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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
か
ら
は
公
開
講
座
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
推
進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
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
ま
い
り
ま
し

た
。 平

成
二
十
年
三
月
告
示
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
全
体
で
取
り
組
む
道
徳
教
育
の
要
と
し
て
、
道
徳
の
時
間
の
役
割
と
重
要

性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
よ
り
一
層
、
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
。 

ま
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
、
郷
土
や
国
に
対
す
る
愛
着
や

誇
り
を
は
ぐ
く
む
た
め
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
、
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
）
、
第
３
集
（
平
成
二
十
年
度
発
行
）
及
び
本
書
第

４
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
。 
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こ

ま

っ

た

 

ち

ゅ

ん

き

ち

 

（

福ふ
っ

生さ

市し

） 
 
 
 
 

 

す

ず

め

の

 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

、
ふ

っ

さ

し

に 

あ

る

 

や

な

ぎ

や

ま

こ

う

え

ん

の

 

大お
お

き

な 

け

や

き

の

木き

に 

す

ん

で

 

い

ま

す

。 

「

き

ょ

う

は 

へ

や

の 

そ

う

じ

で

す

よ

。

」 

お

か

あ

さ

ん

が

 

い

い

ま

し

た

。 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

、

か

た

づ

け

が

 

だ

い

き

ら

い

。 

「

や

だ

や

だ

、
と

も

だ

ち

の 

ち

ゅ

ん

た

と 

こ

う

え

ん

で

 

あ

そ

ぶ

や

く

そ

く

を

 
し

て

い

る

ん

だ

も

ん

。

」 

「

ち

ゅ

ん

き

ち

の

 
お

へ

や

は

、

ち

ら

か

っ

て

い

て

 

ぐ

ち

ゃ

ぐ

 

ち

ゃ

よ

。

か

た

づ

け

て

か

ら
 

あ

そ

び

に

 

い

く

ん

で

す

よ

。

」 
 

 

お

か

あ

さ

ん

が

、

そ

う

い

っ

た

の

に

 

へ

ん

じ

も

 

し

な

い

で

 

こ

っ

そ

り

 

い

え

を

 

と

び

だ

し

ま

し

た

。 

 

こ

う

え

ん

で

は

 

ち

ゅ

ん

た

が

 

ま

っ

て

い

ま

し

た

。 
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楽た
の

し

く

 

い

っ

し

ょ

に

 

あ

そ

ん

で

い

る

と

 

ち

ゅ

ん

た

が

 

い

い

ま

し

た

。 

「

そ

う

だ

、

ち

ゅ

ん

き

ち

く

ん

、

こ

の

あ

い

だ

 

か

し

て

あ

げ

た

 

お

も

し

ろ

い

か

た

ち

の

 

さ

く

ら

ん

ぼ

の

た

ね

、

も

う

、

い

い 
か

げ

ん

に

 

か

え

し

て

お

く

れ

よ

。

」 

「

あ

っ

…

…

。

そ

う

だ

っ

た

。

ご

め

ん

ご

め

ん

。

わ

す

れ

て

い

た

 
 

よ

。

」 

あ

わ

て

て

、

あ

や

ま

り

ま

し

た

。 

 

ち

ゅ

ん

た

は

、 

「

え

っ

？

」 

と

 

い

う

と

、

元げ
ん

気き

の

な

い
 

か

お

に

 

な

っ

て

 

し

ま

い

ま

し

た

。 大だ
い

す

き

な

 

ち

ゅ

ん

た

が

 
そ

ん

な

 

か

お

を

 

す

る

の

で

 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

、

あ

わ

て

ま

し

た

。 

「

ち

ょ

っ

と

 

ま

っ

て

て

。

い

ま

す

ぐ
 

い

え

に

 

か

え

っ

て
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も

っ

て

く

る

か

ら

。

か

な

ら

ず

 

ま

っ

て

て

よ

。

す

ぐ

だ

か

 
 

ら

。

」 

 

い

え

に

 

か

え

る

と

 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

 

大お
お

い

そ

ぎ

で

 

さ

く

ら

ん

ぼ

の
 

た

ね

を

 

さ

が

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

へ

や

の 

な

か

は

 

ち

ら

か

り

ほ

う

だ

い

で

、

た

ね

は

 

い

く

ら

 

さ

が

し

て

も

 

見み

つ

か

り

ま

せ

ん

。

日ひ

は 

ど

ん

ど

ん

 

く

れ

て

い

き

ま

す

。 

つ

い

に 

見

つ

か

ら

ず

、
お

日

さ

ま

は 

に

し

の 

そ

ら

に 

し

ず

ん

で

 

し

ま

い

ま

し

た

。 

「

ど

う

し

よ

う

…

…

。

ち

ゅ

ん

た

く

ん

…

…

。

」 

  

つ

ぎ

の

日

。
ち

ゅ

ん

き

ち

は
 

ち

ゅ

ん

た

の

 

い

え

へ

 

あ

や

ま

り

に 

い

き

ま

し

た

。

ち

ゅ

ん

た

は 

ゆ

る

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

「

ぼ

く

の

 

お

へ

や

で

 

あ

そ

ぼ

う

よ

。

」 

と 

ち

ゅ

ん

た

に 

い

わ

れ

た

 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

、
ち

ゅ

ん

た

の

へ
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や

へ

 

い

き

ま

し

た

。 

ち

ゅ

ん

た

の 

へ

や

は

、
び

っ

く

り

す

る

ほ

ど

 

き

れ

い

に 

せ

い

と

ん

さ

れ

て

い

ま

し

た

。 
 

木

の
 

た

な

に

は

、
ち

ゅ

ん

き

ち

が

 

あ

げ

た

 

