人

を

強

く

思

う

こ

と

が

、

「

お

も

う

わ

よ

」

と

い

う

言

葉

に

な

っ

た

の

で

す

。 
青

ヶ

島

で

は

、
江

戸

時

代

に

大

き

な

噴

火

が

あ

り

、
全

島

民

が

八

丈

島

へ

避ひ

難な
ん

し

た

と

い

う

歴れ
き

史し

が

あ

り

ま

す

。
避

難

し

た

島

の

人

た

ち

は

、
青

ヶ

島

へ

の

な

つ

か

し

さ

を

心

に

も

ち

続

け

な

が

ら

、
八

丈

島

で

の

避

難

生

活

を

続

け

た

と

い

い

ま

す

。
島

の

人

々

は

、
何

年

も

何

年

も

青

ヶ

島

へ

帰

り

た

い

と

願

い

続

け

て

、
五

十

年

の

年

月

が

過

ぎ

た

と

き

、

よ

う

や

く

環か
ん

住じ
ゅ
う

（

青

ヶ

島

へ

帰

る

）

の

夢ゆ
め

を

実じ
つ

現げ
ん

し

た

の

で

し

た

。 
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よ
み
が
え
れ 

ふ
る
さ
と
三み

宅や
け

島じ
ま 

（
三み

宅や
け

村む
ら

） 
 

  

三

宅

島

が

ふ

ん

火

し

た

の
は

、
ぼ

く

が

一
年

生
の

夏

休

み

の

こ
と

だ

っ

た

。 

 
今

ま

で

、
約

二
十

年

に

一

度

、
ふ

ん

火

し

て

き
た

が

、
平

成

十

二

年

六

月

二

十
六

日

、
つ

い

に
そ

の
日

が

来

て
し

ま
っ

た

。 

 

ふ

ん

火

の
た

び
に

灰は
い

が

積

も
っ

た

。
八

月

十

八

日
に

は

、
地

上

八
千

メ

ー

ト
ル

か

ら

一

万

メ

ー
ト

ル
ま

で

ふ

ん

え

ん

が

上

が

り

、
直
径

五

十

セ
ン

チ
メ

ー

ト

ル

の

石
も

飛

ば

す

ほ

ど
だ

っ
た

。
や

が

て

、
八

月

二

十

九

日
に

は

、
地

し

ん
や

ふ

ん

火
活

動
で

島
に

い

る

こ
と

が

危き

険け
ん

な

の
で

、
全

島
ひ

な

ん

か
ん

告
が

出

さ

れ
た

。
ぼ

く

た

ち
は

、

三
宅

島
を

は
な

れ

、
東
京

へ

ひ

な
ん

し

た

。
ひ

な
ん

先

が

決
ま

る
と

、
そ

れ

ぞ

れ
ひ

な
ん

先

の
学
校

へ
転

校

す

る
こ

と
に

な

り

、
ぼ

く
と

家
族

の
ひ

な
ん

生

活

が

始

ま
っ

た

。 

 

ぼ

く

は

二

年

生

に

な

っ

た

。

野

球

チ

ー

ム

に

入

り

、

大

好

き

な

野

球

に

夢む

中
ち
ゅ
う

に

な

っ

た

。
毎

日

が

楽
し

く

な

り

、
新
し

い

友

だ

ち
と

も

仲

良
く

な

れ

た

。
そ

れ

で

も

、

三
宅

島
に

帰

り

た
い

と

い

つ

も

考
え

て

い

た

。 

 

五

年

生
に
な

り

、
夏

休

み

が

終
わ

る

こ

ろ

、
う
れ

し

い

ニ
ュ

ー
ス

が

飛

び
こ

ん
で
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き
た

。
来

年

の

二
月

に

は

島
に

帰
れ

る

と

い

う

。
村
役

場

の

人

が

住

宅

の

こ
と

や
学

校

の

こ

と

を

説

明
し

て

く

れ
た

。
火
山

ガ

ス

の

あ
ま

り

来
な
い

三
宅

地

区

の
学

校
に

ス
ク

ー

ル

バ
ス

で
登

校

す

る
こ

と

、
ガ

ス

マ

ス

ク

を

い

つ

も

身
に

つ

け

る

こ
と

な

ど

、

ち
ょ

っ

と

大
変

な

こ

と

も

あ
っ

た
が

、
約

束

を

守
れ

ば

島
で

の

生
活

が

で

き
る

こ
と

が
わ

か

っ

た

の

だ

。
家
族

で

も

真
け

ん

に

話
し

合
い

、
帰

る

こ

と
に

決

め

た

。
今

の

学
校

の

友

だ
ち

や

先

生

と

別
れ

る
こ

と

が

つ
ら

か
っ

た

が

、
四
月

か

ら

三

宅

島

の
友

だ
ち

と

い

っ
し

ょ
に

生

活

で

き

る
こ

と

が

、
本

当
に

う

れ

し

か

っ
た

。 

 

平

成

十

七
年

の
四
月

、
三

宅

島
で

は

、
今

ま

で

の

三

校

が
合

同
で

三

宅

村
立

小
学

校
と

し

て

さ
い

開
し

た

。
ぼ

く

は

、
六

年

生

と

し
て

三

宅

島
に

も
ど

る

こ

と
が

で

き

た

。
学

校

に

は

火
山

ガ

ス

に
そ

な
え

た

脱だ
つ

硫
り
ゅ
う

装そ
う

置ち

が

あ
る

な

ど

、
今

ま
で

に

経け
い

験け
ん

し

た
こ

と

が

な
い

生
活

だ

。
で

も

、
や

っ

ぱ

り

友

だ
ち

と

い

っ
し

ょ
に

三

宅

島
で

勉

強

で

き

る

こ

と
が

何
よ

り

も

う
れ

し

か

っ

た

。 

 

三

宅

島

の
海

と
自

然

が

、
ぼ

く

た

ち

を

受
け

止
め

て

く

れ
た

。
火
山

ガ

ス

の

え
い

き

ょ

う

で

立

ち

入

り

禁き
ん

止し

区く

域い
き

に

な

っ

た

と

こ

ろ

は

、

自

然

の

木

々

も

か

れ

て

し

ま
っ

て

い

た
が

、
島
の

み

ん

な

の
努

力

で

農
業

や

漁

業

も

少
し

ず
つ

で

き

る
よ

う
に

な

っ

て

き

た

。 

 

六

月

に

入

る

と

、
外
に

出

ら

れ
る

こ

と

も
多

く
な

っ

て

き
た

。
学
校

の

先

生

方
が

＊
「
脱だ

つ

硫
り
ゅ
う

装そ
う

置ち

」 

火
山
ガ
ス
を

安
全
な
も
の
に
す

る
機
械
。
三
宅
島

で
は
、
教
室
に
取

り
付
け
ら
れ
て
い

る
。 
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校
庭

で

サ

ッ
カ

ー
を

始

め

て
く

れ
た

。
ぼ

く

も

友
だ

ち

を

さ
そ

っ
て

練

習

に

参

加
し

た

。
少

し

ず
つ

元

気

が

出

て

き

た

。 

 

学

校

の

授じ
ゅ

業
ぎ
ょ
う

で
は

、
お

世

話
に
な

っ
た

ひ

な

ん

先

の
学

校

の

友
だ

ち
や

全

国

の
み

な

さ

ん

に

、
三

宅

島

の

案

内
を

ホ

ー

ム

ペ

ー
ジ

で

発

信

す

る
こ

と
に

な

っ

た

。
学
校

さ
い

開

の
と

き

、
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

の

方

が

来
て

、
イ
ン

タ

ー

ネ

ッ
ト

を

つ

な
い

で
く

れ

た

の

だ

。

み

ん

な

で

話

し

合

っ

て

「

三

宅

島

じ

ま

ん

」

を

考

え

る

こ

と

に

し

た

。 

 

三

宅

島

の

海

は

、

と

て

も

美

し

い

。

シ

マ

ア

ジ

、

サ

バ

、

ム

ロ

ア

ジ

、

メ

ジ

ナ

、

カ

ン

パ

チ

、
ア

カ

イ

カ

な

ど

、
群む

れ
を

つ

く

っ
て

泳
ぐ

魚

た

ち

、
カ
ク

レ

ク

マ
ノ

ミ

や

イ

セ

エ

ビ

、
天

気

の
よ

い

日

に

は

ウ

ミ

ガ
メ

や

イ

ル

カ

も

見
ら

れ

る

こ

と

、
大た

い

路ろ

池い
け

の
野

鳥

や

ア
カ

コ
ッ

コ

、
そ

し

て

雄お

山や
ま

の
火
山

活
動

な

ど

は

、
す

ぐ

に

思
い

つ
い

た

。
で

も

、
な

ん

だ

か

ち

ょ
っ

と

足

り

な

い

。 

 

そ

ん

な

時

、
学
校

の

体

育
館

で
夕

方

、
高

校

生
や

中

学

生
が

三
宅

島

の
神か

み

着つ
き

た
い

こ
を

大

人

と
い

っ
し

ょ

に

練
習

し
て

い

る

こ
と

が
分

か

っ

た

。
お
父

さ

ん

に

聞
い
て

み
た

ら

、
な

ん

と
と

な

り

の
鈴す

ず

木き

さ
ん

の

お
じ

い

さ

ん

が

教

え

て
い

る
ら

し

い

。
ぼ

く
は

、

お
父

さ

ん
に

お

願

い
し

て
練

習

に

連
れ

て
行

っ

て

も
ら

っ
た

。 

 

お
な

か

に

ひ

び
く

大

き
く
て

勇い
さ

ま
し

い

感

じ

の

た
い

こ

の

音
が

し

た

。
ふ

ん

火

で

休

止

し

て

い

た

、
昔
か

ら

伝

わ

る

島

の

た

い

こ

の
練

習

が

さ
い

開
さ

れ

た

の
だ

。
高
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校

生

が

鈴

木
さ

ん

か

ら

真

け
ん

に

教

わ

っ

て
い

た

。 

「

た

く

や

君

、

君
も

た

た

い
て

み
な

い

か

。
」 

と

、
鈴

木

さ

ん

が

声
を

か

け
て

く

れ

た

。
ぼ

く

は

、
鈴

木

さ

ん

や
高

校

生
に

教

わ

り

な

が

ら

、

た
い

こ
を

た

た

か
せ

て

も

ら

っ

た

。
と
て

も

き
ん

ち

ょ

う
し

た

。 
「

三

宅

島

の
こ

の

地ち

域い
き

に

伝

わ

る
た

い

こ

を

、
絶た

や

す

わ

け
に

は

い

か

な
い

。
島
に

も

ど

っ

た

以

上

は

、

島

の

わ

か

い

人

た

ち

に

こ

の

伝で
ん

統と
う

と

魂
た
ま
し
い

を

伝

え

る

の

が

わ

た

し

の

役

目

な

ん

だ

よ

。

た

く

や

君

も

こ

れ

か

ら

い

っ

し

ょ

に

や

っ

て

み

な

い

か

。
」 

と

、
鈴

木

さ
ん

が
さ

そ

っ

て
く

れ
た

。
ぼ

く
は

、
自

信

が

な

か

っ
た

け

れ

ど
、
い

っ

し

ょ

に

教

え
て

も
ら

う

こ

と
に

し

た

。 

 

高

校

生

の

Ｔ
シ

ャ

ツ
に

、
「

島と
う

人に
ん

魂
だ
ま
し
い

」
と
書

い

て

あ
っ

た

。 

「

あ

れ

、

ど
う
い

う

意

味

？
」 

と

、

お
父

さ
ん

に

聞
い

て

み
た

。 

「

島

の

人

々
は

、
ふ
ん

火
に

も

負
け

ず

に

、
い

つ

も

み

ん

な

の

力
で

困こ
ん

難な
ん

を

乗

り
こ

え
て

き

た

ん

だ

。
そ

れ

を

島
人

魂
と

い

う
ん

だ

よ

。
」 

と

、

教

え

て
く

れ
た

。
ぼ

く
は

、
だ

ま

っ

て

う
な

ず

い

た

。 

 

次

の

日

、
ぼ

く
は

学

校

で
ク

ラ
ス

の

友

だ
ち

と

島
じ

ま

ん

の

こ
と

を

も

う
一

度
考
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え
て

み

た

。
そ

し
て

、
た

い

こ

の
練

習

に

も
友

だ
ち

を

さ

そ

っ

た

。
ぼ

く

は

、
み
ん

な
で

鈴

木

さ
ん

か
ら

た

い

こ
を

教
わ

り

な

が
ら

、
島
人

魂
に

つ

い
て

も

っ

と
考

え
て

み
た

い

と

思
う
よ

う
に

な

っ
て

い

た

。
そ

の

日

か
ら

、
欠

か

さ

ず
に

友

だ

ち
と

た
い

こ

の
練

習

に

参

加
し

た

。

ふ
し

ぎ
と

と

て

も
元

気
が

わ

い

て

き

た

。 

 

ぼ

く

た

ち
の

サ
ッ

カ

ー

チ

ー

ム
が

、
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

の

サ
ッ

カ

ー

大

会
に

招
し
ょ
う

待た
い

さ
れ
る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の

と

き

、

島

じ

ま

ん

を

チ

ー

ム

で

準
じ
ゅ
ん

備び

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

ぼ
く

た

ち

は

、
全
員

い

っ

ち
で

、
今
練

習

し

て

い

る

た

い

こ
を

発
表

す

る

こ
と

に
し

た

。

サ

ッ

カ

ー

の

試

合

も

が

ん

ば

っ

た

が

、

た

い

こ

の

音

も

力

強

く

ひ

び

か

せ

た

。

ほ
か

の

チ

ー
ム

の
人

た

ち

が

、
ぼ
く

た

ち
に

大

き
な

は

く

手
を

送
っ

て

く

れ
た

。
島

に

帰

る

こ

と
が

で

き

て

本

当
に

よ

か

っ

た

と

心

か
ら

思

え

た

。 

 

数

日

後

、
近
所
に

東

京

か
ら

お
年

よ

り

が
も

ど
っ

て

来

る

の
で

、
家

の

か

た

づ

け

に

人

手

が
必

要

だ
と

お
父

さ
ん

と

お

母

さ

ん

が

話
し

て

い

た

。 

「
ぼ

く

が

行
く

よ

。
」 

と

、
思
わ

ず

大

き
な

声
を

出
し

て
い

た

。
お
父

さ
ん

は

お

ど
ろ

い

た

顔

を

し
て

ふ
り

向
い

た

。 

「

た

く

や

、
ど

う
し

た

ん

だ

。
」 

「
そ

れ

が

島
人

魂
っ

て

言

う
ん

だ
よ

。

お
父

さ

ん

。
」 
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そ

れ

を

聞

い

た

お

父

さ

ん

と

お

母

さ

ん

は

、

う

れ

し

そ

う

に

顔

を

見

合

わ

せ

て

、 

「

た

の

む
よ

。
」 

と

、
笑

顔

で

こ

た
え

て

く

れ
た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

宮

島 

徹 

作

）     
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小こ

金が
ね

井い

桜
ざ
く
ら 

（
小こ

金が
ね

井い

市し

） 

 

春
に

な

り

、
桜

さ
く
ら

の
花
が

美
し

く
さ

き
ほ

こ

る

こ
ろ

に
な

る

と

、
家
族
み

ん

な

で

近

く

に

あ

る

小こ

金が
ね

井い

公

園

へ

お

花

見

に

い

く

の

が

、

わ

が

家

の

行

事

と

な

っ

て

い

た

。

ぼ
く

は

、

こ

の

お
花

見
を

毎
年

楽
し

み

に

し
て

い

た

。 

家
族

み

ん

な
で

出
か

け

る

と
い

う
の

も

楽
し

み

の
一

つ

だ

け
ど

、
満

開

の

桜

を

見

上

げ

る

の

が
小

さ
い

こ

ろ

か
ら

好
き

だ

っ

た

。
見
て

い

る

だ
け

で

、
何
か

、
明

る
い

気
分

に

な

る
か

ら

だ

。 

今
年

も

桜

の
季

節
が

や

っ

て

き

た

。
ぼ

く

は

、
五

年

生
に

な

る

。
テ
レ

ビ

の

ニ
ュ

ー

ス
で

も

、
桜

さ
く
ら

前ぜ
ん

線せ
ん

の
と

う

来ら
い

を

伝

え

る
よ

う
に

な

っ

た
こ

ろ

、
次

の

日
曜

日
に

花

見

へ
で

か

け

よ

う

と
い

う

話

題
が

夕

食

の
と

き
に

も
ち

あ

が

っ
た

。
当

然

、
み

ん

な

が

大だ
い

賛さ
ん

成せ
い

で

、

日に
っ

程て
い

は

す

ぐ
に

決
ま

っ

た

。 

 

日
曜

日

、
天

気

は
よ

く

、
花

見

び
よ

り

だ

っ
た

。
小
金

井

公

園
に

着

く

と

、
桜
が

美
し

く

さ

い
て

い

た

。
ぼ

く

は

、
い
つ

も

の
よ

う
に

桜

を

見

上

げ

た

。
い

い

気

分

だ

。 

そ

の
と

き

、
二

さ
い

下

の

弟
が

ぼ
く

に

話

し

か

け
て

き

た

。 

「
ね

え

、
お

兄に
い

ち

ゃ
ん

、
何
で

『

花

見

』
っ
て

い

う
ん

だ

ろ

う

。
だ
っ

て

、
桜

を

見
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て

る

ん

だ

か
ら

、
『
桜

見

』

っ
て

い

う

ほ

う

が

正

し
い

ん

じ

ゃ
な

い

の

か

な

。
」 

 

ぼ

く

は

、
考

え
て

も

み

な

か

っ
た

。
当

た
り

前

の
よ

う
に
『

花

見

』
と

い

う
言

葉

を

使

っ

て

い

た

ぼ
く

は

、
弟

の

ぎ
問

に

答

え
ら

れ
な

か

っ

た

。
こ
ま

っ

て

い

る

ぼ
く

を

見

て

、

お
父と

う

さ
ん

が

助

け

舟ぶ
ね

を

出

し
て

く

れ

た

。 
「
桜

は

、

昔
か

ら

日

本

人

が

親
し
ん

で

き

た
花

な
ん

だ

よ

。
」 

「
へ

え

ー

。
」 

弟
は

、
わ

か

っ

た
風

な

返

事
を

し
て

い

た

。
ぼ

く
は

、
お
父

さ

ん

の
言

葉
を

聞

き

な

が

ら

、

ど

れ

く

ら

い

昔

か

ら

桜

は

親

し

ま

れ

て

き

た

の

だ

ろ

う

か

、

と

ぎ

問

を

も
っ

た

。
さ

っ

そ
く

、

お
父

さ

ん
に

聞
い

て
み

る
と

、 

「
小

金

井

の
桜

は

、
江え

戸ど

時
代

か

ら

人
々

に

親
し

ま

れ
て

い

る

ん

だ

よ

。
家
に

帰

っ

た
ら

、

も

っ
と

よ
く

教

え

て

あ

げ
る

よ

。
」 

と
答

え

て

く

れ

た

。
ぼ
く

は

、
お
ど
ろ

い

た

。
江

戸

時

代

の
人

た
ち

も

花

見
を

楽
し

ん

だ

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

公

園

の

桜

も

、

そ

ん

な

に

も

昔

か

ら

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

様
々

な

ぎ

問
が

、
わ

い

て

き
た

。 

 
 