ち

い

さ

な 

ま

つ

ぼ

っ

く

り

が

、

き

ち

ん

と 

か

ざ

っ

て

あ

り

ま

し

た

。 

た

だ

の 

ま

つ

ぼ

っ

く

り

な

の

に

、
な

ん

だ

か

 

す

ご

い

 

た

か

ら

も

の

に

 
見

え

ま

し

た

。 

 

ち

ゅ

ん

き

ち

は

、

い

え

に

 

か

え

る

と

 

い

そ

い

で

 

へ

や

を

 

か

た

づ

け

は

じ

め

ま

し

た

。 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

）  
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す

い

ぞ

く

え

ん

の

 

な

か

よ

し

 

（

江え

戸ど

川が
わ

区く

） 

 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、

元げ

ん

気き 

い

っ

ぱ

い

。 

き

ょ

う

も

、
か

さ

い

り

ん

か

い

す

い

ぞ

く

え

ん

の 

す

い

そ

う

の

中な

か

を

 
お

よ

ぎ

ま

わ

り

ま

す

。 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

と

、

と

て

も

 

な

か

よ

し

。

う

ご

け

な

い

 

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

に

、

た

く

さ

ん

の

 

ぼ

う

け

ん

の 
は

な

し

を

し

ま

す

。 

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

も

、
ク

マ

ノ

ミ

く

ん

の

 

お

は

な

し

を

き

く

の

を

 

楽た

の

し

み

に 
し

て

い

ま

す

。 

「

ね

え

、

む

こ

う

に

 

き

れ

い

な

お

さ

か

な

が

 

い

る

ん

だ

よ

。
」 

「

ず

っ

と

上う

え

に 

い

く

と

、

ひ

か

り

が

 

き

ら

き

ら

し

て

い

て

、

と

て

も

き

れ

い

な

ん

だ

。
」 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、

お

よ

ぎ

つ

か

れ

る

と

、

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

の

 

ベ

ッ

ド

で

 

お

や

す

み

し

ま

す

。 
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と

き

ど

き

、
イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

に 

ち

ょ

っ

か

い

を

だ

す

さ

か

な

が

く

る

と

、 

「

や

め

な

よ

。
」

 
と

い

っ

て

、

お

い

は

ら

う

こ

と

も

 

わ

す

れ

ま

せ

ん

。 

 

「

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

、

あ

ま

り

 

と

お

く

へ

い

く

と

 

あ

ぶ

な

い

よ

。

大お
お

き

な

さ

か

な

に

 

た

べ

ら

れ

て

し

ま

う

。
」

 

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

は

、

元

気

な

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

を

、

い

つ

も

 

し

ん

ぱ

い

し

て

い

ま

す

。 

「

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

。

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

。

ぼ

く

、

す

ぐ

に 

に

げ

ら

れ

る

よ

。
」 

「

な

に

が

あ

っ

て

も

、

し

ら

な

い

か

ら

ね

。
」 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、

き

こ

う

と

し

ま

せ

ん

で

し

た

。 

 

い

つ

も

の

よ

う

に 

す

い

そ

う

の

中

を 

ぼ

う

け

ん

し

て

い

る

と

、



 8

と

つ

ぜ

ん

 

大

き

な

さ

か

な

が

、
口く

ち

を

あ

け

て

 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

に

 

ち

か

づ

い

て

き

ま

し

た

。 

「

お

い

し

そ

う

な 

ク

マ

ノ

ミ

だ

。

た

べ

て

し

ま

お

う

。
」

 
「

う

わ

あ

。
」 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、

い

っ

し

ょ

う

け

ん

め

い

 

小ち

い

さ

な

ひ

れ

を 

う

ご

か

し

て
 

に

げ

よ

う

と

し

ま

す

が

、

大

き

な

さ

か

な

は

、

も

の

す

ご

い

ス

ピ

ー

ド

で

 

お

っ

て

く

る

の

で

 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

に

 

お

い

つ

き

そ

う

で

す

。 

 

「

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

、
さ

あ

は

や

く

 

わ

た

し

の

中

に

 

か

く

れ

る

ん

だ

。
」

 

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

は

、
い

つ

も

よ

り

も

 

手て

を

大

き

く

 

う

ご

か

し

て

、

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

を

 
よ

び

ま

し

た

。 

「

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

の 

手

に

は

、
ど

く

が

あ

る

。
ざ

ん

ね

ん

だ

が

、

ク

マ

ノ

ミ

は 

あ

き

ら

め

よ

う

。
」 
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大

き

な

さ

か

な

は

、

は

な

れ

て

い

き

ま

し

た

。 

「

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

。
」 

 
 

 

ク

マ

ノ

ミ

く

ん

は

、
イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

に

 

そ

っ

と

 

ほ

お

ず

り

を

し

ま

し

た

。 
そ

し

て

、

イ

ソ

ギ

ン

チ

ャ

ク

さ

ん

の

た

め

に

、

き

ょ

う

も

 

ぼ

う

け

ん

の 
は

な

し

を

 

す

る

の

で

し

た

。 

（

茂

呂 

佳

江

 

作

） 
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絵え

手て

紙が
み

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

 

（

狛こ
ま

江え

市し

） 

 

夏な

つ

休や

す

み

の

こ

と

で

す

。
ぼ

く

は

 

お

か

あ

さ

ん

と
 

お

ね

え

ち

ゃ

ん

と

い

っ

し

ょ

に 

お

や

子こ

絵え

手て

紙が
み

教き
ょ
う

室し
つ

に

 

さ

ん

か

し

ま

し

た

。 ぼ

く

の 
す

ん

で

い

る 

こ

ま

え

市し

は

、

絵

手

紙

を

か

く

の

が
 

さ

か

ん

で

、
た

く

さ

ん

の

さ

く

ひ

ん

が

 
ゆ

う

び

ん

き

ょ

く

や

お

み

せ

に

 