家
に

帰

る

と

さ

っ

そ

く

、

お

父

さ

ん

は

資し

料
り
ょ
う

を

持

っ

て

き

て

説

明

し

て

く

れ

た

。 

も
と

も

と

、
小

金

井

の

桜

は

、
小
金

井

橋

を

中

心
と

す

る

、
玉た

ま

川が
わ

上
じ
ょ
う

水す
い

堤
づ
つ
み

の
両
岸
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約
六

キ

ロ

メ

ー

ト
ル
に

植

え
ら

れ
た

の

が

は
じ

ま
り

で

、
十

九

世
紀

の
は

じ

め

の
こ

ろ

、『

小こ

金が
ね

井い

桜
ざ
く
ら

』
の

名
で

桜

の

名
所

と
し

て
江

戸

の

人
々

に

知
ら

れ

る
よ

う
に

な

っ

た
そ

う

だ

。 
「

江

戸

の

人
々

も
花

見
を

楽
し

ん
で

い

た

よ

う

だ
よ

。
」 

お
父

さ

ん

は

、
そ

う
言

っ

て

、
当

時

の

花

見
の

案

内

書

で

あ
る

と
い

う
「

玉

花

勝

覧

（

ぎ

ょ

っ

か

し

ょ

う

ら

ん

）
」

に

つ

い

て

の

資

料

を

見

せ

て

く

れ

た

。

そ

こ

に

は

こ

の
よ

う
に

書

い
て

あ

っ

た

。 

 
 

 

小
金

井

橋
よ

り

西

、

ぬ

く

い

橋

、
と

め

橋

の
ほ

と

り

ま

で

目

も

及お
よ

ば
ず

両
り
ょ
う

岸が
ん 

花
さ

き

連つ

ら

ね

て

、

白は
く

雲う
ん

の
中
に

遊

ぶ
か

と

う

た

が

う

。 

  

（
意

味

） 

玉

川

上

水

の
両

岸

の
桜

は

、
小

金

井
橋

か

ら

西
（

上

流
）
に

あ

る 

貫ぬ

く

井い

橋
や

と

め

橋
（

現げ

ん

在ざ

い

の

喜き

平へ

い

橋
）
の

ほ

と

り
ま

で

、
限

り

な
く 

続
く

よ

う
に

美
し
く

さ

き

ほ
こ

っ
て

い

て

、
ま

る
で

白

い

雲

の

中
を 

さ
ま

よ

っ

て
い

る
か

の
よ

う
だ

。 

＊
「

玉
ぎ
ょ
っ

花か

勝
し
ょ
う

覧ら
ん

」 

 

江
戸
時
代
、
旅

を
し
て
書
か
れ
た

文
章
。 
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白
い

雲

の

中
を

さ
ま

よ

っ

て
い

る
か

の
よ

う
だ

な
ん

て

、
ど
ん

な

様

子

な

ん

だ

ろ

う

。
そ

ん

な

ぼ

く

の

気

持

ち
に

こ
た

え

る

よ

う
に

、
お
父

さ
ん

は

説

明

し

て
く

れ
た

。 
「
さ

す

が

に

写

真
は

な

い

け
れ

ど

、
小

金

井

桜

の
様

子

を

よ
ん

だ

俳は
い

句く

や

短

歌

、
絵

な

ど

が

資

料
に

の
っ

て

い

る
よ

。
」 

  

行ゆ

く

水

の 
音

や

し

き
り
に 

花は
な

吹
雪

ふ

ぶ

き 
 

 

万ま
ん

葉よ
う 

 

 

小
金

井

の

清き
よ

き
流

れ
に

影か
げ

見

え

て 

花

に

心
を

寄よ

す

る

諸も
ろ

人び
と 

 
 

楮か
ず

子こ 

  

「

ど

ち
ら

と

も

、
玉

川

上

水
に

つ
い

て

ふ

れ
て

い

る

ね

。
お
父

さ
ん

に

は

、
水

の
流

れ
が

桜

の

美
し

さ
を

ひ

き

立
て

て
い

る

よ

う
に

感
じ

ら

れ

る
な

あ

。
ほ
ら

、
こ

れ

は

、

浮う
き

世よ

絵え

で

有

名
な

歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

が
か

い

た

風

景

画

だ

ね

。
」 

  

＊
「
万ま

ん

葉よ
う

」 

こ
の
俳は

い

句く

を

よ

ん

だ
人

の

名

前
。 

＊
「
楮か

ず

子こ

」 

こ
の
短
歌
を

よ

ん

だ
人

の

名

前
。 

＊
「
諸も

ろ

人び
と

」 

 

た

く

さ

ん
の

人
々
。 

＊
「
浮う

き

世よ

絵え

」 

 

江
戸
時
代
を
代

表

す
る

絵

の

一

つ
。 
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浮

世

絵

に

か

か

れ

て

い

た

玉

川

上

水

と

桜

な

み

木

は

、

と

て

も

美

し

く

見

え

た

。 

「
今

で

も

、
玉

川

上

水
に

そ

っ

て
桜

な

み

木
が

あ
る

の
は

知
っ

て
い

る

だ

ろ

う

。
そ

の
中
に

は

、

古こ

木ぼ
く

と
よ

ば

れ

る

昔
な

が
ら

の

小

金

井

桜
が

あ

る

そ

う

だ
よ

。
」 

 

お
父

さ

ん

の

話
に

よ

る

と

、
小
金

井

公

園

の

桜
は

、
公

園

が

つ
く

ら

れ

た
と

き
に

植
え

ら

れ

た
も

の
で

、
小

金

井

桜
そ

の

も

の
で

は
な

い

そ

う
だ

。
し

か

し

、
小

金

井

桜

の

伝で
ん

統と
う

を

受

け
つ

い
で

い

る

も

の
な

の
で

あ

る

。
一

方

、
玉
川

上

水
ぞ

い

の

小
金

井
桜

は

、

だ
ん

だ
ん

と

お

と
ろ

え
て

き

て

い

る

と
い

う

。 

浮 世 絵  

「 富 士 三 十 六 景
けい

 武 蔵
む さ し

小
こ

金
がね

井
い

」  

歌 川 広 重  

＊
「
古こ

木ぼ
く

」 

 

長
い
年
月
を
へ

た
木
。 
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ぼ

く

は

、
江

戸

の

昔

か

ら

親
し

ま

れ

て

き
た

と
い

う

、
小

金

井
桜

を

ど

う
し

て

も

見
た

く

な

っ
た

。 

 

お
父

さ

ん

の
話

を

聞
い

た

後

、
ぼ
く

は

玉

川

上

水
ぞ

い

に

あ
る
『

小
金

井

桜

』
に

向
か

っ

た

。
そ

し
て

、

教

え
て

も
ら

っ

た

古

木

の
桜

を

見

つ

け

た

。 

「

こ

れ

が

小
金

井
桜

な

ん

だ

。
」 

 

ぼ

く

は

、
お
父

さ

ん

の

話
を

思
い

出

し

な

が

ら

桜

を

見

上

げ

た

。 （

由

良 

隆 

作

）   
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だ
る

ま

さ

ん 

だ
る

ま

さ

ん 

（

西に
し

多た

摩ま

郡ぐ
ん

瑞み
ず

穂ほ

町ま
ち

） 

  

日

本

の

だ
る

ま

屋

さ

ん

の
ご
主

人

が

、
あ

る

時

、
カ

ナ

ダ

へ

旅
行

し

た

と

き

の
こ

と
で

す

。
お
す

し

屋

さ

ん

を

見

つ

け

、
入

っ
て

み
ま

し

た

。
な

ん

だ

か

、
ほ
っ

と

す

る
よ

う
な

、
す

し

ず

の

か

お
り

が
た

ち

こ

め
る

店

内

。
見
回

す

と

、
真ま

っ

赤か

な

日

本

の
だ

る

ま

が

、
か
ざ

ら

れ

て
い

る
で

は

あ

り
ま

せ
ん

か

。
ご
主

人

の

顔

は

、
心

か
ら

わ

き

あ

が

る

う

れ
し

さ

で

い

っ

ぱ
い

に

な

り
ま

し

た

。 

 

現

在

、
東

京

都

内

で

だ

る
ま

を

作

っ

て

い

る

所

は

、
た

っ

た

の
八

け

ん

し

か

あ
り

ま
せ

ん

。
そ

の

う
ち

の
五

け
ん

は

、

ご
主

人
が

住
む

瑞み
ず

穂ほ

町ま
ち

に

あ

り
ま

す

。 

  

ご
主

人

に

は

、
息む

す

子こ

さ

ん

が
1

人

い

ま

す

。
だ

る

ま
は

、
初

も

う

で
で

売

ら

れ
る

こ
と

が

多

い

の
で

、
だ

る

ま

職

人

の

家
に

生
ま

れ
育

っ

た

息
子

さ
ん

は

、
生

ま

れ
て

か
ら

一

度

も

、
の
ん

び

り

と
し

た

お

正

月

を

過す

ご
し

た

こ

と

が
あ

り
ま

せ

ん

。
元が

ん

旦た
ん

も

、
朝

の
五

時

か
ら

、
た

く

さ

ん

の

だ

る

ま
を

ト
ラ

ッ
ク

に

積
ん
で

、
初

も

う

で

の

人
た

ち
に

売

り
に

出

か

け

ま
す

。
境け

い

内だ
い

に

は

、
だ
る

ま
を

売

る

店
が

、
何

け
ん

も

並な
ら

ぶ

の

で

す

。

息

子

さ

ん

は

、

お

正

月

か

ら

一

人

ぼ

っ

ち

に

な

る

の

は

い

や

な

の

で

、

い
つ

も

父

に

つ

い
て

い

き

ま
し

た

。 
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息
子

さ

ん

が

、

十
一

さ

い

の
と

き
の

お

正

月

の

こ
と

で

す

。 

境

内

は

、

大お
お

勢ぜ
い

の
初

も

う

で

客

で
に

ぎ
わ

っ

て

い

ま

し

た

。
す

る
と

、 

「

お

お

、
い

た

い

た

！ 

だ
る

ま
さ

ん

は

、
や

っ

ぱ

り

、
き

み

の
と

こ

ろ

で
買

わ
な

く

ち

ゃ

な

あ
！

」 

 

知
ら

な

い

お
じ

さ

ん

が

、
息

子
さ

ん

を

め
が

け
て

、
う

れ

し

そ

う
に

近

づ
い

て

き

ま
し

た

。 

「

き

み

は

、
去

年
よ

り

大

き
く

な

っ

た

な

あ

。
わ

た

し

の

家
で

は

、
き
み

の
と

こ
ろ

で
買

っ

た

だ
る

ま
さ

ん

の

お
か

げ
で

、
こ

の

一

年

、
家
族

み

ん

な

が

い

い

年
を

過

ご
せ

た

よ

。
あ

り
が

と

う
な

。
ま
た

、

来

年

も

く

る

か

ら

な

、

た

の

む
よ

。
」 

 

息

子

さ

ん
は

、
び

っ
く

り

し

ま
し

た

。
そ

れ

ま
で

、
お
父と

う

さ

ん

の
仕

事
や

だ
る

ま

に

つ

い

て

、
深

く

考

え

た

こ
と

も
あ

り

ま

せ
ん

で
し

た

。
そ

れ

が

、
こ

の

こ

と

を

思

い

出

す

た

び
に

、
う

れ
し

さ

が

こ
み

あ

げ

て
く

る

の
で

す

。
息

子
さ

ん

に

は

、
一

生

忘わ
す

れ
ら

れ

な

い

宝ほ
う

石せ
き

の
よ

う
な

思
い

出

と
な

り

ま

し

た

。 

  

息

子

さ

ん
は

大
人

に

な

り
、
自
分

で

決

め
て

、
だ

る

ま

職

人

の
道
を

選

び
ま

し

た

。

息
子

さ

ん

は

、

今

、

こ

う

思
っ

て
い

ま

す

。 

「

だ

る

ま

作
り

は

、
こ

つ

こ

つ

と
根

気

の
い

る

仕

事

で

き

つ
い

。
一
日

中

同

じ

姿し

勢せ
い
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で

こ

し

が

痛い
た

い

。
だ
る

ま

の

顔
を

か
く

と

き

は

、
神し

ん

経け
い

を

筆

先

に

集

中

さ

せ

る

。

人

に

や

れ

っ

て

言

わ

れ

て

も

、

で

き

る

仕

事

じ

ゃ

な

い

。

自

分

が

や

る

っ

て

決

め

る

強

い

心

が

な

け

れ

ば

、

だ

る

ま

は

作

れ

ま

せ

ん

よ

。
」 

 

そ

ん

な

き

つ

い

仕

事

を

、

息

子

さ

ん

は

な

ぜ

選

ん

だ

の

か

…

…

。

そ

れ

は

、

あ

の

宝

石

の

よ

う

な

思

い

出

に

つ
な

が

り

ま
す

。 

 

だ
る

ま

を

求
め

て

、
毎
年

、
笑

顔
で

や

っ

て

き

て
く

れ

る

お
客

さ
ん

た

ち

。
息

子

さ
ん

は

、
だ
る

ま

作

り

を

通
し

て

、
自

分

が

生

ま
れ

育

っ

た
国
「

日

本

」
や

ふ

る
さ

と

の

町
「

瑞

穂

町

」
が

見

え
て

く

る

よ

う
な

気

が
し

て

い

ま
す

。
こ
れ

か

ら

も

、
だ

る
ま

を

求

め
る

人
が

い

る

限か
ぎ

り

、
息
子

さ

ん

は

、
心
を

こ

め

て

だ

る
ま

を

作

っ
て

い

く
つ

も

り

で
す

。 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

） 
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小
石
川
上
水
を
つ
く
っ
た
人
―
大お

お

久く

保ぼ

藤と
う

五ご

郎ろ
う 

（
文ぶ

ん

京
き
ょ
う

区く

） 
 

「
お
父
さ
ん
、
暑
い
ね
。
汗あ

せ

が
止
ま
ら
な
い
よ
。
」 

僕ぼ
く

は
、
あ
ま
り
の
暑
さ
に
こ
う
言
っ
た
。 

地
下
鉄
の
水す

い

道ど
う

橋ば
し

駅え
き

か
ら
地
上
に
出
た
途と

端た
ん

、
汗
が
吹ふ

き
出
た
。
と
に
か
く
暑
い
。
今
年
の
夏
も
猛も

う

暑し
ょ

が
続
い
て
い
る
。 

 
そ
も
そ
も
、
こ
こ
水
道
橋
に
来
た
の
は
、
夏
休
み
の
宿
題
で
「
文
京
区
の
地
名
や
史し

跡せ
き

の
調
査
」
が
出
さ
れ
、
何
を
調
べ
よ
う
か
と

悩な
や

ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
父
が
、 

「
水
道
橋
は
ど
う
だ
。
」 

と
言
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
僕
は
、 

「
水
道
橋
？
」 

と
、
気
乗
り
の
し
な
い
返
事
を
し
た
。 

「
あ
あ
、
水
道
橋
っ
て
水
道
の
橋
っ
て
書
く
ん
だ
。
水
道
の
橋
な
ん
て
な
い
け
れ
ど
、
な
ぜ
水
道

橋
っ
て
い
う
か
調
べ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
」 

そ
う
言
わ
れ
て
、
そ
う
言
え
ば
そ
う
だ
な
。
ち
ょ
っ
と
調
べ
に
行
っ
て
み
よ
う
か
と
思
っ
た
。 

「
う
ん
、
じ
ゃ
あ
水
道
橋
に
し
て
み
る
よ
。
」 

「
お
父と

う

さ
ん
も
一い

っ

緒し
ょ

に
行
こ
う
。
少
し
は
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
よ
。
」 

父
は
微ほ

ほ

笑え

み
な
が
ら
言
っ
た
。 

 

「
明あ

き

雄お

、
こ
っ
ち
だ
。
」 

と
父
。
二
人
で
夏
の
強
い
日
差
し
の
中
を
水
道
橋
駅
か
ら
外そ

と

堀ぼ
り

通ど
お

り
を
お
茶ち

ゃ

の
水み

ず

に
向
か
っ
て
歩

い
て
行
っ
た
。
し
ば
ら
く
歩
く
と
碑ひ

が
あ
っ
て
、
日ひ

陰か
げ

に
な
っ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
。 

「
さ
あ
、
こ
こ
で
少
し
休
む
か
。
」 

「
う
れ
し
い
な
。
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
干
上

ひ

あ

が
っ
ち
ゃ
う
よ
。
」 
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僕
は
、
か
ば
ん
か
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
出
し
て
、
少
し
ぬ
る
く
な
っ
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
が
ぶ
飲
み
し
た
。 

「
あ
ー
、
お
い
し
か
っ
た
。
少
し
生
き
返
っ
た
。
あ
れ
っ
、
こ
の
石
、
何
か
な
。
何
か
の
文
字
が
掘ほ

っ
て
あ
る
よ
。
神
田
上
水･

…
…
。

こ
れ
な
ん
て
読
む
の
。
」 

「
こ
れ
は
な
、
『
神か

ん

田だ

上
じ
ょ
う

水す
い

懸か
け

樋い

跡あ
と

』
っ
て
読
む
ん
だ
よ
。
そ
の
下
の
説
明
板
に
ふ
り
仮
名

が

な

が
ふ
っ
て
あ
る
だ
ろ
。
」 

「
あ
、
本
当
だ
。
」 

そ
こ
に
は
、
江
戸
時
代
の
こ
の
付
近
の
風
景
が
描
か
れ
た
絵
と
そ
の
説
明
の
文
が
書
い
て
あ
っ
た
。 

  

神
田
上
水
懸
樋
（
掛
樋
）
跡 

 
 

 

江
戸
時
代
、
神
田
川
に
木
製
の
樋と

い

を
架か

け
、
神
田
上
水
の
水
を
通
し
、
神
田
、
日に

本ほ
ん

橋ば
し 

方ほ
う

面め
ん

に
給

き
ゅ
う

水す
い

し
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 

明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）
ま
で
、
江
戸
・
東
京
市
民
に
飲
み
水
を
供

き
ょ
う

給
き
ゅ
う

し
続
け
、 

日
本

古
の
都
市
水
道
と
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
樋
は
、
懸か

け

樋い

（
掛か

け

樋い

）
と
呼
ば
れ
、
こ
の
辺あ

た

り
に
架か

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の 

絵
は
、
江
戸
時
代
に
描か

か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
辺
り
の
の
ど
か
な
風ふ

情ぜ
い

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

  

「
へ
え
。
江
戸
時
代
に
水
道
が
あ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
絵
を
見
て
よ
。
川
の
上
を
水
道
の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
よ
。
そ
う
か
、
水
道
の
橋

が
架
か
っ
て
い
る
か
ら
水
道
橋
っ
て
い
っ
た
ん
だ
。
」 

「
水
道
橋
と
い
う
地
名
の
理
由
が
分
か
っ
た
か
な
。
」 

「
だ
け
ど
、
川
の
上
に
水
が
通
る
橋
を
架
け
る
な
ん
て
、
発
想
も
す
ご
い
け
ど
作
っ
て
し
ま
う
の
も
す
ご
い
や
。
」 

「
で
は
、
何
で
そ
こ
ま
で
し
た
か
分
か
る
か
。
」 

「
…
…
。
」 

＊
「
上
水
」 

飲
料
な
ど
の
た

め
、
溝(

み
ぞ)

や

管
な
ど
を
通
し
て

供
給
さ
れ
る
水
。 

＊
「
懸か

け

樋い

」 

地
上
に
掛
け
渡

し
て
、
水
を
引
く

樋(

と
い)

の
こ

と
。 
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「
分
か
ら
な
い
か
。
そ
れ
じ
ゃ
、
そ
の
答
え
を
見
つ
け
に
行
こ
う
。
こ
の
先
に
東と

う

京
き
ょ
う

都と

水す
い

道ど
う

歴れ
き

史し

館か
ん

が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
行
け
ば
き
っ

と
分
か
る
よ
。
」 

  

東
京
都
水
道
歴
史
館
に
着
く
な
り
、
父
は
さ
っ
さ
と
二
階
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
江
戸
時
代
の
水
道
に
つ
い
て
展
示
が

あ
っ
た
。 

 

 
江
戸
時
代
の
初
期
、
江
戸
の
町
は
湿し

っ

地ち

地ち

帯た
い

を
埋う

め
立
て
て
つ
く
っ
た
た
め
、
井
戸

い

ど

の
水
や
川
の
一
部
の
水
に
は
、
塩
分
が
混
じ
っ

て
お
り
、
飲
み
水
の
確
保
に
苦
労
し
た
。 

ま
た
、
江
戸
の
町
の
人
口
が
増
え
て
き
て
、
幕ば

く

府ふ

は
玉た

ま

川が
わ

上
じ
ょ
う

水す
い

、
神
田
上
水
な
ど
の
上
水
を
長
年
に
わ
た
っ
て
作
り
、
江
戸
の
人

た
ち
の
た
め
に
水
の
確
保
を
し
た
。 

 

 「
あ
、
こ
の
模も

型け
い

は
、
さ
っ
き
の
水
道
橋
だ
。
」 

「
こ
の
橋
に
は
、
水み

ず

番ば
ん

と
い
う
水
を
守
る
人
が
い
た
そ
う
だ
。
そ
れ
だ
け
水
が
大
切
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
」 

「
こ
の
よ
う
な
水
道
橋
は
だ
れ
が
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
」 

「
詳く

わ

し
い
こ
と
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
だ
よ
。
神
田
上
水
の
も
と
に
な
っ
た
小
石
川
上
水
を
作
り
上
げ
た
大お

お

久く

保ぼ

藤と

う

五ご

郎ろ

う

と
い
う
人

が
い
る
ん
だ
。
」 

と
言
っ
て
、
父
は
僕
に
大
久
保
藤
五
郎
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。 

  

大
久
保
藤
五
郎
は
、
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

が
江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

を
開
く
前
に
三み

河か
わ

（
現
在
の
愛あ

い

知ち

県け
ん

あ
た
り
）
で
家か

臣し
ん

と
し
て
仕
え
て
い
た
武
士
で

あ
っ
た
。
若
い
時
に
地
元
で
の
戦

い
く
さ

で
、
鉄て

っ

砲ぽ
う

の
弾た

ま

を
腰

こ

し

に
う
け
、
治ち

療
り
ょ
う

を
行
っ
た
が
、
歩
行
の
自
由
が
う
ば
わ
れ
た
。
武
士
と
し
て

の
活か

つ

躍や
く

が
で
き
な
く
な
っ
た
藤
五
郎
で
あ
る
が
、
常つ

ね

々づ
ね

、
菓
子

か

し

を
好
み
、
自
分
で
菓
子
を
作
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
あ
る
時
、
家
康
に



 73

自
ら
作
っ
た
菓
子
を
献け

ん

上
じ
ょ
う

し
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
藤
五
郎
は
家
康
と
懇こ

ん

意い

に
な
っ
た
。
藤
五
郎
は
武ぶ

功こ
う

で
は
貢こ

う

献け
ん

で
き
な
い

分
を
菓
子
作
り
に
専せ

ん

念ね
ん

し
た
。 

 
 

家
康
が
、
三
河
か
ら
江
戸
に
移
る
と
き
に
は
、
江
戸
の
地
は
古
来
よ
り
飲
料
水
が
悪
く
、
生
活
を
す
る
の
に
困
難
の
地
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、
家
康
は
江
戸
の
地
に
清せ

い

涼
り
ょ
う

な
飲い

ん

料
り
ょ
う

水す
い

を
確
保
す
る
よ
う
大
久
保
藤
五
郎
に
命
じ
た
。 

 
 

こ
の
命
令
を
受
け
て
、
天て

ん

正
し
ょ
う

十
八
年
（
一
五
九
〇
年
）
、
藤
五
郎
は
江え

戸ど

福ふ
く

田だ

村む
ら

に
屋や

敷し
き

を
構
え
、
住
民
に
飲
料
水
の
確
保
の
為た

め

に
こ
の
地
に
来
た
こ
と
を
説
明
し
、
協
力
を
仰あ

お

い
だ
。
藤
五
郎
は
、
水
量
豊
か
で
あ
る
井い

の
頭

が
し
ら

池い
け

を
探
し
あ
て
、
濁に

ご

り
の
な
い
澄す

ん

だ
水
で
あ
り
、
飲
料
に
適
し
て
い
る
と
判
断
を
し
、
上
水
の
工
事
を
始
め
た
。
藤
五
郎
は
腰
の
け
が
に
よ
っ
て
歩
行
困
難
で
あ
っ
た

が
、
三
か
月
間
と
い
う
短
期
間
で
、
井
の
頭
池
か
ら
江
戸
市
中
へ
清
涼
な
飲
料
水
を
供

き
ょ
う

給
き
ゅ
う

す
る
小こ

石い
し

川か
わ

上
じ
ょ
う

水す
い

と
い
う
大
工
事
を
完
成

さ
せ
た
。
藤
五
郎
は
、
井
の
頭
池
か
ら
上
水
を
引
く
だ
け
で
な
く
、
江え

戸ど

湾わ
ん

の
満ま

ん

潮
ち
ょ
う

時じ

に
海
水
が
文ぶ

ん

京
き
ょ
う

区く

江え

戸ど

川が
わ

橋ば
し

付ふ

近き
ん

ま
で
入
っ

て
き
て
、
人
々
が
困
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
、
江
戸
川
橋
の
上
流
に
堰せ

き

を
作
り
、
そ
こ
で
海
水
の
入
水
を
堰せ

き
止
め
る
こ
と
も
し
た
。

ま
た
、
市
中
に
は
上
水
を
溜た

め
る
井
戸
を
三
千
六
百
六
十
二
か
所
を
作
っ
た
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
工
事
に
よ
っ
て
、
清
涼
な
飲
料
水
が
文ぶ

ん

京
き
ょ
う

区く

水す
い

道ど
う

町
ち
ょ
う

、
小こ

日ひ

向な
た

町
ち
ょ
う

を
抜ぬ

け
て
小こ

石い
し

川か
わ

後こ
う

楽ら
く

園え
ん

に
入
り
、
後
に
作
ら
れ

る
神か

ん

田だ

川が
わ

放ほ
う

水す
い

路ろ

の
上
を
懸か

け

樋い

の
橋
で
通
し
、
江え

戸ど

城
じ
ょ
う

の
一
部
や
神
田
、
小お

川が
わ

町ま
ち

、
日に

本ほ
ん

橋ば
し

ま
で
給
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。 

 
 

大
久
保
藤
五
郎
は
、
小
石
川
上
水
の
功こ

う

績せ
き

に
よ
っ
て
「
主も

ん

水と

」
の
名
を
与あ

た

え
ら
れ
た
。
こ
の
の
ち
、
江
戸
の
人
口
が
増
え
、
神
田 

上
水
、
玉
川
上
水
な
ど
が
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

大
久
保
藤
五
郎
が
作
っ
た
小
石
川
上
水
が
、
東
京
都
で
も
日
本
で
も
初
め
て
の
水
道
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

 

「
大
久
保
藤
五
郎
は
す
ご
い
ん
だ
ね
。
初
め
て
の
水
道
を
作
っ
た
ん
だ
。
」 

「
し
か
も
江
戸
初
期
の
こ
の
土
地
は
、
ま
だ
十
分
に
開か

い

墾こ
ん

さ
れ
て
い
な
い
荒
れ
た
土
地
だ
っ
た
ら
し
い
し
な
。
今
み
た
い
に
機
械
も
な

か
っ
た
時
代
だ
っ
た
ん
だ
。
」 

「
そ
う
か
、
人
の
手
に
よ
っ
て
工
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
。
大
変
だ
っ
た
ろ
う
な
。
」 

「
そ
れ
で
も
、
大
久
保
藤
五
郎
は
小
石
川
上
水
を
作
り
あ
げ
た
ん
だ
よ
。
な
ぜ
だ
と
思
う
。
」 

父
は
、
そ
う
言
っ
て
僕
の
顔
を
見
た
。 

＊
「
主も

ん

水と

」 

「
も
ん
ど
」
と

も
読
む
。
大
久
保

藤
五
郎
は
「
も
ん

と
」
と
名
乗
っ
た

と
い
わ
れ
て
い

る
。 
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僕
は
、
父
の
話
か
ら
大
工
事
の
様
子
を
想
像
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
黙だ

ま

っ
て
う
な
ず
い
た
。
そ
の
時
、
僕
は
言
葉
に
し
な
か
っ
た
が
、

心
の
中
で
は
、 

（
何
事
も
初
め
て
の
こ
と
は
大
変
な
ん
だ
。
で
も
だ
れ
か
が
初
め
て
の
道
を
切
り
拓ひ

ら

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
…
…
。
僕
に
も

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
こ
う
。
） 

と
思
っ
て
い
た
。 

「
お
父
さ
ん
、
水
道
橋
を
調
べ
に
来
て
よ
か
っ
た
よ
。
」 

そ
れ
を
聞
い
て
、
父
は
微
笑
し
た
。 

 

父
と
僕
は
東
京
都
水
道
歴
史
館
を
出
て
、
日
差
し
の
厳
し
い
中
、
外
に
出
た
。 

僕
は
、
人
々
の
た
め
に
汗
を
流
し
た
大
久
保
藤
五
郎
の
よ
う
な
人
間
の
努
力
が
今
で
も
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
た
。
こ
の
暑
い

夏
は
、
ま
だ
ま
だ
続
く
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
僕
は
父
と
一
緒
に
歩
い
た
こ
の
日
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

（
金
子 

善
厚 

作
）              
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大
き
さ
と
や
さ
し
さ 

(

足あ

立だ
ち

区く) 

 

「
ど
う
し
て
私
の
句く

が
選
ば
れ
な
い
ん
だ
ろ
う
。
」 

裕ゆ

美み

は
腕う

で

を
組
み
な
が
ら
絞し

ぼ

り
出
す
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
。
裕
美
の
通
う
中
学
校
で
は
、
毎
年
行
わ
れ
る
「
炎え

ん

天て
ん

寺じ 

一い
っ

茶さ

祭ま
つ

り
」

の
「
全
国
小
中
学
生
俳
句
大
会
」
に
生
徒
全
員
が
参
加
し
て
い
る
。
中
学
校
の
玄げ

ん

関か
ん

ホ
ー
ル
に
は
、
今
年
の
俳
句
大
会
で
、
特
選
な
ど

に
入
選
し
た
人
の
名
前
が
そ
の
句
と
と
も
に
、
校
長
先
生
の
直
筆
で
大
き
く
掲け

い

示じ

さ
れ
て
い
た
。 

 
小こ

林
ば
や
し

一い
っ

茶さ

は、

、 

 
 

 
 

や
せ
蛙

が
え
る 

負
け
る
な
一
茶 

こ
こ
に
あ
り 

 

等
の
句
で
有
名
で
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

、
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

と
と
も
に
三
大
俳
人
と
い
わ
れ
た
。 

晩
年
に
は
芭
蕉
と
蕪
村
が
千せ

ん

住じ
ゅ

に
住
ん
で
い
た
の
で
、
一
茶
も
し
ば
し
ば
千
住 

を
訪
れ
、
足
立
区
の
六ろ

く

月が
つ

に
あ
る
炎
天
寺
に
も
足
を
の
ば
し
、 

  
 

 
 

蝉せ
み

泣
く
や 

六
月
村
の 
炎
天
寺 

 

と
い
う
句
も
残
し
て
い
る
。 

炎
天
寺
で
は
、
そ
の
一
茶
に
ち
な
ん
で
、
一
九
六
二
年
か
ら
「
一
茶
祭
り
」
と
称
し
て
小
中
学
生
の
俳
句
大
会
を
、
一
茶
の
命
日

十
一
月
十
九
日
に
近
い
「
勤
労
感
謝
の
日
」
に
開
い
て
い
る
。
こ
の
日
は
、
二
十
万
点
を
超こ

え
る
中
か
ら
選
ば
れ
た
秀

し
ゅ
う

句く

の
表

ひ
ょ
う

彰
し
ょ
う

式し
き

が
行
わ
れ
、
境
内
で
は
野の

点だ
て

、
琴こ

と

の
演
奏
、
そ
し
て
お
で
ん
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
や
せ
蛙

が
え
る

と
大お

お

蛙
が
え
る

の
相
撲

す

も

う

も
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
俳
句
一
色
の
に
ぎ
や
か
な
お
祭
り
が
催

も
よ
お

さ
れ
、
終
日
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
る
。 

 

  

裕
美
は
、
昨
年
の
一
茶
祭
り
で
、
「
秀

し
ゅ
う

逸い
つ

」
に
入
選
し
て
い
る
。
今
年
も
連
続
入
選
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
だ
。
今
年
の
句
は
、 

＊
「
俳
人
」 

俳

句

を

つ

く

る

人

。 

＊
「
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

」 

江
戸
時
代
の
俳

人
。 

＊
「
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

」 

江
戸
時
代
の
俳

人
。 

＊
「
秀

し
ゅ
う

逸い
つ

」 

 

す
ぐ
れ
た
作
品
に

与
え
ら
れ
る
賞
。 

＊
「
野の

点だ
て

」 

 

野
外
で
茶
を
た
て

る
こ
と
。 
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秋
の
陽ひ

に 

び
ょ
う
跡あ

と

の
こ
し
て 

姉
嫁と

つ

ぐ            
 

 

 

こ
の
作
品
は
、
裕
美
に
と
っ
て
は
自
信
作
だ
っ
た
。 

「
ど
う
し
た
の
。
裕
美
。
」 

声
を
か
け
ら
れ
て
裕
美
が
振ふ

り
返か

え

る
と
、
奈な

緒お

の
心し

ん

配ぱ
い

そ
う
な
顔か

お

が
あ
っ
た
。 

「
じ
っ
と
腕
を
組
ん
で
考
え
込
ん
で
…
…
。
ど
う
し
た
の
？
」 

「
だ
っ
て
…
…
。
」 

裕
美
は
ど
う
答
え
て
い
い
か
迷
っ
た
が
、
思
い
切
っ
て
、 

「
だ
っ
て
、
わ
た
し
の
句
、
今
年
は
入
選
も
し
て
い
な
い
ん
だ
よ
。
」 

「
そ
う
な
の
…
…
。
今
年
の
も
よ
か
っ
た
の
に
ね
。
」 

裕
美
は
続
け
て
言
っ
た
。 

「
昨
年
の
句
よ
り
今
年
の
句
の
方
が
ず
っ
と
出
来
が
い
い
の
に
。
わ
た
し
、
自
信
が
あ
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
に
、
「
特
選
」
に
選
ば
れ
た
村む

ら

上か
み

君
の
句
、
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
。
絶
対
、
裕
美
の
句
の
方
が
い
い
よ
ね
。
奈
緒
、
村
上
君
の
あ
の
句
、
ど
う
？
」 

  
 

 
 

 

さ
そ
り
座
の 

尾お

の
一
げ
き
に 

流
れ
星 

 

貼は

り
出
さ
れ
て
い
る
村
上
君
の
句
を
見
上
げ
な
が
ら
、
奈
緒
は
、 

「
う
～
ん
。
」 

と
、
あ
い
ま
い
に
答
え
た
。 

 

家
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
裕
美
の
気
分
は
晴
れ
な
い
。
母
か
ら
夕
飯
の
買
い
物
を
頼た

の

ま
れ
て
も
、
二
度
目
の
催さ

い

促そ
く

で
や
っ
と
腰こ

し

を
上
げ

た
。 

「
さ
っ
さ
と
行
っ
て
き
て
よ
。
」 

「
ハ
イ
ハ
イ
…
…
。
」 

＊
「
び
ょ
う
跡あ

と

」 

画
び
ょ
う
の
跡
。 
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「
返
事
は
一
回
で
い
い
の
！
」 

裕
美
は
、
逃に

げ
る
よ
う
に
し
て
玄
関
か
ら
出
て
行
っ
た
。 

「
あ
ー
ら
裕
美
ち
ゃ
ん
、
一
茶
ま
つ
り
、
ど
う
だ
っ
た
？
」 

と
、
乾か

ん

物ぶ
つ

屋や

の
お
ば
さ
ん
が
声
を
か
け
て
き
た
。 

（
だ
か
ら
、
い
や
だ
っ
た
ん
だ
。
） 

裕
美
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。
乾
物
屋
の
お
ば
さ
ん
は
、
俳
句
が
好
き
で
、
裕
美
が
今
年
応お

う

募ぼ

し
た
句
も
知
っ
て
い
る
。 

「
あ
の
句
、
あ
た
し
も
気
に
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
『
秋
の
日
に
』
じ
ゃ
な
く
て
『
秋
の
陽
に
』
っ
て
と
こ
ろ
が
深
い
よ
ね
。
で
、

ど
う
だ
っ
た
の
、
一
茶
祭
り
で
の
結
果
は
。
」 

「
…
…
。
」 

裕
美
が
答
え
な
い
で
い
る
と
、 

「
ダ
メ
だ
っ
た
の
か
い
…
…
。
あ
た
し
は
い
い
と
思
う
よ
。
う
ん
。
い
い
よ
、
あ
の
句
は
。
」 

「
そ
う
思
う
で
し
ょ
う
！
」 

我
が
意
を
得
た
と
ば
か
り
に
、
裕
美
は
一
気
に
話
し
始
め
た
。 

「
わ
た
し
の
句
、
い
い
で
し
ょ
。
今
年
の
は
す
ご
く
考
え
た
ん
だ
。
で
、
す
ご
く
い
い
句
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
た
の
に
…
…
。
そ
れ

に
ね
、
同
じ
ク
ラ
ス
に
「
特
選
」
に
選
ば
れ
た
子
が
い
る
ん
だ
け
ど
、
よ
く
分
か
ら
な
い
句
な
の
よ
。
」 

裕
美
は
話
し
始
め
た
ら
止
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。 

 

 

次
の
日
、
学
校
で
も
裕
美
の
口
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
会
う
人
ご
と
に
、 

「
村
上
君
の
句
よ
り
、
わ
た
し
の
句
の
方
が
い
い
で
し
ょ
。
」 

と
、
半な

か

ば
押お

し
つ
け
る
よ
う
に
言
っ
て
回
っ
て
い
る
。 

「
…
…
ね
え
、
亜あ

紀き

も
そ
う
思
う
で
し
ょ
。
」 

 

と
、
裕
美
が
亜
紀
に
教
室
で
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
村
上
君
が
入
っ
て
き
た
。
村
上
君
は
、
裕
美
の
方
を
ち
ら
り
と
見
る
と
、
黙だ

ま

っ

て
自
分
の
席
の
方
へ
向
か
っ
た
。
裕
美
も
、 

「
ま
た
あ
と
で
ね
。
」 
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と
、
亜
紀
に
小
声
で
言
う
と
、
亜
紀
か
ら
離は

な

れ
て
自
席
に
着
い
た
。 

「
ね
え
、
裕
美
。
」 

奈
緒
が
裕
美
に
声
を
か
け
て
き
た
。 

「
ち
ょ
っ
と
、
言
い
過
ぎ
な
ん
じ
ゃ
な
い
。
村
上
君
の
こ
と
よ
。
」 

「
…
…
。
」 

裕
美
は
に
ら
み
返
す
よ
う
に
奈
緒
の
目
を
見
た
が
、
奈
緒
も
視
線
を
そ
ら
さ
な
か
っ
た
。 

「
い
い
の
ぉ
！
」 

裕
美
は
強
く
言
う
と
、
お
も
む
ろ
に
立
ち
上
が
り
、
村
上
君
の
席
の
方
へ
歩
い
て
い
っ
た
。 

「
村
上
君
、
特
選
ね
。
オ
メ
デ
ト
ウ

、
、
、
、
、

。
」 

大
き
な
声
で
わ
ざ
と
ら
し
く
、
少
し
と
げ
の
あ
る
言
い
方
だ
。
そ
ん
な
調
子
の
裕
美
に
対
し
て
、
村
上
君
は
少
し
考
え
て
か
ら
静
か

に
答
え
た
。 

「
う
ん
。
あ
り
が
と
う
。
で
も
、
ぼ
く
、
君
の
句
も
好
き
だ
な
。
『
秋
の
陽
に
』
っ
て
き
れ
い
だ
よ
ね
。
静
か
な
情
景
の
中
に
、
時
間

の
流
れ
と
お
姉
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
寂さ

び

し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
ね
。
」 

「
…
…
。
」 

裕
美
は
言
葉
が
出
な
か
っ
た
。 

  