か

ざ

っ

て

あ

り

ま

す

。 

そ

れ

に

 

町ま
ち

を

は

し

る

 

こ

ま

バ

ス

の

中な
か

に

は

 

絵

手

紙

が 

か

ざ

ら

れ

て

い

ま

す

。 

ぼ

く

は

 

お

ね

え

ち

ゃ

ん

が

か

く

の

を

 

見み

に

 

つ

い

て

き

た

だ

け

で

し

た

が

、

絵

手

紙

の 

先せ
ん

生せ
い

が

、 

「

い

っ

し

ょ

に

絵

を

か

こ

う

。

」 
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と 

ぼ

く

に 

こ

え

を

か

け

て

き

ま

し

た

。 

絵

を

か

く

の

が

 

に

が

て

な

ぼ

く

は

、
お

か

あ

さ

ん

の

う

し

ろ

に

 

か

く

れ

ま

し

た

が

、

お

か

あ

さ

ん

が

、 
「

ま

さ

ひ

ろ

も

 

や

っ

て

み

な

さ

い

よ

。

」 

と 
い

っ

た

の

で

 

や

っ

て

み

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

（

な

ん

の

絵

を

か

こ

う

か

な

。

） 

と

 

ま

よ

っ

て

い

た

と

き

に

 

ふ

っ

と

 

ま

っ

か

な

ト

マ

ト

が

 

目め

に

と

ま

り

ま

し

た

。 

ぼ

く

は 

ト

マ

ト

を

か

く

こ

と

に 

き

め

ま

し

た

。 

そ

れ

に

は

 

こ

ん

な

 

お

も

い

出で

が

あ

り

ま

す

。 

 五ご

月が
つ

に

 

二に

年ね
ん

生せ
い

は

 

ク

ラ

ス

ご

と

に

 

ト

マ

ト

を

う

え

ま

し

た

。
う

え

る

と

き

に

 

学が
っ

校こ
う

の

ち

か

く

に

 

す

ん

で

い

る

小こ

松ま
つ

さ

ん

が

 

ト

マ

ト

の

な

え

の

 

う

え

か

た

や
 

そ

だ

て

か

た

を

 

お

し

え

て

く

れ

ま

し

た

。 
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そ

れ

か

ら

 

ま

い

日に
ち 

日に
っ

ち

ょ

く

が

 

水み
ず

や

り

を

す

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

ぼ

く

が 

日

ち

ょ

く

の

と

き

の

こ

と

で

す

。 

二に

十じ
っ

ぷ

ん

休や
す

み

に

 

水

や

り

を

し

よ

う

と

 

じ

ょ

う

ろ

を

も

っ

て

 
は

た

け

へ

 

い

き

ま

し

た

。
す

る

と

 

小

松

さ

ん

が

 

は

た

け

で

 

草く
さ

と

り

を

し

て

い

ま

し

た

。

ぼ

く

は 

小

松

さ

ん

に

、 

「

な

ん

で

 
草

と

り

を

す

る

の

で

す

か

。

」 

と 

き

き

ま

し

た

。 

小

松

さ

ん

は

、 

「

草

と

り

を

し

な

い

と

、
土つ

ち

の

え

い

よ

う

が

 

草

に 

と

ら

れ

て

し

ま

う

か

ら

だ

よ

。
だ

か

ら
 

た

ま

に

学

校

に

き

て

 

草

と

り

を

す

る

ん

だ

よ

。
せ

っ

か

く

 
う

え

た

ト

マ

ト

が 

元げ
ん

気き

よ

く

 

そ

だ

っ

て

い

る

の

か

 

し

ん

ぱ

い

だ

か

ら

ね

。

」 

と 

い

い

ま

し

た

。 

（

小

松

さ

ん

は

、
ぼ

く

た

ち

の

た

め

に 
ト

マ

ト

が

 

よ

く

そ

だ

つ
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よ

う

に 

お

せ

わ

を

し

て

く

れ

て

い

る

ん

だ

。

） 

と 

ぼ

く

は

お

も

い

ま

し

た

。 

 

七し
ち

月が
つ

に

な

り

ま

し

た

。

小

松

さ

ん

の

お

か

げ

で

、

ぼ

く

た

ち

の

は

た

け

に

は

、
大お

お

き

く

 

赤あ
か

く

な

っ

て

き

た

ト

マ

ト

が

 

た

く

さ

ん

で

き

て

き

ま

し

た

。 

  

こ

ん

な

こ

と

を
 

お

も

い

出

し

な

が

ら

、
ぼ

く

は

 

白し
ろ

い

絵

手

紙

の

紙か

み

に 

ま

る

く
 

ま

わ

り

の

せ

ん

を

か

き

ま

し

た

。

そ

し

て

、

み

ど

り

い

ろ

で

 

へ

た

を

か

い

て

 

赤

く

 

い

ろ

を

ぬ

り

ま

し

た

。 

絵

手

紙

の

先

生

に

、 

「

う

ま

く

か

け

た

ね

。

こ

ん

ど

は 

こ

と

ば

を

か

い

て

。

」 

と 

い

わ

れ

ま

し

た

。 

ぼ

く

は

、

ト

マ

ト

の

ま

わ

り

に

 

大

き

く

 

こ

こ

ろ

を

こ

め

て

、 

「

小

松

さ

ん

 

あ

り

が

と

う

。

」 

と 

か

き

ま

し

た

。
そ

し

て

 

き

っ

手

を

は

っ

て

 

ポ

ス

ト

に

絵

手
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紙

を

い

れ

ま

し

た

。 

 
 

 

      

（

安

倍 

威 

作

） 

 

狛
こ ま

江
え

市
し

の 絵 手 紙 ギ ャ ラ リ ー よ り  
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ぬ

く

も

り

の 

き

ょ

う

し

つ 

（

檜ひ
の

原は
ら

村む
ら

） 

 

「

ね

え

ね

え

、

つ

く

え

に

 

い

た

ず

ら

 

し

て

み

な

い

？

」 

じ

ょ

う

ぎ

を

 

も

っ

た 

い

た

ず

ら

ず

き

の 

か

ん

た

が

、
ゆ

う

た

に

 
い

い

ま

し

た

。 

ゆ

う

た

は

、
ど

き

っ

と

し

て

、
へ

ん

じ

が

 

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。 

そ

の

と

き

、

休や
す

み

時じ

間か
ん

の 

チ

ャ

イ

ム

が 

な

り

ま

し

た

。 

か

ん

た

も

 
ゆ

う

た

も

 

元げ
ん

気き

よ

く

 

こ

う

て

い

に

 

出で

て

い

き

ま

し

た

。
す

る

と
 

だ

い

く

さ

ん

の 

ト

ラ

ッ

ク

が 

木き

を

つ

ん

 

で

 

み

ち

を

 

は

し

っ

て

い

く

の

が

 

見み

え

ま

し

た

。 

  

ゆ

う

た

の 

学が
っ

校こ
う

は

、

ひ

の

は

ら

村む
ら

に 

あ

り

ま

す

。

山や
ま

に

 

か

こ

ま

れ

、

水み
ず

の 

き

れ

い

な

川か
わ

が 

な

が

れ

て

い

ま

す

。 

ひ

の

は

ら

村

に

 

す

む

人ひ
と

た

ち

は

、

み

ん

な

 

な

か

よ

し

で

す

。

バ

ス

の

う

ん

て

ん

し

ゅ

さ

ん

は

、
村

の

み

ち

を

 

お

じ

い

さ

ん

が
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ゆ

っ

く

り

と 

わ

た

り

お

え

る

ま

で

、

に

こ

に

こ

と

 

と

ま

っ

て

 
 

ま

っ

て

い

ま

す

。 

中ち
ゅ
う

学が

く

生せ

い

が

 

や

っ

て

き

て

、

小し
ょ
う

学が
く

生せ
い

に

 

本ほ
ん

を

よ

ん

で

く

れ

ま

す

。

み

ん

な

、

手て

を

 

つ

な

い

だ

り 

ぶ

ら

さ

が

っ

た

り

、

大お
お

よ

ろ

こ

び

で

す

。 

村

の

 
お

じ

い

さ

ん

、

お

ば

あ

さ

ん

は

、

山

で

と

れ

た 

木

の

つ

る

で

 

か

ご

の
 

あ

み

か

た

を

 

お

し

え

て

く

れ

ま

す

。

み

ち

で

 

あ

う

と

、

え

が

お

で
 

こ

え

を

か

け

て

 

く

れ

ま

す

。 

ゆ

う

た

は

、

そ

ん

な

 

ひ

の

は

ら

村

が

 

大だ

い

す

き

で

す

。 

 

し

か

も

、

ゆ

う

た

の 
小し

ょ
う

学が

っ

校こ

う

は

、

き

ょ

う

し

つ

に 

は

い

る

と

 
ぷ

う

ん

と

、

と

て

も

い

い

 

木

の

 

に

お

い

が

し

ま

す

。

き

ょ

う

し

つ

の

 

か

べ

も

 

ゆ

か

も
 

つ

く

え

も

 

い

す

も

 

ひ

の

は

ら

村

に 
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は

え

て

い

た

 

ひ

の

き

や

 

す

ぎ

の

木

で

 

つ

く

ら

れ

て

 

い

る

の

で

す

。 

村

の

 

う

で

の

い

い

 

だ

い

く

さ

ん

が

 

つ

く

っ

て

く

れ

た

 
き

ょ

う

し

つ

で

す

。 
お

金か
ね

が 

か

か

り

ま

す

が

、

村

の

 

人

た

ち

は

、 

「

ひ

の

は

ら

村

の 

子こ

ど

も

の

た

め

に

。

」 

と 

と

く

べ

つ

に 

よ

う

い

し

て

く

れ

た

の

で

す

。 

ま

い

日に
ち

つ

か

う 

き

ょ

う

し

つ

は

、
木

の

ぬ

く

も

り

で

 

い

っ

ぱ

い

で

す

。

ゆ

う

た

が
 

ふ

し

ぎ

に

お

も

う

の

は

、

と

く

べ

つ

せ

い

の

 

き

ょ

う

し

つ

に

 

な

っ

て

か

ら

、

も

う 

な

ん

年ね
ん

も

 

た

つ

の

に

、

ゆ

か

も

 

か

べ

も

 

つ

く

え

も

 

い

す

も

 

ま

だ

ま

だ

 

き

れ

い

な

こ

と

で

す

。 

  

休

み

時

間

が

 

お

わ

り

ま

し

た

。 

 
 

ま

た

、

か

ん

た

が

 

ゆ

う

た

に 

い

い

ま

し

た

。 



 19

「

ね

え

、

先せ
ん

生せ
い

が

 

く

る

ま

え

に

 

ち

ょ

っ

と

だ

け

 

つ

く

え

に

 

い

た

ず

ら

し

て

 

み

よ

う

よ

。

」 

ゆ

う

た

は

、

は

っ

き

り

と

 

い

い

ま

し

た

。 
「

そ

ん

な

こ

と

し

ち

ゃ 

だ

め

だ

よ

。

」 
か

ん

た

は

 

だ

ま

っ

て

 

下し
た

を

む

き

、
じ

ょ

う

ぎ

を

 

し

ま

い

ま

し

た

。 

 

そ

う

じ

の

時

間

に 

な

り

ま

し

た

。 

ゆ

う

た

は

、
い

つ

も

よ

り

も

 