一
茶
祭
り
の
日
、
裕
美
は
落
ち
着
か
な
か
っ
た
。
本
を
読
ん
で
い
て
も
集
中
で
き
な
い
し
、
マ
ン
ガ
に
替
え
て
も
す
ぐ
に
投
げ
出
し

て
し
ま
っ
た
。 

（
あ
ー
。
考
え
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
気
に
な
っ
て
く
る
。
） 

一
茶
祭
り
で
は
、
様
々
な
催
し
物
の
メ
イ
ン
と
し
て
、
俳
句
大
会
の
表
彰
式
が
あ
る
。
「
特
選
」
の
受
賞
者
は
、
選
者
の
先
生
か
ら

直
接
言
葉
を
か
け
て
も
ら
え
る
。
村
上
君
も
表
彰
さ
れ
る
の
だ
。 

（
村
上
君
に
は
ど
ん
な
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
の
か
な
…
…
。
） 

思
い
立
っ
た
よ
う
に
、
裕
美
は
奈
緒
に
電
話
を
か
け
た
。 

「
ね
え
。
一
茶
祭
り
、
一
緒
に
行
こ
う
よ
。
」 



 80

 

一
時
間
後
、
裕
美
と
奈
緒
は
炎
天
寺
の
境
内
に
い
た
。
境
内
は
大
に
ぎ
わ
い
だ
。 

お
で
ん
を
食
べ
た
り
、
痩
せ
蛙
と
大
蛙
の
相
撲
を

見
物
し
た
り
し
て
時
間
を
過
ご
し
た
。 

「
そ
ろ
そ
ろ
始
ま
る
よ
。
」 

奈
緒
に
言
わ
れ
て
、 

「
わ
か
っ
て
る
。
」 

と
、
裕
美
は
怒お

こ

っ
た
よ
う
に
答
え
る
と
、
表
彰
式
の
会
場
へ
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。 

 

俳
句
の
応
募
は
日
本
各
地
の
学
校
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
日
本
人
学
校
か
ら
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
表
彰
式
に
出
席
で
き

な
い
人
も
多
い
。
村
上
君
は
受
賞
者
の
中
で
も
前
の
方
に
並
ん
で
座
っ
て
い
る
。
選
者
の
先
生
が
一
言
ず
つ
声
を
か
け
て
賞
状
を
渡わ

た

し

て
い
く
。 

 

い
よ
い
よ
、
村
上
君
の
順
番
が
き
た
。
選
者
の
先
生
は
、
賞
状
を
渡
す
と
き
に
村
上
君
だ
け
で
は
な
く
、
マ
イ
ク
を
通
し
て
会
場
全

体
に
向
か
っ
て
話
し
始
め
た
。 

「
『
さ
そ
り
座
の 

尾
の
一
げ
き
に 

流
れ
星
』
、
こ
の
句
に
ふ
れ
て
わ
た
し
は
驚

お
ど
ろ

き
ま
し
た
。
す
ご
い
発
想
力
だ
と
。
流
れ
星
と
い

う
一い

っ

瞬
し
ゅ
ん

の
出
来
事
を
鋭

す
る
ど

く
と
ら
え
、
大
人
も
及お

よ

ば
ぬ
創
造
力
で
十
七
文
字
に
再
現
し
て
く
れ
ま
し
た
。
夜
空
の
美
し
さ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
さ
、
そ
し
て
、
若
い
人
が
も
つ
創
造
力
の
無
限
の
広
が
り
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
ば
ら
し
い
句
で
す
。
」 

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」 

と
答
え
る
村
上
君
の
ほ
お
は
赤
く
な
っ
て
い
た
。 

 

裕
美
は
会
場
を
後
に
す
る
と
、
し
ば
ら
く
境
内
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
。 

「
裕
美
、
ど
う
し
た
の
。
さ
っ
き
か
ら
何
も
言
わ
な
い
で
。
」 

「
別
に
…
…
。
ち
ょ
っ
と
考
え
ご
と
を
し
て
い
る
だ
け
。
」 

「
村
上
君
の
句
の
こ
と
？
」 

「
う
ん
…
…
。
」 

 

歩
き
な
が
ら
境
内
の
出
口
に
向
か
う
と
、
村
上
君
の
姿
が
見
え
た
。
裕
美
は
気
付
い
て
も
声
を
か
け
ず
に
い
た
が
、
村
上
君
は
裕
美

に
気
付
く
と
す
ぐ
に
笑
い
な
が
ら
や
っ
て
き
て
、 

「
や
あ
、
来
て
た
ん
だ
。
」 
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と
、
軽
い
口
調
で
話
し
か
け
て
き
た
。
裕
美
は
と
ま
ど
っ
て
下
を
向
い
て
い
た
が
、
思
い
切
っ
た
よ
う
に
顔
を
上
げ
、
村
上
君
の
目
を

見
て
言
っ
た
。 

「
う
ん
…
。
『
尾
の
一
げ
き
』
、
大
き
く
て
、
す
ご
い
ね
。
ス
ケ
ー
ル
が
違ち

が

う
ね
。
わ
た
し
の
と
…
…
。
」 

「
あ
り
が
と
う
。
君
な
ら
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
た
よ
。
あ
の
句
は
ぼ
く
の
自
信
作
だ
け
ど
、
君
の
句
は
、
ど
の
句
も
や
さ

し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
ん
だ
よ
ね
。
ぼ
く
に
は
詠よ

め
な
い
な
っ
て
…
…
。
」 

そ
う
言
っ
て
村
上
君
は
ニ
コ
ッ
と
笑
っ
た
。
裕
美
も
自
然
に
笑
顔
を
返
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
小
貝 

宏 

作
） 
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浅せ
ん

間げ
ん

山や
ま

の
魅み

力
り
ょ
く

（
府ふ

中
ち
ゅ
う

市し

） 
 

浅せ
ん

間げ
ん

山や
ま

は
、
三
つ
の
頂

い
た
だ
き

を
も
つ
府ふ

中
ち
ゅ
う

市
唯ゆ

い

一い
つ

の
山
で
あ
る
。
三
つ
の
頂
と
は
、
浅せ

ん

間げ
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

が
あ
る
標
高
七
九
・
六
メ
ー
ト
ル
の
堂ど

う

山や
ま

、
西
の
麓

ふ
も
と

に
水み

手た

洗ら
し

神
社
の
あ
る
中な

か

山や
ま

、
南な

ん

北ぼ
く

朝
ち
ょ
う

時
代
に
活か

つ

躍や
く

し
た
武
士
、
人ひ

と

見み

四し

郎ろ
う

の
墓は

か

跡あ
と

の
碑ひ

が
あ
る
前ま

え

山や

ま

の
三
つ
で
あ
る
。 

こ
の
浅
間
山
に
は
、
平
成
十
七
年
に
「
関か

ん

東と
う

富ふ

士じ

見み

百
ひ
ゃ
っ

景け
い

」
に
選
ば
れ
た
場
所
が
あ
り
、

空
気
の
澄す

み
切
っ
た
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
晴
れ
た
日
に
は
、
富ふ

士じ

山さ
ん

を
は
っ
き
り
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
っ
白
に
雪ゆ

き

化げ

粧
し
ょ
う

し
た
富
士
山
の
姿
は
、
日
の
出
直
後
に
薄う

す

い
ピ

ン
ク
に
染そ

ま
り
、
日に

ち

没ぼ
つ

直
後
は
黄
色
に
浮
き
あ
が
り
感
動
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
な
ん
と

い
っ
て
も
富
士
山
頂
に
太
陽
が
沈し

ず

む
瞬
間
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士
は
、
見
た
人
か
ら
歓か

ん

声せ
い

が
上
が
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

近
所
の
人
は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
散
歩
、
子
供
の
遊
び
場
と
し
て
、
生 

活
の
一
部
と
し
て
親
し
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
浅
間
山
は
、
名
所
の
一
つ
だ
け
で
な
く
、

府
中
市
民
の
生
活
に
と
っ
て
貴
重
な
存
在
で
も
あ
る
。 

 

浅
間
山
か
ら
歩
い
て
十
分
の
と
こ
ろ
に
住
む
健け

ん

太た

と
康こ

う

太た

の
兄
弟
は
、
こ
の
山
を
と
て
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
中
学
一
年
生
の
健
太

は
学
校
の
サ
ッ
カ
ー
部
に
、
小
学
五
年
生
の
康
太
は
地
域
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
夏
休
み
に
は
、
毎
朝
、
浅
間

神
社
ま
で
登
っ
て
、
そ
の
後
は
前
山
に
向
か
い
、
富
士
山
を
見
て
帰
っ
て
く
る
の
が
二
人
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
。 

あ
る
夏
の
朝
、
二
人
が
い
つ
も
の
よ
う
に
家
を
出
発
し
、
堂
山
の
麓

ふ
も
と

の
鳥と

り

居い

の
前
に
着
く
と
、
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
、
ア
カ
マ
ツ
な
ど

が
二
人
を
迎む

か

え
て
く
れ
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
一い

っ

気き

に
周
囲
の
雰ふ

ん

囲い

気き

が
変
わ
る
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

頂
上
に
着
く
と
、
浅
間
神
社
が
二
人
を
迎
え
て
く
れ
た
。
二
人
は
、
目
を
閉
じ
て
深
呼
吸
を
し
た
。 

「
や
っ
ぱ
り
こ
の
頂
上
で
深
呼
吸
す
る
と
、
気
持
ち
が
よ
く
て
元
気
に
な
る
よ
な
。」 

「
そ
う
だ
ね
。」 
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浅
間
神
社
の
前
で
ひ
と
息
つ
い
た
二
人
は
、
ゆ
っ
く
り
と
中
山
を
通
っ
て
前
山
に
向
か
っ
た
。 

 

き
つ
い
上
り
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
か
ら
一
転
し
て
、
こ
の
後
は
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
と
の
出
会
い
を
楽
し
む
ひ
と
と
き
で
あ
る
。 

昆
虫
の
好
き
な
弟
が
耳
を
澄
ま
す
と
、
枯か

れ
葉は

が
ガ
サ
ガ
サ
と
動
く
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
す
か
さ
ず
枯
れ
葉
を
ど
か
し
、 

「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
ア
オ
オ
サ
ム
シ
だ
よ
。
緑
色
で
き
れ
い
だ
よ
。」 

と
さ
け
ん
だ
。
そ
し
て
、
今
度
は
兄
が
弟
を
呼
ん
だ
。 

「
こ
っ
ち
で
は
す
ご
い
こ
と
が
起
き
て
い
る
ぞ
。」 

弟
は
す
か
さ
ず
駆か

け
寄よ

っ
て
、
地
面
に
視
線
を
移
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
大
き
な
ミ
ミ
ズ
に
ヒ
ラ
タ
シ
デ
ム
シ
が
群む

ら

が
っ
て
い
た
。 

「
な
ん
か
ミ
ミ
ズ
が
か
わ
い
そ
う
だ
ね
。」 

と
、
弟
が
言
う
。 

「
こ
れ
が
自
然
な
ん
だ
よ
。
生
き
物
は
、
い
つ
か
は
死
ぬ
ん
だ
。
今
、
あ
ち
こ
ち
で
鳴
い
て
い
る
蝉せ

み

だ
っ
て
、
違ち

が

う
動
物
の
え
さ
に
な

る
ん
だ
か
ら
。
さ
っ
き
見
つ
け
た
カ
ブ
ト
ム
シ
の
死
が
い
も
角
だ
け
に
な
っ
て
い
た
け
ど
、
き
っ
と
他
の
動
物
に
食
べ
ら
れ
た
ん
だ
。」 

「
そ
う
な
の
。」 

弟
は
び
っ
く
り
し
て
い
た
。 

「
生
き
物
の
世
界
で
は
、
草
を
食
べ
る
動
物
や
、
木
の
蜜み

つ

を
吸
っ
て
い
る
動
物
は
食
べ
ら
れ
て
ば
か
り
だ
と
思
う
で
し
ょ
。」 

「
う
ん
。」 

弟
は
、
兄
の
話
に
引ひ

き
込こ

ま
れ
た
。 

「
で
も
、
食
べ
ら
れ
て
ば
か
り
の
動
物
た
ち
は
、
草
や
木
を
食
べ
て
る
だ
ろ
。」 

「
そ
う
だ
ね
。」 

と
、
弟
が
兄
の
言
葉
に
う
な
ず
い
た
。 

「
草
木
な
ど
の
植
物
だ
っ
て
生
き
物
だ
よ
。
そ
れ
に
、
植
物
は
水
と
二
酸
化
炭
素
を
取
り
入
れ
て
、
光
が
あ
れ
ば
自
分
で
栄
養
を
作
れ

る
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
は
、
酸
素
を
体
か
ら
出
し
て
い
る
ん
だ
よ
。」 

と
、
兄
は
説
明
を
続
け
た
。 

＊
「
ア
オ
オ
サ
ム
シ
」 

オ
サ
ム
シ
科
の
昆

虫
。
緑
色
の
金
属
光

沢
を
し
て
い
る
。
地

上
を
す
ば
や
く
歩
き

回
り
、
ミ
ミ
ズ
や
昆

虫
を
食
べ
る
。 

＊
「
ヒ
ラ
タ
シ
デ
ム
シ
」 

体
が
平
た
く
て
、

ミ
ミ
ズ
の
死
体
や
動

物
の
糞
（
ふ
ん
）
な

ど
を
食
べ
て
い
る
。

生
き
て
い
る
も
の
を

お
そ
う
よ
う
な
こ
と

は
な
い
。 
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「
だ
か
ら
、
草
木
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
こ
ろ
で
は
気
持
ち
い
い
ん
だ
ね
。」 

と
、
弟
は
う
れ
し
そ
う
に
言
っ
た
。
そ
ん
な
や
り
と
り
を
し
な
が
ら
浅
間
山
を
下
っ
て
い
く
と
、
浅せ

ん

間げ
ん

山や
ま

自し

然ぜ
ん

保ほ

護ご

会か
い

の
方
々
が
汗
だ
く
に
な
っ
て
下
草
を
刈か

っ
て
い
た
。 

 
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」 

二
人
は
、
一
番
近
く
に
い
た
お
じ
さ
ん
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
続
け
て
、
弟
が
、 

「
何
で
お
じ
さ
ん
た
ち
は
草
を
刈
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。」 

と
、
素
直
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
と
、 

「
浅
間
山
の
自
然
を
豊
か
に
保
つ
た
め
に
は
、
手
入
れ
が
必
要
な
ん
だ
。
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
よ

う
な
畑
で
は
お
い
し
い
野
菜
は
で
き
な
い
ん
だ
。そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、山
も
手
入
れ
を
し
な
い
と
、

ど
の
植
物
も
育
ち
が
悪
く
な
っ
て
、
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
。」 

と
説
明
し
て
く
れ
た
。 

 

こ
の
説
明
を
し
て
く
れ
た
の
は
、
浅
間
山
自
然
保
護
会
会
長
の
山や

ま

田だ

さ
ん
で
、
さ
ら
に
近
く
に
い
た
前
会
長
の
山や

ま

内う
ち

さ
ん
が
自
然
保

護
会
の
活
動
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
た
。 

「
君
た
ち
は
浅
間
山
を
気
に
入
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
ね
。
で
も
、
浅
間
山
が
今
の
よ
う
に
き
れ
い
に
な
っ
た
の
は
、
お
じ
さ
ん
た

ち
の
先せ

ん

輩ぱ
い

が
、
二
十
年
以
上
前
に
浅
間
山
自
然
保
護
会
と
い
う
団
体
を
作
っ
て
、
清せ

い

掃そ
う

、
巡

じ
ゅ
ん

回か
い

、
遊
歩
道
の
整
備
、
休

き
ゅ
う

憩け
い

施し

設せ
つ

の
修
理

な
ど
の
活
動
や
、
自
然
観
察
会
な
ど
の
催

も
よ
お

し
を
企き

画か
く

し
て
、
浅
間
山
を
魅
力
あ
る
山
に
し
よ
う
と
頑が

ん

張ば

っ
て
き
た
か
ら
な
ん
だ
。」 

「
そ
う
な
ん
で
す
か
。」 

と
、
二
人
が
驚

お
ど
ろ

い
て
い
る
と
、
山
内
前
会
長
さ
ん
は
さ
ら
に
詳く

わ

し
く
教
え
て
く
れ
た
。 

「
だ
け
ど
ね
。
自
然
保
護
会
の
活
動
の
お
か
げ
で
、
浅
間
山
が
だ
ん
だ
ん
魅
力
あ
る
山
に
な
っ
て
く
る
と
、
心
な
い
人
が
訪
れ
て
、
野

草
を
持
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
新
た
な
問
題
も
起
き
た
ん
だ
。」 

「
野
草
を
採
っ
て
し
ま
う
な
ん
て
ひ
ど
い
。」 

と
、
兄
が
少
し
強
め
に
言
っ
た
。 
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「
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
よ
。
以
前
は
、
四
十
年
近
く
何
も
手
を
加
え
て
い
な
い
大
木
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
根
元
に
は
日
光
が

届
か
な
く
て
、
野
草
が
育
た
な
か
っ
た
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
浅
間
山
に
し
か
存
在
し
な
い
ム
サ
シ
ノ
キ
ス
ゲ
が
絶ぜ

つ

滅め
つ

の
危
機
に
さ
ら
さ

れ
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、
十
分
な
日
光
が
当
た
る
よ
う
に
、
こ
の
公
園
を
管
理
し
て
い
る
人
た
ち
に
頼た

の

ん
で
、
必
要
な
分
だ
け
木
を
伐ば

っ

採さ
い

し

て
も
ら
っ
た
り
、
笹さ

さ

の
根
が
は
び
こ
る
と
草
木
が
だ
ん
だ
ん
衰

お
と
ろ

え
る
の
で
笹
刈
り
を
し
た
り
し
て
守
っ
て
き
た
ん
だ
。
今
で
は
、
そ
の

努
力
が
実
っ
て
ム
サ
シ
ノ
キ
ス
ゲ
も
復
活
し
た
ん
だ
よ
。」 

「
す
ご
い
な
あ
。」 

弟
が
目
を
輝
か
せ
た
。 

「
お
じ
さ
ん
た
ち
の
活
動
は
、
毎
月
第
二
土
曜
日
と
第
四
日
曜
日
の
月
二
回
で
、
全
山
清
掃
は
春
と
秋
の
年
二
回
、
自
然
保
護
会
の
メ

ン
バ
ー
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
だ
。
君
た
ち
に
も
、
ぜ
ひ
参
加
し
て

も
ら
い
た
な
あ
。」 

「
わ
か
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
僕ぼ

く

た
ち
も
参
加
し
ま
す
。」 

力
強
く
兄
が
答
え
る
と
、
最
後
に
山
田
会
長
さ
ん
が
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。 

「
お
じ
さ
ん
た
ち
は
、
生
き
物
の
特と

く

徴
ち
ょ
う

に
合
わ
せ
て
、
人
間
が
手
を
入
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
浅
間
山
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
だ
。

だ
か
ら
、
浅
間
山
を
で
き
る
だ
け
自
然
に
近
い
状
態
に
保
つ
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
必
要
な
場
所
を
選
ん
で
下
草
を
刈
っ
て
い
る

ん
だ
。
い
つ
ま
で
も
、
浅
間
山
の
す
ば
ら
し
い
自
然
と
か
か
わ
っ
て
い
た
い
な
あ
と
願
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。」 

健
太
と
康
太
の
二
人
の
兄
弟
は
、
山
田
会
長
さ
ん
と
山
内
前
会
長
さ
ん
の
お
か
げ
で
ウ
キ
ウ
キ
し
た
気
分
で
家
に
帰
っ
た
。 

 

家
に
帰
る
と
、
父
が
、 

「
今
日
は
何
か
い
い
こ
と
が
あ
っ
た
み
た
い
だ
ね
。」 

と
、
声
を
か
け
た
。
二
人
は
、
今
日
体
験
し
た
浅
間
山
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
始
め
た
。 