が

ん

ば

っ

て

 

ゆ

か

の

か

ら

ぶ

き

を

 

し

ま

し

た

。

 

ぴ

か

ぴ

か

 

ひ

か

っ

た

よ

う

に

 

見

え

ま

し

た

。 

み

ん

な

の

つ

く

え

も

、

て

い

ね

い

に

ふ

き

ま

し

た

。 

（

こ

の

木

は

、

あ

の

山

に

 

は

え

て

い

た

の

か

な

あ

？

） 
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ま

ど

か

ら

 

山

を

 

見

あ

げ

ま

し

た

。 

山

の

木

が

、
ひ

の

は

ら

の

 

か

ぜ

に

ふ

か

れ

て

 

み

ん

な

で

ゆ

れ

て

、

ゆ

う

た

に

 

は

な

し

か

け

て

い

る

よ

う

で

し

た

。 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

） 
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オ

オ

カ

ミ

の

お

ん

が

え

し 

（

日ひ

の

出で

町ま
ち

） 

 

日ひ

の

出で

町ま
ち

に

あ

る

勝か

つ

峰ぼ

う

山や

ま

の

ふ

も

と

に

、
五ご

兵へ

衛い

じ

い

さ

ん

と

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

が

く

ら

し

て

い

ま

し

た

。 

 

秋

も

深ふ

か

ま

っ

た

あ

る

朝

の

こ

と

で

す

。
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

が

目

を

さ

ま

す

と

、
え

ん

が

わ

で

、 

「

う

っ

、

う

っ

ー

。
」 

と

い

う

く

る

し

そ

う

な

声

が

し

ま

す

。 

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

が

そ

っ

と

近

づ

い

て

み

る

と

、
オ

オ

カ

ミ

が

一

ぴ

き

い

ま

し

た

。 

よ

く

見

る

と

、
大

き

な

口

を

あ

け

て

、
よ

だ

れ

を

た

ら

し

て

う

め

い

て

い

る

の

で

す

。 

「

あ

れ

ま

ぁ

、

か

わ

い

そ

う

に

。

は

て

、

ど

う

し

た

も

ん

だ

。
」 

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

、
こ

わ

ご

わ

で

す

が

、
オ

オ

カ

ミ

の

口

の

中

を

の

ぞ

い

て

み

ま

し

た

。 

す

る

と

ど

う

で

し

ょ

う

。
オ

オ

カ

ミ

の

の

ど

に

ヤ

マ

ド

リ

の

ほ

ね

が

さ

さ

っ

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。 
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あ

わ

れ

に

思お

も

っ

て

せ

な

か

を

さ

す

ろ

う

と

す

る

と

、 

「

う

ぉ

ー

！

」 

と

さ

い

後

の

力

を

ふ

り

し

ぼ

っ

て

ほ

え

て

き

ま

す

。 

 
 

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

考

え

ま

し

た

。
う

っ

か

り

オ

オ

カ

ミ

の

口

に

手

を

入

れ

た

ら

、 

ヤ

マ

ド

リ

の

二

の

舞ま

い

に

な

っ

て

し

ま

う

。
だ

か

ら

と

い

っ

て

く

る

し

ん

で

い

る

オ

オ

カ

ミ

を

こ

の

ま

ま

に

す

る

の

は

し

の

び

な

い

。 

 

つ

い

に

、
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

決け

っ

心し

ん

し

ま

し

た

。
そ

し

て

、
ま

る

で

オ

オ

カ

ミ

に

言

い

聞

か

せ

る

よ

う

に

、 

「

こ

れ

、
オ

オ

カ

ミ

。
わ

た

し

の

手

を

か

ま

な

け

れ

ば

、
の

ど

の

ほ

ね

を

取と

っ

て

や

る

ぞ

。

ど

う

だ

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。 

 

す

る

と

、

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

の

あ

っ

た

か

い

心

が

つ

た

わ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

オ

オ

カ

ミ

は

頭

を

た

れ

て

う

な

ず

き

ま

し

た

。 
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す

ぐ

に

、
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

、
の

ど

の

ほ

ね

を

取

り

出

し

て

や

り

ま

し

た

。
そ

の

し

ゅ

ん

か

ん

、

オ

オ

カ

ミ

は

な

み

だ

を

一

す

じ

流な

が

し

ま

し

た

。 

そ

れ

を

見

て

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

、

オ

オ

カ

ミ

に

、 
「

こ

れ

、
オ

オ

カ

ミ

よ

。
気

分

が

よ

く

な

っ

た

ら

、
水

を

飲の

ん

で

、
山

に

帰

り

な

さ

い

。
」 

と

や

さ

し

く

頭

を

な

で

な

が

ら

言

い

、

水

を

く

ん

で

や

り

ま

し

た

。 

オ

オ

カ

ミ

は

あ

ま

り

の

い

た

さ

と

安あ

ん

心し

ん

し

た

の

と

で

、
ぐ

っ

た

り

と

し

て

い

ま

し

た

。 

 

オ

オ

カ

ミ

の

よ

う

す

も

見

て

い

た

か

っ

た

の

で

す

が

、
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

、
五

兵

衛

じ

い

さ

ん

の

朝

ご

は

ん

の

し

た

く

が

あ

る

の

で

家

の

中

に

入

り

ま

し

た

。 

  

し

ば

ら

く

し

て

、
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

が

外

へ

出

て

み

る

と

、
オ

オ

カ

ミ

は

も

う

い

ま

せ

ん

で

し

た

。 

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

が

あ

げ

た

水

は

、

全ぜ

ん

部ぶ

の

ん

で

あ

り

ま

し

た

。 

「

元

気

に

な

っ

た

ん

だ

な

。
ふ

だ

ん

は

こ

わ

い

オ

オ

カ

ミ

だ

け

ど

、
し

ん

せ

つ

に
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し

て

あ

げ

て

よ

か

っ

た

、

よ

か

っ

た

。
」 

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

、

む

ね

を

な

で

お

ろ

し

ま

し

た

。 

 

そ

れ

か

ら

何

日

か

す

ぎ

た

朝

の

こ

と

で

す

。

庭に
わ

先さ
き

で

何

か

音

が

し

ま

し

た

。 
五

兵

衛

じ

い

さ

ん

が

外

に

出

て

み

る

と

、
お

い

し

い

ご

ち

そ

う

が

お

い

て

あ

り

ま

し

た

。 

「

こ

れ

は

た

ま

げ

た

。

ど

う

し

た

こ

と

か

。
」 

目

を

ぱ

ち

く

り

し

て

お

ど

ろ

く

五

兵

衛

じ

い

さ

ん

に

、
コ

ウ

ば

あ

さ

ん

は

に

っ

こ

り

し

ま

し

た

。 

そ

れ

は

、

コ

ウ

ば

あ

さ

ん

だ

け

が

わ

か

る

、
「

の

ど

に

さ

さ

っ

た

ほ

ね

を

取

っ

て

も

ら

っ

た

オ

オ

カ

ミ

か

ら

の

お

礼れ

い

」

な

の

で

し

た

。 

 

二

人

は

な

か

よ

く

オ

オ

カ

ミ

か

ら

の

ご

ち

そ

う

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。 

（

日

の

出

町

む

か

し

ば

な

し

よ

り 

坂

口 

幸

恵 

作

） 
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大た

い

鵬ほ

う

土ど

俵ひ
ょ
う 

（

西に

し

東と

う

京
き
ょ
う

市し

） 

 

ぼ

く

が

住す

む

西

東

京

市

の

田た

無な

し

神じ

ん

社じ

ゃ

の

け

い

だ

い

に

は

、
土

の

土ど

俵
ひ
ょ
う

が

あ

り

ま

す

。
こ

の

土

俵

は

、
平へ

い

成せ

い

五

年

に
「

子こ

供ど

も

た

ち

に

土

の

土

俵

で

す

も

う

を

楽

し

ん

で

も

ら

い

た

い

。
」

と

い

う

こ

と

で

つ

く

ら

れ

ま

し

た

。 

 「

今

年

の

わ

ん

ぱ

く

ず

も

う

は

田

無

神

社

だ

よ

。
」 

と

ぼ

く

の

お

じ

い

ち

ゃ

ん

が

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

（

田

無

神

社

か

…

…

。
） 

と

ぼ

く

は

思

い

ま

し

た

。
土

の

土

俵

は

マ

ッ

ト

の

土

俵

と

は

ち

が

っ

て

、
と

て

も

か

た

く

、

た

お

さ

れ

る

と

い

た

い

の

で

す

。

ぼ

く

は

、 

（

い

や

だ

な

あ

。
） 

と

思

い

ま

し

た

。 

 「

わ

ん

ぱ

く

ず

も

う

」
の

日

が

近

づ

い

た

五

月

の

あ

る

日

曜

日

の

こ

と

で

す

。
お
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じ

い

ち

ゃ

ん

が

、 

「

土

俵

を

見

に

行

こ

う

。
」 

と

ぼ

く

を

さ

そ

い

ま

し

た

。
本ほ

ん

殿で

ん

の

横

に

、
土

俵

が

あ

り

ま

す

。
土

俵

に

は

、
き

れ

い

な

青

い

シ

ー

ト

が

か

ぶ

せ

て

あ

り

ま

し

た

。

ぼ

く

が

、 

（

ど

う

し

て

だ

ろ

う

。
） 

と

思

っ

て

い

る

と

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

が

、 

「

こ

の

土

俵

に

は

、
『

大た

い

鵬ほ

う

』

と

い

う

大だ

い

横よ

こ

綱づ

な

の

名

前

が

つ

け

ら

れ

て

い

て

、

そ

れ

は

全

国

で

も

こ

こ

だ

け

な

ん

だ

よ

。
」 

と

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

今

ま

で

、
土

俵

に

名

前

が

あ

る

な

ん

て

知

ら

な

か

っ

た

ぼ

く

は

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

に

大

鵬

と

土

俵

の

話

を

聞

き

ま

し

た

。 

 