「
ム
サ
シ
ノ
キ
ス
ゲ
っ
て
、
浅
間
山
に
し
か
咲さ

い
て
な
い
ん
だ
っ
て
。」 

と
、
ま
ず
弟
が
得
意
気
に
言
っ
た
。 

「
で
も
、
そ
の
ム
サ
シ
ノ
キ
ス
ゲ
だ
っ
て
絶
滅
し
そ
う
な
時
期
が
あ
っ
た
け
ど
、
復
活
し
た
ん
だ
っ
て
。」 

＊｢

ム
サ
シ
ノ
キ
ス
ゲ｣ 

ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス

ゲ
の
変
種
で
、
花

は
淡
い
黄
色
で

芳
香

ほ
う
こ
う

が
あ
る
。
五

月
上
旬
か
ら
下
旬

に
咲
く
。 
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と
、
兄
も
興
奮
気
味
に
言
っ
た
。
二
人
の
話
が
終
わ
る
と
、
今
度
は
父
が
静
か
に
言
っ
た
。 

「
人
間
は
、
自
然
の
中
で
生
き
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
町
に
住
む
人
た
ち
に
と
っ
て
、
浅
間
山
は
や
っ
ぱ
り
オ
ア
シ
ス
な
ん
だ
よ
。」 

 

こ
の
日
は
、
父
の
言
葉
が
二
人
の
心
に
ス
ッ
と
し
み
込
ん
で
い
っ
た
。 

「
浅
間
山
の
自
然
を
い
つ
ま
で
も
残
し
て
い
き
た
い
ね
。」 

健
太
が
言
っ
た
。 

「
僕
た
ち
頑
張
ら
な
い
と
ね
。」 

康
太
も
続
け
た
。
浅
間
山
の
す
ば
ら
し
さ
を
改
め
て
実
感
し
た
二
人
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
篠
塚 

浩
幸 

作
）   
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花
火
大
会 

（
多た

摩ま

市し

） 
 

わ
た
し
は
直な

お

子こ

、
こ
の
四
月
に
中
学
生
に
な
っ
た
。
中
学
校
で
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
に
所
属
し
、
毎
日
楽
し
く
活
動
し
て
い
る
。 

入
学
し
て
三
か
月
た
っ
た
あ
る
日
、
わ
た
し
は
渡わ

た

り
廊ろ

う

下か

で
「
チ
ョ
ボ
ラ
の
あ
る
学
校
に
し
よ
う
！
」
と
大
き
な
字
で
書
か
れ
た
生

徒
会
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
つ
け
た
。
気
を
つ
け
て
見
る
と
、
校
舎
の
あ
ち
こ
ち
に
は
ら
れ
て
い
る
生
徒
会
ポ
ス
タ
ー
に
も
「
チ
ョ
ボ
ラ
」

と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
た
。 

「
チ
ョ
ボ
ラ
っ
て
な
ん
で
す
か
？
」 

放
課
後
、
職
員
室
に
行
っ
た
と
き
に
担
任
の
先
生
に
た
ず
ね
て
み
た
。 

「『
ち
ょ
っ
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
』
を
省
略
し
た
言
葉
だ
よ
。
う
ち
の
学
校
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
盛
ん
な
ん
だ
。」 

 

そ
う
言
い
な
が
ら
、
先
生
が
地
域
の
ミ
ニ
コ
ミ
紙
の
記
事
の
切き

り
抜ぬ

き
を
見
せ
て
く
れ
た
。 

「
こ
れ
は
、
去
年
の
記
事
だ
よ
。『
せ
い
せ
き
多
摩
川
花
火
大
会
』
の
翌
日
の
清せ

い

掃そ
う

活か
つ

動ど
う

に
、
う
ち
の
学
校
の
生
徒
が
三
十
三
名
参
加
し

た
ん
だ
。
朝
六
時
半
か
ら
地
域
の
人
と
一い

っ

緒し
ょ

に
ゴ
ミ
拾
い
を
し
た
ん
だ
よ
。
今
年
も
募ぼ

集
し
ゅ
う

す
る
か
ら
、
直
子
さ
ん
も
ど
う
か
な
？
」 

わ
た
し
は
、
今
ま
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
し
、
突と

つ

然ぜ
ん

の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、 

「
考
え
て
お
き
ま
す
。」 

と
、
小
さ
く
答
え
た
。
花
火
大
会
後
の
清
掃
活
動
な
ん
て
、
ゴ
ミ
が
い
っ
ぱ
い
で
大
変
そ
う
。
お
ま
け
に
朝
早
く
な
ん
て
冗

じ
ょ
う

談だ
ん

じ
ゃ
な

い
と
、
後
で
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
日
の
放
課
後
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
先せ

ん

輩ぱ
い

が
、
花
火
大
会
後
の
清
掃
活
動
の
話
を
し
て
い
た
。
キ
ャ
プ
テ
ン
の
裕ゆ

う

二じ

先
輩

や
、
智と

も

子こ

先
輩
、
麻ま

起き

子こ

先
輩
も
去
年
参
加
し
た
と
い
う
の
だ
。
わ
た
し
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
、
あ
こ

が
れ
の
先
輩
た
ち
が
皆
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
に
驚

お
ど
ろ

い
た
。
だ
か
ら
思
わ
ず
、 

「
清
掃
活
動
の
た
め
に
早
起
き
し
た
ん
で
す
か
？ 

ゴ
ミ
は
臭く

さ

く
な
か
っ
た
で
す
か
？
」 

と
た
ず
ね
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
裕
二
先
輩
は
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
。 

「
オ
レ
も
ね
、
最
初
は
そ
う
思
っ
て
た
。
無
理
や
り
友
だ
ち
に
誘さ

そ

わ
れ
て
さ
。
正
直
、
面め

ん

倒ど
う

く
さ
い
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
ミ
ニ
コ

ミ
紙
の
取
材
が
く
る
と
か
、
ジ
ュ
ー
ス
が
も
ら
え
る
と
か
、
け
っ
こ
う
不
純
な
動
機
で
参
加
し
た
ん
だ
…
…
。
で
も
、
思
い
切
っ
て
参

加
し
て
よ
か
っ
た
よ
。」 

＊
「
せ
い
せ
き
多

摩
川
花
火
大
会
」 

多
摩
市
の
多
摩

川
周
辺
で
行
わ
れ

る
花
火
大
会
。
約

二
十
三
万
人
の
人

で
に
ぎ
わ
う
と
い

う
。 

＊
「
ミ
ニ
コ
ミ
紙
」 

地
域
限
定
な
ど

で
発
行
さ
れ
る
新

聞
。 
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智
子
先
輩
も
う
な
ず
き
な
が
ら
答
え
て
く
れ
た
。 

「
わ
た
し
も
同
じ
よ
う
な
も
の
よ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
も
友
だ
ち
と
一
緒
な
ら
楽
し
め
る
か
な
と
思
っ
て
。
当
日
が
近
づ
く
に
つ

れ
て
、
い
よ
い
よ
明
日
だ
な
ぁ
、
が
ん
ば
っ
ち
ゃ
お
う
か
な
、
と
思
っ
た
の
。」 

裕
二
先
輩
や
智
子
先
輩
は
一
学
年
先
輩
だ
け
れ
ど
、
自
分
よ
り
ず
っ
と
大
人
に
感
じ
た
。
先
輩
た
ち
が
か
っ
こ
よ
く
思
え
、
わ
た
し

の
心
は
揺ゆ

れ
た
。
そ
の
時
、
麻
起
子
先
輩
か
ら
、 

「
一
緒
に
や
ら
な
い
？
」 

と
、
声
を
か
け
ら
れ
た
わ
た
し
は
思
わ
ず
、 

「
は
い
。」 

と
答
え
て
い
た
。 

 
 

 

花
火
大
会
当
日
の
八
月
五
日
、
い
つ
も
は
自
宅
近
く
か
ら
花
火
を
見
て
い
た
が
、
今
年
は
多

摩
川
の
河か

川せ
ん

敷じ
き

に
あ
る
会
場
で
見
る
こ
と
に
し
た
。会
場
は
多
く
の
人
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。

夜
七
時
半
、
最
初
の
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。
会
場
で
見
る
花
火
は
想
像
以
上
に
迫は

く

力
り
ょ
く

が

あ
っ
た
。
ド
ー
ン
、
ド
ー
ン
と
腹
に
響ひ

び

く
よ
う
な
音
。
頭
上
か
ら
キ
ラ
キ
ラ
星
が
落
ち
て
く
る

よ
う
な
感
覚
。
暑
い
夜
空
を
吹ふ

き
飛
ば
し
て
く
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
花
火
に
酔よ

い
し

れ
た
。 

時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
帰
る
途と

中
ち
ゅ
う

、 

「
ゴ
ミ
を
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。」 

と
、
呼
び
か
け
る
人
の
声
が
聞
こ
え
た
。
ポ
イ
捨
て
さ
れ
た
タ
バ
コ
の
吸
い
が
ら
か
ら
煙

け
む
り

が
上

が
っ
て
い
た
。
翌
朝
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
ゴ
ミ
拾
い
を
す
る
の
だ
…
…
。
そ
う
考
え
る
と
、
少

し
不
安
に
な
っ
た
。 

 

翌
朝
の
六
時
半
、
駅
前
広
場
に
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
を
は
じ
め
、
商
店
会
、
自
治
会
、
市
役
所
、
老
人
会
、
市
民
団
体
な
ど
、
多

く
の
人
が
集
ま
っ
た
。
先
輩
た
ち
の
姿
も
見
え
た
。 
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い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ト
に
分
か
れ
て
、
駅
か
ら
花
火
大
会
の
会
場
に
向
か
っ
て
ゴ
ミ
拾
い
を
開
始
す

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
中
学
生
は
五
人
ず
つ
各
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
た
。
わ
た
し
は
自
治
会
長
を
し
て
い
る
渡わ

た

辺な
べ

さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
に

入
っ
た
。
渡
辺
さ
ん
が
自
分
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
に
呼
び
か
け
た
。 

「
花
火
大
会
の
会
場
ま
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
行
動
し
ま
す
。
今
日
は
初
め
て
参
加
す
る
中
学
生
も
い
ま
す
。
皆
で
急
が
ず
休
み
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
や
り
ま
し
ょ
う
。
中
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
聞
き
た
い
こ
と
や
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
遠え

ん

慮り
ょ

な
く
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」 

わ
た
し
は
、
渡
辺
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
ほ
っ
と
し
た
。
朝
早
く
て
眠ね

む

た
い
し
、
ず
っ
と
ゴ
ミ
を
拾
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
自

信
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
全
員
に
集
め
た
ゴ
ミ
を
入
れ
る
袋

ふ
く
ろ

と
軍
手
が
配
布
さ
れ
、
清
掃
活
動
が
始
ま
っ
た
。 

「
え
ー
、
何
こ
れ
。
缶
の
中
に
飲
み
残
し
の
ジ
ュ
ー
ス
が
ま
だ
入
っ
て
る
。
き
た
な
ー
い
。」 

「
こ
っ
ち
な
ん
て
、
紙
袋
の
中
に
ゴ
ミ
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
る
。
な
ん
で
持
ち
帰
ら
な
い
の
か
な
ぁ
！
」 

中
学
生
は
大お

お

騒さ
わ

ぎ
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
。 

「
こ
れ
で
も
年
々
来
場
者
の
マ
ナ
ー
が
よ
く
な
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
数
年
前
は
ゴ
ミ
を
置
い
て
帰
る
人
が
も
っ
と
多
か
っ
た
ん
だ
。」 

と
、
渡
辺
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。 

「
こ
れ
で
も
よ
く
な
っ
た
ん
で
す
か
…
…
。」 

わ
た
し
は
こ
れ
で
マ
ナ
ー
が
よ
く
な
っ
た
状
態
な
ら
、
以
前
は
本
当
に
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。 

「
こ
の
花
火
大
会
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
行
委
員
で
運
営
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。」 

「
え
っ
、
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。」 

わ
た
し
は
花
火
大
会
の
運
営
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
に
驚
い
た
。 

「
花
火
大
会
実
行
委
員
会
で
、
ど
う
し
た
ら
花
火
大
会
が
成
功
す
る
の
か
を
毎
年
話
し
合
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
ゴ
ミ
問
題
一
つ
に
つ
い

て
も
、
な
ん
と
か
し
よ
う
と
話
し
合
っ
た
結
果
、
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
し
た
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
と
て
も
効
果

が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。」 

「
昨
日
の
花
火
大
会
で
、
ゴ
ミ
持
ち
帰
り
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
聞
き
ま
し
た
。
他
に
も
何
か
問
題
が
あ
る
の
で
す
か
？
」 

わ
た
し
は
続
け
て
質
問
し
た
。 

「
や
は
り
、
安
全
面
の
こ
と
か
な
。
花
火
大
会
を
や
る
と
問
題
に
な
る
の
が
場
所
取
り
の
こ
と
な
ん
だ
。
い
い
場
所
を
取
る
た
め
に
、

何
日
も
前
か
ら
シ
ー
ト
を
敷し

い
た
り
、
泊と

ま
っ
た
り
す
る
人
が
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
場
所
取
り
を
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禁
止
に
し
た
ん
だ
よ
。」 

「
当
日
は
午
後
三
時
半
以
降
じ
ゃ
な
い
と
、
花
火
大
会
の
会
場
に
入
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。」 

と
、
わ
た
し
は
答
え
た
。 

「
そ
う
、
そ
れ
を
実
行
し
た
初
め
て
の
年
は
、
苦
情
が
い
っ
ぱ
い
き
た
。」 

渡
辺
さ
ん
は
苦
笑
し
て
続
け
た
。 

「
で
も
、
そ
れ
が
、
す
ん
な
り
収
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
。」 

「
な
ん
で
で
す
か
？
」 

わ
た
し
は
そ
の
理
由
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。 

「
実
行
委
員
が
自
分
た
ち
と
同
じ
市
民
だ
と
分
か
っ
た
か
ら
か
な
。」 

「
え
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」 

わ
た
し
は
さ
ら
に
聞
い
た
。
す
る
と
、
渡
辺
さ
ん
は
、 

「
す
ば
ら
し
い
花
火
大
会
に
し
よ
う
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
人
た
ち
に
、
苦
情
な
ん
て
言
え
な
い
ん
だ
よ
。」 

わ
た
し
は
少
し
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

わ
た
し
は
周
囲
の
人
た
ち
と
話
し
た
り
、
休
ん
だ
り
し
な
が
ら
ゴ
ミ
を
拾
い
続
け
た
。
途
中
、
通
り
が
か
り
の
人
に
、 

「
あ
り
が
と
う
。
と
て
も
助
か
る
わ
。」 

と
、
声
を
か
け
ら
れ
た
。
花
火
大
会
の
会
場
近
く
に
た
ど
り
つ
い
た
と
き
に
は
、
ゴ
ミ
袋
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
重
さ
で

手
が
だ
る
く
な
っ
た
。
マ
ナ
ー
が
よ
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
楽
な
活
動
で
は
な
か
っ
た
。 

「
何
で
こ
ん
な
こ
と
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
。」 

他
の
中
学
生
も
疲つ

か

れ
て
き
た
の
か
、
不
満
も
出
始
め
た
。 

「
あ
と
少
し
で
会
場
だ
ぞ
。
頑
張
ろ
う
！
」 

だ
れ
か
が
励は

げ

ま
し
の
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
後
ろ
を
振ふ

り
返
る
と
き
れ
い
に
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
花
火
大
会
の
後
、
会
場
周

辺
が
い
つ
も
き
れ
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
陰か

げ

で
支
え
て
い
る
多
く
の
人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
と
気
付
い
た
。 

 

午
前
九
時
前
に
は
花
火
大
会
の
会
場
と
な
っ
た
河
川
敷
で
全
員
が
合
流
し
た
。
参
加
者
に
飲
み
物
が
配
布
さ
れ
た
の
で
、
わ
た
し
は
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先
輩
や
友
だ
ち
と
一
緒
に
、
多
摩
川
の
土
手
に
座
っ
て
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
だ
。
明
る
い
日
差
し
が
川
面
に
反
射
し
て
、
キ
ラ
キ
ラ
輝

か
が
や

い

て
い
た
。
川
か
ら
吹
い
て
く
る
さ
わ
や
か
な
風
を
ほ
お
に
感
じ
、
疲
労
感
と
充

じ
ゅ
う

実じ
つ

感か
ん

が
と
て
も
心
地
よ
か
っ
た
。 

こ
の
清
掃
活
動
に
参
加
し
て
よ
か
っ
た
と
わ
た
し
は
心
か
ら
思
っ
た
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
わ
た
し
の
中
に
今
ま
で
な
か
っ
た
気

持
ち
が
芽
生
え
て
き
た
。 

帰
り
道
、
裕
二
先
輩
に
話
し
か
け
ら
れ
た
。 

「
参
加
し
て
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
？
」 

「
は
い
！ 

自
分
で
も
驚
き
ま
し
た
。
わ
た
し
自
身
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。」 

わ
た
し
は
、
自
分
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
大
人
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

（
三
浦 

摩
利 

作
） 
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第
二
章 

郷
土
資
料
の
活
用 
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  小
学
校
低
学
年 

 

木
の
お
い
し
ゃ
さ
ん
（
立
川
市
） 

内
容
項
目
３
―
(2) 

一 

ね
ら
い 

 

身
の
ま
わ
り
の
花
や
草
木
に
親
し
み
を
も
ち
、
優
し
い
気
持

ち
で
接
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
国
営
昭
和
記
念
公
園
は
、
昭
和
天
皇
在
位
五
十
年
を
記
念
し
、

立
川
基
地
跡
に
開
設
さ
れ
た
公
園
で
あ
る
。
こ
の
公
園
は
、
一

年
中
、
花
が
咲
き
、
多
く
の
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。 

・
台
風
で
傷
を
負
っ
た
桜
の
木
と
樹
木
医
と
の
ふ
れ
あ
い
の
話
で

あ
る
。
傷
を
負
っ
た
桜
の
木
の
視
点
を
と
お
し
て
、
樹
木
医
の

気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
物
を
育
て
た
体
験
な

ど
に
も
触
れ
な
が
ら
、
身
の
回
り
の
花
や
草
木
に
親
し
み
を
も

ち
、
優
し
い
心
で
接
す
る
大
切
さ
に
気
付
か
せ
、
自
然
や
動
植

物
を
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
育
て
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
る
桜
の
木
の
写
真
な
ど
を

提
示
す
る
。
ま
た
、
樹
木
医
が
木
を
診
断
し
た
り
治
療
し
た
り

し
て
い
る
写
真
を
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
資
料
に
対
す
る
関
心

を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
紙
芝
居
や
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
等
の
資
料
提
示
も
考
え
ら
れ
る
。

・
桜
の
木
と
樹
木
医
の
立
場
で
役
割
演
技
を
行
う
指
導
も
考
え
ら

れ
る
。 

・
生
活
科
で
植
物
を
育
て
た
体
験
を
想
起
さ
せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 「桜の木」と「樹木医」の写真を見て、資料に興味をもつ。

 ○ この木は何の木か。 

 ○ この人は何をしているのか。 

・写真を提示し「樹木医」という

仕事を説明する。 

２ 資料「木のおいしゃさん」を読んで、話し合う。 

(1) 台風でえだが折れてしまった桜の木はどんな気持ちに

なったか。 

・ 痛いよ。だれか助けて。 

・ これからどうなっちゃうんだろう。心細いなあ。 

(2) 木のお医者さんはどんな気持ちで毎日桜の木に会いに来

たか。 

・ 痛くないかなあ。だいじょうぶかなあ。がんばって。 

・ 早く治してあげたい。 

・ 優しくしてあげるよ。守ってあげるよ。 

・ 早く治ってほしい。早く元気になってほしい。 

・ ぼくがついているからだいじょうぶだよ。 

(3) にこにこしながら桜の木に走ってきた木のお医者さんの

気持ちを考えよう。 

・ とてもきれいな花が咲いたね。 

・ 元気になってくれてうれしいよ。 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 今まで花や草木に優しくしたことはあるか。どんな気持