昭
し
ょ
う

和わ

の

大

横

綱

と

言

わ

れ

た

大

鵬

の

本

当

の

名

前

は

、
納な

谷や

幸こ

う

喜き

と

い

い

、
六

連れ

ん

覇ぱ

二

回

、
四

十

五

連れ

ん

勝
し
ょ
う

な

ど

の

記き

録ろ

く

を

残の

こ

し

ま

し

た

。
特

に

優ゆ

う

勝
し
ょ
う

回

数

三

十

二

回

は

、

ま

だ

、

だ

れ

に

も

や

ぶ

ら

れ

て

い

な

い

記

録

だ

そ

う

で

す

。 
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お

じ

い

ち

ゃ

ん

が

子

供

の

こ

ろ

は

、
「

巨き

ょ

人じ

ん

、

大

鵬

、

卵
た
ま
ご

焼や

き

」

と

言

わ

れ

る

ほ

ど

、

多

く

の

人

に

愛あ

い

さ

れ

て

い

ま

し

た

。 

ぼ

く

が

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

に

、 
「

ど

う

し

て

、

そ

ん

な

に

す

ご

い

横

綱

の

名

前

が

つ

い

て

い

る

の

。
」 

と

た

ず

ね

る

と

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

、

さ

ら

に

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

こ

の

土

俵

が

完か

ん

成せ

い

し

た

と

き

に

、

宮ぐ

う

司じ

さ

ん

は

、 

「

子

供

た

ち

が

、
健す

こ

や

か

に

育そ

だ

っ

て

ほ

し

い

。
そ

の

た

め

に

、
土

を

ふ

み

し

め

て

、

大

地

か

ら

の

め

ぐ

み

を

い

た

だ

い

て

ほ

し

い

。
今

の

子

供

た

ち

と

、
こ

れ

か

ら

生

ま

れ

て

く

る

子

供

た

ち

の

た

め

に

、
し

っ

か

り

と

土

俵

を

守

っ

て

い

こ

う

。
」 

と

決け

つ

意い

し

た

そ

う

で

す

。
そ

し

て

、
知

り

合

い

を

通

じ

て

、
大

鵬

親お

や

方か

た

に

土

俵

開

き

を

お

願ね

が

い

し

、
そ

れ

か

ら

宮

司

さ

ん

と

大

鵬

親

方

の

交

流

が

始

ま

っ

た

そ

う

で

す

。 親

方

が

六

十

歳さ

い

を

む

か

え

た

の

を

き

っ

か

け

に

、

宮

司

さ

ん

は

、 

「

子

供

た

ち

の

心

に

残

る

よ

う

、
土

俵

に

名

前

を

つ

け

て

い

た

だ

け

な

い

で

し

ょ
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う

か

。
」 

と

た

の

ん

だ

そ

う

で

す

。
す

る

と

、
大

鵬

親

方

は

、
な

ん

と

自

分

の

名

前

を

命め

い

名め

い

し

、 
「

子

供

た

ち

が

、

し

ょ

う

ら

い

大

き

く

な

っ

た

と

き

に

、
『

大

鵬

と

い

う

土

俵

で

す

も

う

を

と

っ

た

。
』

と

言

う

こ

と

を

思

い

出

と

し

て

、

生

き

る

勇ゆ

う

気き

を

も

っ

て

ほ

し

い

。
子

供

た

ち

に

は

勝

ち

負

け

に

こ

だ

わ

ら

ず

思

い

切

っ

て

す

も

う

を

と

っ

て

ほ

し

い

。
」 

と

話

し

た

そ

う

で

す

。 

 

昔

は

、
す

も

う

を

す

る

た

び

に

、
土

の

土

俵

を

つ

く

っ

て

い

ま

し

た

。
手

入

れ

が

大た

い

変へ

ん

だ

か

ら

で

す

。

で

も

、

こ

の

土

俵

は

、

い

つ

も

田

無

神

社

に

あ

り

ま

す

。

雨

に

ぬ

れ

な

い

よ

う

に

、
風

に

飛と

ば

さ

れ

な

い

よ

う

に

、
日ひ

照で

り

が

続

い

て

か

わ

か

な

い

よ

う

に

、
て

い

ね

い

に

手

入

れ

を

し

て

い

か

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。
だ

か

ら

ふ

だ

ん

は

、
シ

ー

ト

が

か

ぶ

せ

て

あ

る

の

で

す

。
そ

れ

で

も

、
宮

司

さ

ん

と

ち

い

き

の

人

た

ち

は

、 
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（

子

供

た

ち

の

た

め

に

。
） 

と

の

願

い

で

手

入

れ

を

続

け

て

い

ま

す

。
み

ん

な

で

お

金

を

出

し

合

っ

て

、
屋や

根ね

を

つ

く

る

計

画

も

あ

り

ま

す

。 

 
こ

の

土

俵

に

は

、
子

供

た

ち

の

成せ

い

長
ち
ょ
う

を

心

か

ら

願

う

大

鵬

親

方

、
そ

し

て

、
そ

の

土

俵

を

守

る

た

め

に

か

げ

で

支さ

さ

え

て

い

る

宮

司

さ

ん

や

ち

い

き

の

人

た

ち

の

願

い

が

こ

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

知

り

ま

し

た

。 

 

こ

の

話

を

知

っ

た

ぼ

く

は

、 

（

土

の

土

俵

は

い

た

い

か

ら

…

…

。
） 

な

ん

て

思

っ

て

い

た

こ

と

が

は

ず

か

し

く

な

り

ま

し

た

。 

（

蜂

須

賀 

勲 

作

） 
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二

時

間

店て

ん

員い

ん 

（

板い

た

橋ば

し

区く

） 

 

ゆ

か

子

の

学

校

で

は

、
総そ

う

合ご

う

的て

き

な

学が

く

習
し
ゅ
う

の

時じ

間か

ん

に

、
毎

年

三

年

生

が

近

く

の

商
し
ょ
う

店て

ん

街が

い

で

「

二

時

間

店て

ん

員い

ん

」

を

さ

せ

て

も

ら

っ

て

い

ま

す

。 

 

そ

の

商

店

街

は

、
五

百

メ

ー

ト

ル

以い

上
じ
ょ
う

も

お

店

が

続つ

づ

い

て

い

る

、
区く

内
さ

い

大だ

い

の

商

店

街

で

す

。 

 

ゆ

か

子

は

、
あ

や

か

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

洋よ

う

服ふ

く

屋や

さ

ん

の

た

ん

当

に

な

り

ま

し

た

。
本

当

は

ケ

ー

キ

屋

さ

ん

の

た

ん

当

を

し

た

か

っ

た

の

で

す

が

、
き

ぼ

う

者し

ゃ

が

多

く

て

な

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。 

  

い

よ

い

よ

当

日

に

な

り

ま

し

た

。
そ

れ

ぞ

れ

集
し
ゅ
う

合ご

う

時

こ

く

を

聞

い

て

、
お

店

に

行

き

ま

し

た

。 

「

よ

ろ

し

く

お

ね

が

い

し

ま

す

。
」 

 