ちから優しくしたのか。 

 

・傷を負った桜の木の不安な気持

ちに共感させる。 

 

 

・桜の木が元気になるように、一

生懸命に世話をする木のお医

者さんの気持ちに共感させる。

 

 

 

 

・補助発問で桜の木の気持ちを考

えたり、役割演技を行ったりす

ることで、さらにねらいに迫る

ことができると考える。 

 

 

・行為だけでなく、その時の気持

ちも併せて想起させる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

 

四 

展
開
例
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   小
学
校
低
学
年 

せ
せ
ら
ぎ
の
み
ち
（
国
立
市
） 

内
容
項
目
３
―
(2)

一 

ね
ら
い 

 
 

動
植
物
の
愛
お
し
さ
、
不
思
議
さ
を
感
じ
、
自
然
を
大
切
に

し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
国
分
寺
崖
線
は
、
多
摩
川
が
何
十
万
年
も
か
け
て
削
っ
て
で
き

た
崖
で
あ
り
、
現
在
は
、
立
川
市
か
ら
国
立
市
、
狛
江
市
、
世

田
谷
区
を
通
っ
て
、
大
田
区
ま
で
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ

た
っ
て
い
る
。
東
京
都
環
境
局
で
は
「
雑
木
林
の
み
ち
」
と
し

て
都
内
十
コ
ー
ス
の
保
全
・
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
本
資
料
で

は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
、
立
川
市
・
国
立
市
に
ま
た
が

る
矢
川
・
青
柳
コ
ー
ス
の
「
せ
せ
ら
ぎ
の
み
ち
」
を
舞
台
に
し

て
い
る
。
現
在
も
、
こ
こ
に
は
、
立
川
の
崖
を
通
っ
て
湧
き
出

す
水
を
集
め
て
流
れ
る
矢
川
（
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
川
）
や
、

武
蔵
野
の
雑
木
林
な
ど
の
豊
か
な
自
然
が
残
っ
て
い
る
。 

・
本
資
料
は
、
ど
ん
ぐ
り
と
ざ
り
が
に
が
、
林
と
川
の
互
い
の

世
界
の
様
子
を
聞
き
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
心
躍
ら
せ
る
話

で
あ
る
。
そ
れ
を
話
し
合
う
子
供
の
心
に
も
自
然
を
愛
お
し

い
と
思
う
心
情
を
育
て
て
い
き
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
生
命
を
は
ぐ
く
む
太
陽
や
、
切
り
株
か
ら
芽
吹
い
て
く
る
植
物

の
不
思
議
さ
、
豊
か
な
自
然
の
中
で
生
き
る
様
々
な
生
物
に
、

子
供
が
心
を
躍
ら
せ
、
自
然
を
大
切
と
感
じ
る
心
情
を
育
て
た

い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ せせらぎのみちへのイメージをふくらませる。 

○ せせらぎのみちの小川にはどんな生き物がいると思う

か。 

・木、ドングリ、小川、ざりがに

等、切り絵を貼っていき、黒板

全体を散歩みちに見立て、資料

への関心を高める。 

２ 資料「せせらぎのみち」を読んで、話し合う。 

(1) 自分の知らない世界の話を聞き、どんぐりとざりがにはそ

れぞれどんなことを思ったか。 

・ どんぐり…きれいな水だな。湧いてくるなんて不思議だ

な。生き物がたくさんいて楽しい。水の中も楽しいな。 

・ ざりがに…色づいた林を見てみたいな。ぼくみたいにす

ごいはさみをもった生き物はいるのかな。 

(2) 素敵なことがどんなことかわからなくても、二人がにこに

こと肩を寄せ合っていたのはどんな気持ちだったからか。 

・ いいことが起こると思うとうれしいな。ワクワクするな。

・ のんびりしたいい時間だな。お日様があたたかい。  

・ 知らない世界はきっと素敵なんだろうな。 

(3) 切り株から赤ちゃん枝が出てきたとき、三人はどんな気持

ちになると思うか。 

・ また芽が出てくるなんて、不思議だな。すごいな。 

・ この赤ちゃん枝が大きく育つといいな。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ どんぐりくんやざりがにくんに教えてあげたい、素晴ら

しい生き物や、素敵な自然を見たことがあるか。 

 

・知らない世界に興味をもつどん

ぐりとざりがにの気持ちは、子

供の気持ちと重なっていると

考えられるので、多様な思いを

出させる。 

 

・豊かな自然の良さを深く感じる

どんぐりとざりがにの気持ち

を考えさせる。 

 

 

・自然の不思議さ、素晴らしさや、

それを慈しむ思いに気付かせ

る。 

 

 

 

・場面や対象を広げて考えさせ

る。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
低
学
年 

森
の
ご
ち
そ
う
（
三
鷹
市
） 

内
容
項
目
４
―
(2) 

一 

ね
ら
い 

働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
、
み
ん
な
の
た
め
に
働
こ
う
と

す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
井
の
頭
池
は
、
東
京
都
立
井
の
頭
恩
賜
公
園
の
中
に
位
置
し
て

い
る
。
井
の
頭
の
わ
き
水
は
、
江
戸
の
町
に
暮
ら
す
人
々
の
貴

重
な
水
源
だ
っ
た
歴
史
を
も
ち
、
現
在
も
都
民
の
憩
い
の
場
で

あ
る
。
池
や
周
り
の
森
に
は
、
鯉
、
鴨
、
セ
ミ
、
ア
リ
な
ど
、

子
供
た
ち
を
ひ
き
つ
け
る
様
々
な
生
き
物
が
暮
ら
し
て
い
る
。

・
本
資
料
で
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
は
、
今
回
の
学
習
指
導

要
領
の
改
訂
で
低
学
年
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
項
目
で
あ
る

た
め
、
十
分
な
活
用
を
図
っ
て
い
き
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・「
ふ
う
ち
ゃ
ん
」
が
よ
く
て
、「
よ
っ
ち
ゃ
ん
」
が
悪
い
と
い
う

対
立
的
な
扱
い
方
は
し
な
い
。
働
く
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
に
気

付
い
て
い
く
「
よ
っ
ち
ゃ
ん
」
の
気
持
ち
の
変
化
に
、
児
童
の

気
持
ち
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
さ
せ
た
い
。 

・
大
変
な
仕
事
で
も
、
人
の
た
め
に
働
く
よ
さ
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
日
ご
ろ
よ
り
、
目
立
た
ぬ
所

で
、
み
ん
な
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
児
童
の
様
子
な
ど
を

教
師
が
把
握
し
て
お
き
、
授
業
の
中
で
紹
介
す
る
な
ど
、
活

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 井の頭池と二匹のありの名前を聞き、資料に興味をもつ。

○ 井の頭池を知っているか。 

・井の頭池を紹介し、興味・関心

をもたせる。 

２ 資料「森のごちそう」を読んで、話し合う。 

(1) どうして「あきれちゃうな、ふうちゃんは。」と思ったか。

・ 働きすぎると、つかれちゃうと思ったから。 

・ 自分はなるべく楽をした方がいいと思ったから。 

(2) よっちゃんはどんな気持ちで重いビスケットを運んでい

たのだろう。 

・ 重いな。ふうちゃんは大変だっただろうな。 

・ 頑張れば、自分にもいいことがあるかな。 

・ 自分の運んだビスケットも、みんなが喜んでくれるかな。

・ こんなに大変なのに、他人の分まで運んだふうちゃんは、

えらかったな。 

(3) ブルブルと震える手でビスケットを食べたとき、よっちゃ

んはどんな気持ちだったか。 

・ おいしい。一生懸命に働くとおいしいな。 

・ 疲れたけれど、みんなのために働いて気持ちがいいな。

・ からす君が言っていた「いいこと」はビスケットの量で

はなく、いい気持ちのことだったんだな。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ みんなのために働いて、気持ちがよかったことはある

か。 

 

・人より多く働くことが損だと

思っているよっちゃんの気持

ちに気付かせる。だれもがもつ

楽をしたい気持ちに共感させ

ながら次の発問につなげる。 

・ふうちゃんのまねをしたよっ

ちゃんの気持ちを考えさせる。

・ふうちゃんが、自分のためだけ

でなく、人のために働いていた

ことに気付かせる。 

・ビスケットの味が、昨日とは全

く違っていたことに注目させ、

損得勘定なく一生懸命に働く

気持ちよさに気付かせる。 

 

 

 

 

・ワークシートを用意する。 

・担任が把握している児童の良さ

などを紹介する。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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  小学校 低学年 
 
 

小
学
校
低
学
年 

へ
び
さ
ん 

よ
ろ
し
く
（
清
瀬
市
） 

内
容
項
目
４
―
(5) 

一 

ね
ら
い 

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

育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
子
供
た
ち
が
生
活
す
る
各
地
域
で
は
、
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
に
は
そ
の
地
域
の
人
々
の
様
々
な

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

・
本
資
料
で
は
、
清
瀬
市
の
下
宿
に
伝
わ
る
「
ふ
せ
ぎ
」
の
行
事

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
ふ
せ
ぎ
」
に
は
、
地
域
の
人
々
の
安

全
・
健
康
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
地
域
に

も
、
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ど
の
行
事
に
も
人
々
の

様
々
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
郷
土
の
伝
統

や
文
化
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
写
真
等
の
資
料
を
準
備
し
て
、
資
料
の
理
解
を
助
け
る
。 

・
自
分
た
ち
の
身
近
に
あ
っ
た
り
昔
か
ら
伝
わ
っ
た
り
し
て
い
る

行
事
を
調
べ
さ
せ
る
な
ど
、
生
活
科
の
「
地
域
」
の
単
元
と
の

関
連
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
。 

・
登
場
人
物
の｢

ぼ
く｣

に
、
児
童
が
自
分
た
ち
の
町
の
こ
と
を
知

ら
せ
て
自
慢
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
。

・
写
真
は
、
清
瀬
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
使
用
し
た
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 「ふせぎ」のへびの写真を見て何か考える。 

 

・ふせぎの写真を用意して、資料

に興味・関心をもたせる。 

２ 資料「へびさん よろしく」を読んで、話し合う。 

(1) どんな気持ちで「へびさん、よろしく」と心の中で言った

のか。 

・ いつも町を守ってくれてありがとう。  

・ みんなが病気にならないといいな。 

(2) おじいちゃんをじっと見つめているとき、「ぼく」はどん

なことを考えていたか。 

・ たいへんだなあ。 

・ あせびっしょりだ。 

・ わらであんなに大きなへびを作るなんて、すごいな。 

(3) 「ぼく」の町を自慢する気持ちを、「ぼく」になったつも

りで言ってみよう。 

・ みんなで力を合わせて、大きなへびを作るんだよ。 

・ みんなで、みんなの幸せを考えているからへびを作るん

だ。 

 

３ 自分たちの生活を振り返って話し合う。 

 ○ 自分たちが住んでいる地域に、昔からあるものにはどん

なものがあるだろう。主人公の「ぼく」に自慢しよう。 

 

 

・「ふせぎ」の活動をしている様

子の写真を見せて人々の動き

を分からせる。 

 

・大勢の人が一緒に取り組んでい

る写真を見せて、考えさせる。

 

 

 

・身振り手振りを入れ、自慢して

いる主人公の気持ちに共感さ

せて発言させる。 

 

 

 

 

・身近にあったり、昔から伝わっ

たりしている行事について考

えさせる。 

・手紙形式で自分たちのことを知

らせる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
中
学
年 

む
か
し
む
か
し
柿
の
木
坂
で
（
目
黒
区
）

内
容
項
目
２
―
(2) 

一 

ね
ら
い 

 
 

相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
進
ん
で
親
切
に
し
よ
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
目
黒
区
教
育
委
員
会
が
編
集
し
、
区
内
の
小
学
校

三
・
四
年
生
に
配
布
し
て
い
る
道
徳
郷
土
資
料
副
読
本
「
め
ぐ

ろ
の
心
」
が
出
典
で
あ
る
。 

・
目
黒
区
内
に
あ
る
柿
の
木
坂
は
、
現
在
も
地
名
と
し
て
残
っ
て

い
る
。
現
在
で
は
、
住
宅
地
が
広
が
り
、
大
き
な
幹
線
道
路
が

通
る
こ
の
土
地
が
、
昔
は
田
園
風
景
で
あ
っ
た
。 

・
困
り
果
て
た
お
じ
い
さ
ん
に
対
す
る
、
子
供
た
ち
の
思
い
や
り

の
心
が
に
じ
み
出
て
い
て
、
温
か
な
人
の
心
の
つ
な
が
り
が
感

じ
取
れ
る
資
料
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
各
発
問
で
、
お
じ
い
さ
ん
の
気
持
ち
に
共
感
で
き
る
よ
う
に
工

夫
す
る
。
「
い
た
か
っ
た
手
足
の
い
た
み
も
、
す
う
っ
と
ぬ
け

て
い
く
よ
う
な
気
が
し
て
…
…
。
」
に
着
目
し
た
補
助
発
問
を

用
意
し
て
お
き
、
人
の
心
の
温
か
さ
が
ど
の
よ
う
な
力
を
も
つ

の
か
考
え
を
深
め
さ
せ
た
い
。 

・
話
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
大
八
車
や
荷
車
等
、
児
童

に
な
じ
み
の
う
す
い
物
は
、
導
入
で
触
れ
て
お
く
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 目黒の柿の木坂での昔話であることを知り、資料へ興味を

もつ。 

○ 柿の木坂は目黒区にあることを知っているか。 

・大八車など、聞き慣れない言葉

を補足し、昔話の世界への導入

を図る。 

２ 資料「むかしむかし 柿の木坂で」を読んで、話し合う。

(1) 荷車に柿を積み込んでいるときのおじいさんは、どんなこ

とを考えていたか。 

・ たくさん売れるといいな。がんばろう。 

・ 重たいな。大丈夫かな。 

(2) めったに泣かないおじいさんが、涙をボロボロ流したの

は、どんな気持ちだったからか。 

・ せっかく実った柿が台無しになってしまった。 

・ 痛くて、悲しくてたまらない。  

・ 売り物の柿がこんなになってしまってどうしたらいいの

か分からない。 

(3) 手ぬぐいに目を当てて何度も何度もお礼を言っているお

じいさんは、どんなことを思っていたか。 

・ なんてやさしい子供たちなのだろう。心は温かいな。 

・ 助けてもらってうれしい。 

・ 体の傷も痛くなくなるなんて、人の優しさってすごい力

をもっているのだな。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 茂平や与作のように、相手の気持ちを考えて親切にした

ことはあるか。 

 

・収穫した作物を売りに行く喜び

や、仕事の大変さなど多様な思

いを考えさせる。 

 

・困り果てて泣いているおじいさ

んの気持ちがわかってこそ、親

切な行動につながるため、十分

に共感させる。 

 

 

・感謝の気持ちだけでなく「痛み

も消えた」ことに着目させ、

困っているときに親切にされ

た側は、心が温かく癒されるも

のであることを感じさせ、ねら

いとする道徳的価値について

考えさせる。 

 

・場面や対象を広げてから考えさ

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
藤
新
宿
（
新
宿
区
） 

内
容
項
目
４
―
(5)

一 

ね
ら
い 

 
 

郷
土
に
愛
着
を
も
ち
、
郷
土
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
新
宿
は
、
日
本
を
代
表
す
る
繁
華
街
・
オ
フ
ィ
ス
街
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
こ
の
新
宿
の
名
称
は
、
か
つ
て
の

甲
州
街
道
の
宿
場
町
「
内
藤
新
宿
」
に
由
来
し
て
い
る
。
江
戸

時
代
、
起
点
で
あ
る
日
本
橋
か
ら
最
初
の
宿
場
で
あ
る
高
井
戸

ま
で
の
距
離
が
長
い
た
め
、
一
六
九
八
年
、
こ
の
地
に
新
し
い

宿
場
が
設
け
ら
れ
た
。
当
時
の
信
州
高た

か

遠と
お

藩
主
で
あ
っ
た
内
藤

氏
の
屋
敷
が
あ
っ
た
た
め
、
内
藤
新
宿
と
称
し
た
。 

・
新
宿
の
町
の
成
り
立
ち
を
知
る
と
と
も
に
、
苦
労
す
る
人
々
へ

の
優
し
い
思
い
を
感
じ
取
れ
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
を
と

お
し
て
郷
土
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
さ
せ
、
郷
土
を
大
切
に

し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
高
層
ビ
ル
群
や
夜
景
の
写
真
を
提
示
し
た
り
、
簡

単
な
東
京
の
地
図
を
活
用
し
た
り
し
て
、
資
料
へ
の
興
味
・
関

心
を
高
め
る
。 

・
自
分
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
地
域
に
貢
献
し
て
い
る
人
を
想

起
さ
せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 新宿の町の現在の様子を知る。 

 ○ 新宿はどんな町ですか。 

・町の様子が分かる写真を用意す

る。新宿に行ったことがある児

童がいた場合、その様子を聞

く。 

２ 資料「内藤新宿」を読んで、話し合う。 

(1) 苦しそうなお年寄りを見たとき、喜六はどう思ったか。 

・ だいじょうぶかな。 

・ 早くよくなってほしい。 

(2) 助けられて元気になったお年寄りの話を聞いて、喜六はど

う思ったか。 

・ 元気になって本当によかった。 

・ こんなお年寄りが長い道のりを歩くのは大変だ。 

・ きっと多くの人が困っているんだろうな。 

(3) 喜六はどんな気持ちで新しい宿場をつくったのか。 

・ もう倒れる人がいないようにしたい。 

・ 高井戸まで行かなくても泊まれる所があればみんな助か

るだろう。 

・ みんなが喜んでくれるいい町にしたい。 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 自分たちが住んでいる地域で、喜六のように努力してい

る人、がんばっている人を知っているか。 

 

・旅人を思いやる喜六の気持ちを

おさえる。 

 

・日本橋・八王子・高井戸・新宿

の位置関係がわかるように、発

問の際に簡単な東京の地図を

提示して、理解を助ける。 

・困っている人を助けてあげたい

という喜六の気持ちに共感さ

せる。 

 

 

 

 

 

・昔の人にこだわらず、現在、活

躍している人も想起させる。 

４ 地域の方の話を聞く。 

 

・地域の方を招いて、郷土への思

いを話していただく。 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
中
学
年 

 

練
馬
の
名
産
品
（
練
馬
区
） 

内
容
項
目
４
―
(5)

一 

ね
ら
い 

郷
土
の
よ
さ
を
見
つ
け
、
郷
土
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心

情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
練
馬
大
根
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
全
国
に
出
荷
さ
れ
る
な

ど
、
そ
の
名
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
食
生
活
の
変
化
や

病
害
の
影
響
で
ほ
と
ん
ど
生
産
さ
れ
な
く
な
り
、
一
部
の
農
家

で
、
細
々
と
作
ら
れ
続
け
て
い
る
。
練
馬
と
い
え
ば
大
根
、
と

い
う
ほ
ど
有
名
な
名
産
物
に
対
す
る
郷
土
の
人
の
誇
り
を
考

え
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
土
へ
の
愛
着
を
も
た
せ
た

い
。 

・
中
学
年
で
は
、
社
会
科
の
学
習
で
地
域
を
取
り
扱
う
こ
と
も
あ

り
、
興
味
の
対
象
が
地
域
に
広
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
と
ら

え
、
郷
土
の
よ
さ
を
見
つ
け
、
大
切
に
す
る
心
情
を
育
て
る
と

と
も
に
、
自
分
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
地
域
の
写
真
を
用
意
す
る
な
ど
し
て
、
児
童
が
自

分
た
ち
の
郷
土
を
具
体
的
に
想
起
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

・
展
開
で
は
、
ま
ゆ
子
が
農
園
の
手
伝
い
を
す
る
場
面
で
、
自
然

愛
や
生
命
尊
重
に
か
か
わ
る
発
言
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
補
助
発
問
や
問
い
返
し
を
し
て
、
ま
ゆ
子
の
大
根
に

対
す
る
関
心
が
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
た

い
。 

学習活動 指導上の留意点 
１ 自分が住んでいる地域の写真などを見ながら、思ったこ

と、考えたことを発表する。 
・自分たちの住んでいる地域に関

心をもち、そのよさに気付くこ

とができるようにする。 
２ 資料「練馬の名産品」を読んで、話し合う。 

(1) お父さんに「練馬大根を作ってみようか。」と誘われたと

き、まゆ子はどんな気持ちだったか。 

・ なんで「練馬」ってついているんだろう。 

・ スーパーで売っている大根でいいのに。 

(2) 自分でぬいた練馬大根を見ながら、まゆ子はどんなことを

思ったか。 

・ 大きいなあ。りっぱだなあ。大きく育ってうれしいなあ。

・ 昔の人もこんなにたいへんだったのかなあ。 

(3) まゆ子は友達にどんなことを話すのだろうか。 

・ 練馬大根を作るのは大変だけど、農家の人たちはがん

ばっているんだよ。 

・ 学校でも作れたらいいね。 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 
○ 自分たちの地域のよさを大切にするためには、どんなこ

とができるだろう。 
・ 自分から色々なところに行ったり、見てみたりする。 

・ この地域に今あるものを大切にする。 

・ 役所の人や地域の人たちに話をきく。 

 
・自分の住んでいる地域のことで

も知らないことが多いことに

気付かせる。 
 
・育ててきた喜びや地元の名産品

を初めて見た気持ちだけでな

く、名産品を守ろうとする人々

とその努力についても考えさ

せたい。 
・主人公の地域への興味・関心や、

地元のものを大切にしたいと

いう気持ちの高まりをおさえ

る。 
 
・導入で出されたことを振り返

り、さらに広げて、自分の思い

を出させる。 
・自分たちの地域のよさを知り、

大切にするためにできること

を考えることで、自分から地域

の人々や行事に積極的にかか

わろうとする意欲を育てたい。

４ 教師の説話を聞く。 
 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
中
学
年 

 

わ
き
水
の
町 

東
久
留
米
（
東
久
留
米
市
）

内
容
項
目
４
―
(5)

一 

ね
ら
い 

郷
土
に
親
し
み
、
郷
土
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育

て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
南
沢
湧
水
群
は
、
東
京
都
の
緑
地
保
全
地
域
に
指
定
さ
れ
る
と

と
も
に
、
東
京
都
で
唯
一
、
環
境
省
の
「
平
成
の
名
水
百
選
」

に
も
選
ば
れ
て
い
る
。
都
内
で
は
最
大
量
の
湧
水
量
で
あ
る
。

郷
土
の
自
然
の
よ
さ
を
知
り
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い
、
と
思

う
み
な
子
の
気
持
ち
を
と
お
し
て
、
児
童
に
自
分
た
ち
の
地
域

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

・
中
学
年
で
は
、
児
童
の
行
動
範
囲
が
広
く
な
り
、
地
域
で
の
活

動
も
活
発
に
な
っ
て
く
る
。
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
を
再
認

識
さ
せ
、
自
然
や
文
化
、
伝
統
の
よ
さ
に
気
付
か
せ
、
そ
れ
を

守
り
続
け
る
こ
と
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る

心
情
を
育
て
て
い
き
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
写
真
を
用
意
す
る
な
ど
し
て
、
児
童
が
、
わ
き
水

を
初
め
て
見
た
み
な
子
に
共
感
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
。 

・
展
開
で
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
さ

せ
る
た
め
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
利
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
地
域
の
た
め
に
児
童
が
す
で
に
行
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
意
欲
も
大
切
に
し

た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ きれいな水の流れの写真を見て、感じたことを発表する。 ・写真を利用して、資料の登場人

物に共感しやすくする。 

２ 資料「わき水の町 東久留米」を読んで、話し合う。 

(1) おじいちゃんから南沢のわき水の話を聞いたとき、みな子

はどんなことを考えたか。 

・ わき水なんてすごいな。友だちにも教えてあげたい。 

・ こんなすごいところが自分の住んでいる町にあるんだ。

(2) 実際に水をさわったみな子は、どんな気持ちになったか。

・ 気持ちがいい。きれいな川でうれしい。 

・ こんなきれいな川が、自分たちの町にあってよかった。

(3) 川のまわりを見たり、おじいちゃんに市民の取組などを聞

いたりしてからもう一度水をすくったみな子は、どんなこと

を考えてにっこりとしたのだろう。 

・ みんなが大事にしているからきれいなんだな。 

・ わたしたちも汚さないように気を付けていこう。 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 自分たちの地域のよさや自慢したいことは何か。また、

大切にするためにやっていること、これからやりたいこと

はあるか。 

・ 大きな公園がある。ボランティア清掃でゴミ拾いをし

た。 

・ お祭りがたくさんある。山車をひくのに参加した。 

 

・みな子の驚きと喜びに共感でき

るようにする。 

 

 

・もう一度本文を読み、両手で

そっと水をすくったみな子の

行為に着目させるようにする。

・郷土のものを大切にしたいとい

う気持ちや自分も大切にして

いこうという意欲の高まりを

おさえる。 

 

 

 

・自然に限らず、文化や伝統にも

広げられるようにしたい。 

・自分たちの地域のよさを大切に

するためには、自分から地域の

人々や行事に積極的にかかわ

ることが大切であることを考

えさせたい。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
日
本
の
相
撲
は
、
伝
統
と
格
式
を
重
ん
じ
た
国
技
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
本
資
料
で
は
、
歴
史
的
に
有
名
な
力
士
に
つ
い

て
ふ
れ
な
が
ら
、
相
撲
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
と
お
し

て
、
わ
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
親
し
み
、
国
を
愛
す
る
心
情
を

育
て
た
い
。 

・
世
界
に
貢
献
す
る
者
と
し
て
自
ら
の
国
や
郷
土
の
伝
統
・
文
化

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ら
を
尊
重
す
る
態
度
を
身
に

付
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

 

・
実
際
の
大
相
撲
の
場
面
を
Ｖ
Ｔ
Ｒ
に
と
り
、
導
入
で
活
用
し
、

資
料
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
資
料
中
の
、

主
人
公
が
相
撲
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る
場
面
で
も
、
そ
れ
に

関
連
付
け
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
相
撲
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
、
財
団
法
人
日
本
相
撲
協
会
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
等
が
利
用
で
き
る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 大相撲のＶＴＲを見て、話し合う 

 ○ すもうをテレビで見たり、実際に見に行ったりしたこと

はあるか。 

・大相撲のＶＴＲを用意する。 

２ 資料「日本の国ぎ」を読んで、話し合う。 

(1) おじいちゃんから力士のお墓があるんだよと言われたと

き、たくやはどんな気持ちだったか。 

・ 力士のお墓があるなんて知らなかった。 

・ どんな力士だったのかな。 

(2) おじいちゃんから「雷電」についての話をきいたとき、た

くやはどんなことを思ったか。 

・ 雷電はとても強かったんだね。すごいなあ。 

・ 雷電はみんなに人気があったんだね。 

 

(3) たくやは、どんな気持ちで相撲のことを調べるだろうか。

・ すもうって、おもしろそうだな。 

・ こんなにもすごい相撲のことを調べて、みんなに教えた

いな。 

 

３ 日本の伝統や文化について話し合う。 

○ 日本らしいものや行事の中で、どんなものが好きか。 

 なぜ好きなのか。 

 

・「力士」などの言葉について説

明をしておく。 

・当時の相撲の最高位は大関で、

現在の「横綱」は無かったこと

を、児童の実態に応じて伝え

る。 

・昔から相撲は人々に愛されてき

たことをおさえる。 

 

・発問(1)(2)を踏まえ、相撲に対

して興味・関心が高まってきた

たくやに十分に共感させる。 

 
 
 
・どんなところが好きなのかな

ど、発表させる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・日本の伝統と文化に関する話を

する。 
 

 

四 

展
開
例

小
学
校
中
学
年 

日
本
の
国こ

く

ぎ
（
港
区
） 内

容
項
目
４
―
(6)

一 

ね
ら
い 

 
 

我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
親
し
み
、
国
を
愛
す
る
心
情
を
育

て
る
。 
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小
学
校
高
学
年 

 

オ
オ
タ
カ
の
す
む
里
（
町
田
市
） 

内
容
項
目
３
―
(2)

一 

ね
ら
い 

 
 

自
然
の
偉
大
さ
を
知
り
、
自
然
環
境
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
多
摩
丘
陵
で
多
く
見
ら
れ
る
林
は
、
人
が
手
を
入
れ
て
維
持
し

て
き
た
「
雑
木
林
」
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
維
持
が
難
し

く
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
川
の
流
れ
に
刻
ま
れ
る
丘
陵
は
多
く

の
「
谷
戸
」
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
谷
底
に
は
、
「
谷
戸
田
」

と
い
わ
れ
る
田
ん
ぼ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
急
速
に

消
え
つ
つ
あ
る
。 

・
本
資
料
で
は
、
町
田
市
北
部
に
広
が
る
東
京
都
指
定
の
図
師
小

野
路
歴
史
環
境
保
全
地
域
で
、
地
元
農
家
で
構
成
さ
れ
る
組
合

が
、
昔
な
が
ら
の
手
法
を
用
い
て
管
理
し
、
多
様
な
生
き
物
を

守
っ
て
い
る
様
子
を
と
お
し
て
、
人
々
の
生
活
と
と
も
に
あ
る

自
然
の
偉
大
さ
と
そ
の
自
然
を
保
護
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
オ
オ
タ
カ
の
写
真
を
提
示
し
、
資
料
へ
の
興
味
を

も
た
せ
る
の
も
よ
い
。 

・
自
分
を
振
り
返
る
活
動
で
は
、
時
間
を
十
分
と
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
書
か
せ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 自然っていいなと思った経験について話し合う。 

○ 自然っていいなと思ったことはあるか。 

・ねらいとする道徳的価値への方

向付けをする。 

２ 資料「オオタカのすむ里」を読んで、話し合う。 

(1) ドジョウをつかまえようとして先生に注意されたとき、ぼ

くはどんな気持ちだったか。 

・ 何で逃がさなくてはいけないんだ。 

・ せっかくつかまえたのに残念だな。 

(2) 「ドキッとした」ときの「ぼく」の気持ちはどんなだった

か。 

・ ドジョウをとろうとしてしまったことは恥ずかしいな。

・ 自分のしたことはいけなかったな。 

・ オオタカに何かする人がいるかもしれない。そんなこと

にならないようにしないと。 

(3) 大きな羽を広げ空を舞うオオタカの姿を見ながら、ぼくは

どんなことを考えたか。 

・ オオタカがいるこの自然を大事にしていきたい。 

・ いつまでも、この自然が残っていてほしい。 

・ 自分も何かできることをやっていきたい。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 今までに自然を大切にしたり、大切にできなかったりし

たことはあるか。 

 

・とってはいけない生き物とは知

らずに、とってしまった「ぼく」

の気持ちに共感させる。 

 

・生き物を大切にできなかった

「ぼく」の気持ちや、生き物を

守っていこうとする気持ちに

共感させる。 

 

 

・自然環境を守るための多様な感

じ方や考え方を引き出せるよ

うにする。 

 

 

 

 

・今までの自分自身を振り返り、

自然を大切にできた自分やで

きなかった自分に気付かせる。

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
高
学
年 

お
も
う
わ
よ
（
青
ヶ
島
村
） 

内
容
項
目
４
―
(3)

一 

ね
ら
い 

 
 

身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、

協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
心
情
を
育
て

る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
青
ヶ
島
村
立
青
ヶ
島
小
学
校
・
中
学
校
で
は
、
全
校
の
児
童
・

生
徒
数
が
少
な
い
た
め
、
学
校
で
行
わ
れ
る
行
事
の
ほ
と
ん
ど

が
小
学
校
・
中
学
校
合
同
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中

学
三
年
生
は
様
々
な
行
事
で
学
校
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
す

る
。
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
小
学
生
も
学

年
が
上
が
る
に
し
た
が
っ
て
、
段
々
と
意
識
が
変
わ
っ
て
い

く
。
こ
の
こ
と
を
と
お
し
て
、
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、

自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
そ

う
と
す
る
心
情
を
育
て
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

 

・
青
ヶ
島
の
写
真
を
準
備
し
て
、
資
料
の
理
解
を
助
け
る
。 

・
主
人
公
の
姉
に
対
す
る
気
持
ち
や
決
意
を
共
感
的
に
考
え
さ
せ

る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 青ヶ島の写真を見て、島について知る。 

○ 青ヶ島の環住の歴史を知る。 

 

・青ヶ島の環住の歴史にふれる。

２ 資料「おもうわよ」を読んで、話し合う。 

(1) わたしは、姉の学校での様子を思い出して、どんなことを

考えたか。 

・ なんでもやってすごいな。 

・ みんなのために頑張っているな。 

(2) わたしは、姉のささやいた言葉「父さんや母さんをたのむ

ね。学校のみんなのこともたのむね。」を聞いたとき、どん

なことを考えたか。 

・ わかったよ。でも、何すればいいの？ 

・ 姉さんみたいになれるかな。不安だけどがんばろう。 

(3) わたしが「がんばらなきゃ。」と思い直したとき、どんな

ことを考えたか。 

・ まかせて、安心して。 

・ 姉さんのかわりになれるようにがんばらなきゃ。 

 

３ 自分たちの生活を振り返って話し合う。 

○ 自分たちの周りにある自分たちができる仕事にはどん

なものがあるか。どのようにかかわってきたか。また、中

学校には、どのような仕事があると思うか。 

 

・姉の役割の大変さ、仕事の多さ

に気付かせる。 

 

 

・姉と主人公の動作化をとおし

て、姉の気持ちに気付かせると

ともに、それに対する主人公の

気持ちを考えさせる。 

・姉の言葉に決意する主人公の気

持ちに共感させる。 

 

 

 

 

 

・身近な集団に進んで参加し、自

分の役割を自覚し、協力して主

体的に責任を果たそうとする

心情を育てるようにする。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
高
学
年 

よ
み
が
え
れ 

ふ
る
さ
と
三
宅
島
（
三
宅
村
）

内
容
項
目
４
―
(7)

一 

ね
ら
い 

郷
土
や
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
、
先
人
の
努
力

 

を
知
り
、
郷
土
を
愛
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
で
は
、
三
宅
島(

雄
山)

の
噴
火
活
動
に
よ
っ
て
全
島
避

難
と
な
り
、
ふ
る
さ
と
を
四
年
半
の
間
離
れ
た
島
民
同
士
が
、

心
の
絆
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
帰
島
を
果
た
す
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
島
民
同
士
が
支
え
合
い
な
が
ら
、

三
宅
島
の
自
然
や
文
化
、
伝
統
を
守
り
続
け
て
き
た
強
い
意
志

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
写
真
等
の
資
料
を
準
備
し
て
、
資
料
の
理
解
を
助
け
る
。 

・
主
人
公
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
三
宅
島
に
対
す
る
心
の
変
化
と
成

長
を
共
感
的
に
考
え
さ
せ
る
。 

・
噴
火
活
動
は
、
三
宅
島
の
自
然
と
人
間
が
共
存
す
る
上
で
避
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
困
難
を
乗

り
越
え
な
が
ら
、
島
に
住
む
人
々
が
助
け
合
い
、
支
え
合
う
こ

と
で
、
ふ
る
さ
と
三
宅
島
を
愛
す
る
心
と
絆
が
強
く
な
っ
て
き

た
こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
。
ま
た
、
児
童
が
自
分
た
ち
の
地
域

に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
ど
ん
な
思
い

を
も
っ
て
い
る
の
か
を
振
り
返
ら
せ
た
い
。 

・
三
宅
島
の
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
三
宅

島
が
豊
か
に
よ
み
が
え
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
さ
せ
た
い
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ 三宅島の噴火の様子を写真やＶＴＲ等で見る。 

 ○ 全島避難の様子を知る。 

・当時の三宅島の噴火の様子を見

ながら自分の感想をもたせる。

２ 資料「よみがえれ ふるさと三宅島」を読んで、話し合う。

(1) 避難先の学校へ転校して避難生活が始まったとき、「ぼく」

はどんな気持ちだったか。 

・ 悲しく不安だ。三宅島の家や学校が心配でたまらない。

 

(2) ６年生として三宅島の学校へ戻ることができたとき、「ぼ

く」はどんな気持ちだったか。 

・ あきらめないでよかった。帰れてうれしい。 

・ これからの島での生活が不安だ。 

 (3) 太鼓の練習に参加させてもらいながら、「ぼく」はどんな

ことを考えていたか。 

・ 太鼓をたたくと元気が出てくるようだ。 

・ ぼくも太鼓を守りたい。 

(4) 「それが島人魂って言うんだよ。」と父に言ったとき、「ぼ

く」はどんな気持ちだったか。 

・ ぼくも三宅島の人と島のことを一緒に考えていきたい。

・ 三宅島の自慢は、島人だましい。心の絆だ。 

 

３ 自分たちの生活を振り返って話し合う。 

○ 自分たちが、地域の中で大切にしてきた自然、文化、人

とのつながりや伝統、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。 

 

・全島避難の怖さや避難生活の不

安をもちながらも、早く帰りた

いと思う気持ちを想像できる

ようにする。 

・長い間帰りたいと願っていたこ

とがやっと現実になった喜び

と、島での新しい生活の不安に

気付かせる。 

・「ぼく」が三宅島の人々と触れ

合う中で、島のことをもっと知

りたいと思うように心が変化

していくことに気付かせる。 

・三宅島に一層の愛着をもつよう

になってきた気持ちを、共感的

にとらえさせる。 

・三宅島の学校のホームページを

見せて、現状を確認させる。 

 

・それら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 

小
金
井
桜
（
小
金
井
市
） 内

容
項
目
４
―
(7)

一 

ね
ら
い 

 

郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
し
、
先
人
の
努
力

を
知
り
、
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
桜
は
、
日
本
を
代
表
す
る
花
で
あ
り
、
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
。

中
で
も
、
小
金
井
桜
は
、
江
戸
時
代
に
は
著
名
な
文
人
達
が
こ

ぞ
っ
て
花
見
に
訪
れ
た
ほ
ど
、
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
。
古
来

よ
り
、
人
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
桜
を
題
材
に
、
そ
の
美
し

さ
を
文
芸
作
品
に
残
し
た
文
人
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
で
、

日
本
の
豊
か
な
自
然
に
親
し
む
心
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
と
お
し
て
、
郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
大

切
に
し
、
先
人
の
努
力
を
知
り
、
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
情
を

育
て
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

 

・
小
金
井
桜
や
文
芸
作
品
の
写
真
等
を
準
備
し
て
資
料
の
理
解
を

助
け
る
。 

・
小
金
井
市
教
育
委
員
会
発
行
「
名
勝
小
金
井
桜
絵
巻
」
を
資
料

と
し
て
利
用
で
き
る
。 

・
歌
川
広
重
ら
が
残
し
た
文
芸
作
品
の
美
し
さ
に
触
れ
さ
せ
る
と

と
も
に
、
小
金
井
桜
を
愛
し
た
文
人
た
ち
の
気
持
ち
を
考
え
さ

せ
た
り
、
日
本
人
独
特
の
自
然
を
愛
す
る
心
に
触
れ
さ
せ
た
り

す
る
。 

学習活動 指導上の留意点 

１ お花見に行った体験を話し合う。 

 ○ お花見で桜を見たとき、どんなことを感じましたか。 

・満開の桜の様子などの写真があ

れば、提示して資料への導入と

する。 

２ 資料「小金井桜」を読んで、話し合う。 

(1) 家族で花見に行き、「ぼく」はどんな気持ちで桜を見上げ

たり、お父さんの話を聞いたりしていたのだろうか。 

・ いい気分だな。 

・ 桜見と言わないのは、なぜだろう。 

・ 江戸時代の人たちも花見を楽しんだのだろうか。 

(2) 家に帰り、お父さんから小金井桜についての話を聞きなが

ら、「ぼく」はどんなことを考えただろうか。 

・ 小金井桜は、とてもきれいだなあ。 

・ 歌川広重の作品はきれいだなあ。 

・ たくさんの人々が桜の美しさを楽しんだのだなあ。 

(3) お父さんから教えてもらった古木の桜を、「ぼく」はどん

な気持ちで見上げていたのだろうか。 

・ 昔の人も、ぼくと同じように桜が好きだったのかなあ。

・ 小金井桜のことを自慢できそうだな。 

・ いつまでも小金井桜が絶えないように守っていきたい。

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

○ 自分の住んでいる地域のよいところは、どんなところ

か。 

 

・疑問をもったり、驚いたりする

「ぼく」の気持ちに共感させ

る。 

 

 

・当時の文人たちの作品の美しさ

を味わわせるとともに、小金井

桜の美しさを文芸作品に残し

た気持ちについても考えさせ

る。 

・小金井桜は郷土のよさの一つで

あり、人々の誇りでもあること

に気付かせる。 

・現在でも、小金井桜の保護のた

めに尽力する人々がいること

を知らせる。 

 

・自分が住む郷土のよさを引き出

せるようにする。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

 

四 

展
開
例
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小
学
校
高
学
年 

だ
る
ま
さ
ん 

だ
る
ま
さ
ん
（
西
多
摩
郡
瑞
穂
町
）

内
容
項
目
４
―
(7)

一 

ね
ら
い 

我
が
国
の
伝
統
や
文
化
に
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
を
大
切
に
し

て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
瑞
穂
町
に
住
む
だ
る
ま
職
人
と
そ
の
御
家
族
か
ら
取
材
し
て
、

本
資
料
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
瑞
穂
町
で
作
ら
れ
る
「
東

京
だ
る
ま
」
は
、
瑞
穂
町
近
く
の
だ
る
ま
市
だ
け
で
な
く
、
調

布
市
深
大
寺
の
だ
る
ま
市
等
、
東
京
の
様
々
な
市
に
並
ぶ
。 

・
日
本
人
は
、
健
康
、
家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
、
合
格
祈
願
等
を

願
っ
て
、
だ
る
ま
、
招
き
猫
、
熊
手
、
七
福
神
な
ど
の
縁
起
の

よ
い
も
の
を
大
切
に
し
て
き
た
。
内
野
さ
ん
の
よ
う
な
職
人
の

生
き
方
を
と
お
し
て
、
伝
統
・
文
化
の
よ
さ
を
感
じ
と
り
、
心

豊
か
に
生
き
て
い
く
東
京
の
子
供
た
ち
を
育
て
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
日
本
ら
し
い
よ
さ
が
他
に
も
様
々
あ
る
こ
と
に
気
付

き
、
そ
の
よ
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
指
導
す
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ だるまを見た場面や場所を思い出す。 

○ だるまを見たことがあるか。 

・だるまやだるまの絵などを提示

し、資料への興味を高める。 

２ 資料「だるまさん だるまさん」を読んで、話し合う。 

(1) カナダでだるまを見たとき、ご主人はどんな気持ちだった

か。 

・ こんなところで出会えるとは、思っていなかった。 

・ 自分も作っているだるまが、カナダにもありうれしい。

・ 日本の文化が、外国でも喜ばれているなんてうれしい。

(2) なぜ宝石のような思い出になったのか。 

・ だるまを愛してくれる人がいることを知ったから。 

・ だるまが人の心のよりどころになるものだったから。 

・ 父親の仕事の素晴らしさを知り、誇りに思ったから。 

・ 初めて家の仕事のよさについて考えたから。 

(3) 息子さんは、どんな気持ちでだるま作りに打ち込んでいる

のだろう。 

・ 喜んでくれる人たちのために、心を込めている。 

・ 「だるまがほしい」と言われるのはうれしい。 

・ 日本の伝統的な文化がこれからも大切にされるといい。

 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 昔から変わらぬ、日本らしいよさや日本人が大切にして

いる心には、どんなものがあると思うか。 

 

・思いもよらず、自分が受け継い

でいる日本文化に触れた喜び

を考えさせる。 

 

 

・だるまのよさやだるま作りに携

わる素晴らしさに初めて気付

き、お客さんと触れ合う喜びを

感じる息子さんの気持ちに気

付かせる。 

・伝統的な物作りに携わる人の喜

びや思いを発問(2) の話し合

いをもとに考えさせる。 

 

 

 

 

・伝統的に受け継がれている日本

の心が他にも様々あることに

気付き、そのよさを感じられる

ようにする。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

 

四 

展
開
例
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中
学
校 

小
石
川
上
水
を
つ
く
っ
た
人
―
大
久
保
藤
五
郎
（
文
京
区
） 

内
容
項
目
１
―
(4) 

一 

ね
ら
い 

 

理
想
の
実
現
を
目
指
し
て
、
積
極
的
な
生
き
方
を
追
い
求
め

る
態
度
を
育
て
る
。 

 二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
私
た
ち
に
と
っ
て
、
現
在
、
水
は
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
、

豊
富
に
得
ら
れ
、
安
心
し
て
飲
む
こ
と
も
で
き
る
。
本
資
料
は
、

身
近
に
あ
る
水
を
と
お
し
て
先
人
の
生
き
方
に
興
味
・
関
心
を

も
つ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
目
的
や
目
標
を
も
ち
、
よ
り

よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

・
江
戸
時
代
の
初
期
に
、
現
在
の
東
京
の
水
道
の
基
と
な
っ
た
小

石
川
上
水
を
作
り
上
げ
た
大
久
保
藤
五
郎
の
生
涯
を
と
お
し

て
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
や
目
標
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
理
想

の
実
現
を
目
指
し
て
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
た

い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
大
久
保
藤
五
郎
の
誠
実
な
生
き
方
を
共
感
的
に
追
求
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
よ
り
よ
く
生
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
育

て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

・
井
の
頭
池
（
井
の
頭
公
園
）
か
ら
の
小
石
川
上
水
の
図
や
関
口

大
洗
堰
（
江
戸
川
公
園
内
ミ
ニ
チ
ュ
ア
）
の
写
真
な
ど
を
使
っ

て
、
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
と
よ
い
。 

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 生活の中の水について考える。 

 ○ 水は何に使われているか発表する。 

・水が無造作に使われていること

に気付かせながら、資料への興

味・関心を高める。 

２ 資料「小石川上水をつくった人」を読んで、話し合う。 

(1) 大久保藤五郎は、どのような思いからお菓子を作りあげた

のだろう。 

・ 好きな菓子づくりに専念したから。 

・ 武功以外の生き方を見つけたから。 

(2) 大久保藤五郎はどのような気持ちから小石川上水を作り

あげることができたのだろうか。 

・ 江戸の人たちに清涼な飲料水を飲ませたいという強い思

い。 

・ 自分は武功では十分な貢献ができないが、上水を作るこ

とで多くの人々の役に立ちたいという願い。 

(3) 明雄はどのような気持ちで、「僕にもできることから始め

ていこう。」と思ったのか。 

・ 藤五郎さんみたいに大きなことはできなくても、自分な

りにできることがある。 

 

３ 理想を実現するために必要なことについて考える。 

・ 自分のためだけでなく、人の役に立ちたいという気持ち。

・ 自分自身に正直に生きるということ。うそのない生き方

を追求すること。 

 

・武士としての働きが十分できな

くなった藤五郎の絶望感と武

功以外の道を見つけた態度に

気付かせる。 

・初めての事業がいかに大変なこ

とであるが、藤五郎がなぜやり

抜くことができたか考えさせ

たい。 

 

・生徒自身にも理想の実現を目指

す生き方の大切さに気付かせ

る。 

 

 

 

 

・自らの人生を切り拓いていこう

とする積極性と力強さが必要で

あることを考えさせる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・自己の人生を切り拓くことのす

ばらしさを教師自身の経験を

踏まえて話す。 

 

四 

展
開
例
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中
学
校 

大
き
さ
と
や
さ
し
さ
（
足
立
区
） 

内
容
項
目
２
―
(5) 

一 

ね
ら
い 

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
立
場
を
尊
重
し
、
互
い
に
学
び
合
お
う

と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
炎
天
寺
は
、
足
立
区
六
月
に
あ
る
寺
で
、
一
〇
五
六
年
、
源
頼

義
と
義
家
父
子
が
奥
州
安
倍
氏
征
討
に
勝
利
し
た
際
に
建
立

さ
れ
た
。
一
茶
祭
り
で
は
、
「
蝉
泣
く
や
六
月
村
の
炎
天
寺
」

の
句
を
詠
ん
だ
俳
人
小
林
一
茶
に
ち
な
ん
で
、
毎
年
秋
、
全
国

小
中
学
生
俳
句
大
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

・
本
資
料
は
、
俳
句
大
会
に
応
募
し
た
中
学
生
が
、
自
分
の
自
信

作
が
落
選
し
、
級
友
が
自
分
の
句
の
よ
さ
を
理
解
し
て
く
れ
て

い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
級
友
の
句
の
よ
さ
を
理
解
し
よ
う

と
努
め
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
は
、
一
茶
祭
り
に
落
選
し
た
主
人
公
の
視
点
で
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
、
「
お
互
い
の
よ
さ
を
学
び
合
お

う
」
と
す
る
気
持
ち
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
い
。 

・
「
心
の
ノ
ー
ト
」
を
活
用
し
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
さ

せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 小林一茶の句にふれる。 

○ 「やせ蛙 負けるな一茶 ここにあり」の感想を話し合う。

・一茶の句について説明し、資料

への導入を図る。 

２ 資料「大きさとやさしさ」を読んで、話し合う。 

(1)  乾物屋のおばさんに村上君の句のことを話しているとき、

裕美はどんな気持ちだったのだろうか。 

・ 自分の句が選ばれない理不尽さを分かって欲しい。 

・ わたしには、村上君の句のよさが全然分からない。 

(2)  村上君に「『秋の陽に』ってきれいだよね。」と言われた

とき、どうして裕美は言葉が出なかったのだろうか。 

・ 村上君が自分の句をほめてくれたので驚いた。 

・ 自分は、村上君の句のよさを考えようともしていなかっ

たのに、村上君は意外にもほめてくれた。 

(3)  裕美が自然に笑顔を返すことができたのは、どんな気持

ちからだろうか。 

・ 村上君の句のよさを、自分なりに伝えることができて

ほっとしている。 

・ お互いによさを認め合うことができてうれしい。 

・ これからもお互いにいい句を作っていこう。 

 

３ 個性や立場を尊重することについて考える。 

○ 自身の経験を振り返り気付いたり、なるほどと思った

り、これを生かそうと考えたりしたことがありますか。 

 

・村上君の句のよさを分かろうと

しない裕美の気持ちを共感的

に追求させることによって、学

び合う姿勢を忘れがちな自分

自身の心に気付かせる。 

・自分の句のよさを村上君が理解

してくれているのに驚くとと

もに、自分と村上君との違いを

考え始めた裕美の気持ちに気

付かせたい。 

・互いを理解し、認め合い、学ぼ

うとする気持ちをもつことが

できた喜びを追求させる。 

 

 

 

 

・「心のノート」２－（５）該当

ページを読んで、自分の思いを

記入させる。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・互いに学び合うことの大切さを

教師自らの体験を交えて話す。

 

四 

展
開
例



 112

ｘ   
 

中
学
校 

浅せ
ん

間げ
ん

山や
ま

の
魅
力
（
府
中
市
） 

内
容
項
目
３
❘
(2)

一 

ね
ら
い 

 

人
間
が
自
然
と
共
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
自
然
を

大
切
に
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
浅
間
山
は
、
府
中
市
に
あ
る
標
高
約
八
十
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ

る
。
市
民
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
が
、
浅
間
山
に
関
わ

る
歴
史
的
な
事
象
や
、
浅
間
山
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
す
ば

ら
し
い
景
観
な
ど
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

浅
間
山
の
す
ば
ら
し
さ
を
と
お
し
て
、
美
し
い
も
の
に
感
動
す

る
豊
か
な
心
を
育
て
た
い
。 

・
人
間
が
生
き
て
い
け
る
の
は
、
自
然
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
た

め
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対

す
る
畏
敬
の
念
の
指
導
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
身
近
な
自
然
は
た
だ
放
置
し
て
保
た
れ
る
の
で
は
な
く
、
管
理

保
全
に
従
事
す
る
多
く
の
人
々
の
努
力
に
よ
る
こ
と
が
大
き

い
こ
と
に
着
目
さ
せ
た
い
。 

・
浅
間
山
を
知
ら
な
い
生
徒
や
行
っ
た
こ
と
の
な
い
生
徒
に
対
し

て
は
、
身
近
に
あ
る
自
然
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
し
た
い
。 

・
自
然
愛
護
に
つ
い
て
、
自
分
に
も
で
き
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る

と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
自
然
と
の
共
生
の
大
切
さ
を
考
え

る
き
っ
か
け
と
し
た
い
。 

・
「
豊
か
な
自
然
」
に
か
か
わ
る
視
聴
覚
教
材
を
活
用
し
、
生
徒

の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 自然について話し合う。 

 ○「豊かな自然」とはどんなことでしょう。 

 

・自然が豊かな場所を連想させ、

本時の学習への導入を図る。 

２ 資料「浅間山の魅力」を読んで、話し合う。 

(1) 健太と康太が深呼吸をして元気になったのは、なぜか。 

・ 空気がきれいだから。 

・ 浅間山に自然がたくさん残っているから。 

(2) 浅間山自然保護会の会長さんたちが言う、浅間山の自然を

豊かに保つということはどんなことだろう。 

・ 自然のバランスをうまく保つということ。 

・ 生き物の特性に合わせて、人間が守り育てること。 

(3) お父さんの話が二人の心にスッと入ったのは、なぜか。 

・ 人間には、自然が大切だということが分かったから。 

・ 改めて浅間山の素晴らしさを感じることができたから。

 

３ 人間は自然に対し、どんな思いをもつことが大切かを考え

る。 

・ 自然と共に生きていることを自覚して自然を守っていこ

うとする思い。 

・ 自然の恵みによって人間が生きていることを自覚し、自

然を利用するだけではなく共生していこうとする思い。 

 

・浅間山のよさが十分に想像でき

るようにする。 

 

・自然界の調和について気付かせ

る。 

 

 

・二人と同様に自然が素晴らしい

という感覚について、十分に共

感させたい。 

 

 

 

・自然と共に生きることや、人間

は自然の中で生かされている

ことについて、十分に考えさせ

たい。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・自然と共生する大切さを話す。

・自然の偉大さを感じる視聴覚教

材を用いてもよい。 

四 

展
開
例
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中
学
校 

花
火
大
会
（
多
摩
市
） 

内
容
項
目
４
―
(2)

一 

ね
ら
い 

 

自
分
が
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
深
め
、
互
い

に
協
力
し
、
よ
り
よ
い
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

育
て
る
。 

 二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
で
は
、
主
人
公
の
直
子
が
初
め
て
体
験
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
共
感
さ
せ
な
が
ら
、
生
徒
が
自
ら
を
振
り
返

り
、
他
の
人
々
と
の
協
力
や
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
た
い
。 

・「
せ
い
せ
き
多
摩
川
花
火
大
会
」
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
行

委
員
を
中
心
と
し
て
、
多
く
の
市
民
が
協
力
し
て
行
う
花
火

大
会
で
あ
る
。
陰
で
支
え
る
多
く
の
人
た
ち
の
お
か
げ
で
花

火
大
会
の
成
功
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
中
学
生
に
な
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
嫌
う
気
持
ち
と

同
時
に
、
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
自
分
も
役

に
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
芽
生
え
て
く
る
。
主
人
公
の

気
持
ち
の
変
化
を
共
感
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い

社
会
の
実
現
を
求
め
る
態
度
を
養
い
た
い
。 

・
地
域
社
会
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る

方
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
に
招
い
て
も
よ
い
。 

 
 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 自分たちの地域の行事や自慢できることについて想起す

る。 
○ 住んでいる地域には、どのような行事や自慢できること

があるか。 

・キャンプ、バザー、花火大会、

映画鑑賞会、どんど焼きなど、

生徒から自由な意見がでるよ

うにする。 
２ 資料「花火大会」を読んで、話し合う。 

(1)「先輩たちがかっこよく思え、わたしの心は揺れた。」とあ

るが、わたしの心が揺れたのはなぜか。 

・大変そうだが自分にもできるかもしれないと思ったから。

・あこがれの先輩たちが参加してよかったと言うのを聞い

て、かっこいいと思ったから。 

(2)花火大会がボランティアの実行委員で運営されていると聞

いて、直子はどう思ったか。 

・花火大会後に会場周辺がきれいになっていたのは、ボラン

ティアの人たちのおかげだったんだ。 

(3)「この活動を通して、わたしの中に今までなかった気持ち

が芽生えてきた。」とあるが、それはどのような気持ちか。 

・中学生の自分でも、役に立ててうれしい。これからも地域

の活動に参加したい。 

・いろいろな人たちと力を合わせてすることの大切さを学ん

だ。 

 

３ よりよい地域社会を実現するために、自分は何ができるか

について考える。 

○ 地域のためにどのようなことができるか。また、「ちょっ

としたボランティア」ではどのようなことができるか。 

 

・ボランティア活動の意義につい

て表面的には理解しているも

のの、自発的な行動にまでは

至っていないという直子の揺

れ動く気持ちを共感させる。 

・この花火大会は、ボランティア

一人一人の協力や、周りの人た

ちの協力で成り立っているこ

とに気付かせる。 

・ボランティア活動を通して、地

域の一員としての自覚が芽生

え、よりよい社会を実現しよう

という気持ちになった主人公

の気持ちについて考えさせる。

 

 

 

 

・日常生活の中で自分ができるこ

とを考えさせたい。 

４ 教師の説話を聞く。 

○ 社会貢献をした経験などについて話す。 

・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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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑴ ⑵ ⑶ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽

1 木のおいしゃさん ★
2 せせらぎのみち ★
3 森のごちそう ★
4 へびさん　よろしく ★
1 むかしむかし柿の木坂で ★
2 内藤新宿 ★
3 練馬の名産品 ★
4 わき水の町　東久留米 ★
5 日本の国ぎ ★
1 オオタカのすむ里 ★
2 おもうわよ ★
3 よみがえれ　ふるさと三宅島 ★
4 小金井桜 ★
5 だるまさん　だるまさん ★

1
小石川上水をつくった人
　　－大久保藤五郎

★

2 大きさとやさしさ ★
3 浅間山の魅力 ★
4 花火大会 ★

※小学校及び中学校学習指導要領(平成20年3月告示)による

中
学
校

小
学
校
中
学
年
小
学
校
高
学
年

第
３
集
（
平
成
二
十
年
度
）

小
学
校
低
学
年

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

41 2 3
視 点 及 び

内 容 項 目

資　料　名
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作 成 協 力 者 

（職名は平成２１年３月現在） 

《 第 ３ 集 》 

 

平成２０年度 道徳授業地区公開講座推進委員会 

 

【小 学 校】 

 委員長 関 口 純 一  豊島区立さくら小学校校長 

 委 員 松 野 薫 子  文京区立窪町小学校主幹教諭 

武 田   淳  中野区立中野神明小学校主幹教諭 

     大 野 寿 久  国分寺市立第十小学校主幹教諭 

     由 良   隆  台東区立東泉小学校教諭 

     橋 本 ひろみ  世田谷区立松原小学校教諭 

     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  大田区立馬込中学校校長 

 委 員 坂 口 幸 恵  江戸川区立平井第二小学校校長 

     金 子 善 厚  葛飾区立桜道中学校主幹教諭 

     小 貝   宏  江戸川区立松江第五中学校教諭 

     三 浦 摩 利  多摩市立多摩中学校教諭 

     篠 塚 浩 幸  多摩市立青陵中学校教諭 

 

 

 

 

 

 

  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。 

 

   坂 本 和 良  教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長 

臼 倉 美 智  教育庁指導部主任指導主事 

建 部   豊  教育庁指導部義務教育特別支援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 

松 永 かおり            同        指 導 主 事 
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