二

人

で

あ

い

さ

つ

を

す

る

と

、

お

店

の

人

は

え

が

お

で

、 

「

よ

ろ

し

く

ね

。
」 

と

返か

え

し

て

く

れ

ま

し

た

。 
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二

人

に

あ

た

え

ら

れ

た

仕し

事ご

と

は

、

洋

服

を

た

た

む

こ

と

で

し

た

。 

 

お

店

の

人

に

た

た

み

方

を

教

え

て

も

ら

い

、
店

の

中

に

あ

る

洋

服

を

て

い

ね

い

に

た

た

み

直

し

ま

し

た

。
け

れ

ど

も

、
入

っ

て

く

る

お

客

さ

ん

は

た

た

ん

だ

洋

服

を

次つ

ぎ

々つ

ぎ

と

広

げ

て

は

お

店

を

出

て

行

き

ま

す

。
あ

や

か

さ

ん

は

一

生

け

ん

命め

い

に

た

た

ん

で

い

ま

し

た

が

、

ゆ

か

子

は

い

や

に

な

っ

て

き

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

 「

お

仕

事

、

ど

う

？

」 

お

店

の

人

が

声

を

か

け

て

く

れ

ま

し

た

。 

「

お

客

さ

ん

が

気き

持も

ち

よ

く

買

い

物

を

し

て

く

れ

る

よ

う

に

、
わ

た

し

た

ち

は

声

を

か

け

た

り

、

服

を

き

れ

い

に

た

た

ん

だ

り

し

て

い

る

の

よ

。
」 

お

店

の

人

が

ア

ド

バ

イ

ス

を

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

し

ん

け

ん

に

話

を

聞

く

あ

や

か

さ

ん

を

見

て

、

ゆ

か

子

は

は

っ

と

し

ま

し

た

。 

「

い

ら

っ

し

ゃ

い

ま

せ

。
」 

新

し

い

お

客

さ

ん

が

入

っ

て

き

ま

し

た

。 

「

あ

ら

ま

ぁ

、

か

わ

い

い

店

員

さ

ん

だ

こ

と

。
」 

お

客

さ

ん

は

そ

う

言

う

と

、
お

店

の

中

を

歩

き

始は

じ

め

ま

し

た

。
さ

っ

き

、
ゆ

か
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子

が

た

た

ん

だ

洋

服

に

手

を

の

ば

し

、

何な

ん

着
ち
ゃ
く

か

広

げ

て

見

て

い

ま

し

た

。 

「

こ

の

お

洋

服

、

す

て

き

ね

ぇ

。
」 

「

ち

ょ

う

ど

、
今

日

入

っ

て

き

た

ん

で

す

よ

。
ど

う

ぞ

、
ご

ら

ん

に

な

っ

て

み

て

く

だ

さ

い

。
」 

お

店

の

人

が

言

い

ま

し

た

。

ゆ

か

子

も

、 

「

お

に

あ

い

で

す

よ

。
」 

と

声

を

か

け

ま

し

た

。
お

客

さ

ん

は

よ

ろ

こ

ん

で

、
そ

の

洋

服

を

買

っ

て

い

き

ま

し

た

。

ゆ

か

子

は

う

れ

し

く

な

り

ま

し

た

。 

 

や

る

気

が

出

て

き

た

ゆ

か

子

は

、
あ

や

か

さ

ん

と

協
き
ょ
う

力
り
ょ
く

し

て

、
た

た

み

方

を

く

ふ

う

し

始

め

ま

し

た

。 

（

き

ら

き

ら

し

て

い

る

と

こ

ろ

を

見

せ

た

方

が

い

い

か

な

、
ど

う

し

た

ら

洋

服

が

も

っ

と

す

て

き

に

見

え

る

か

な

。
） 

 

二

時

間

は

、

あ

っ

と

い

う

間

に

た

ち

ま

し

た

。 

「

ご

く

ろ

う

さ

ま

。
二

人

の

お

か

げ

で

お

客

さ

ん

も

よ

ろ

こ

ん

で

く

れ

た

わ

。
あ

り

が

と

う

。
」 
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お

店

の

人

が

言

い

ま

し

た

。 

「

楽

し

か

っ

た

で

す

。

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
」 

お

礼れ

い

を

言

い

な

が

ら

、

ゆ

か

子

は

に

っ

こ

り

し

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

山

西 

香

織 

作

） 
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け

ん

た

の

じ

ま

ん 

（

利と

島し

ま

村む

ら

） 

 

「

け

ん

た

起お

き

な

さ

い

、

い

つ

ま

で

ね

て

い

る

の

。

」 

お

母

さ

ん

の

声

に

目

を

さ

ま

し

た

け

ん

た

は

、

ま

だ

ね

む

い

目

を

こ

す

り

な

が

ら

、

ふ

と

ん

か

ら

ぬ

け

出

し

ま

し

た

。 

「

お

母

さ

ん

、

今

何

時

？

」 

け

ん

た

が

た

ず

ね

る

と

お

母

さ

ん

は

、 

「

七

時

二

十

分

を

す

ぎ

た

わ

よ

。

」 

と

こ

た

え

ま

し

た

。 

  
今

日

は

日

曜

日

。

道

そ

う

じ

が

あ

る

日

で

す

。

き

の

う

の

夜

、
お

そ

く

ま

で

テ

レ

ビ

を

見

て

い

た

け

ん

た

は

、
ね

む

く

て

ち

ょ

っ

と

頭

が

ズ

キ

ン

と

す

る

の

を

感か

ん

じ

ま

し

た

。 
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「

今

朝

は

お

く

れ

そ

う

だ

し

、

頭

が

い

た

い

か

ら

、

道

そ

う

じ

は

休

む

ね

。

」 

と

け

ん

た

が

言

う

と

、

お

母

さ

ん

は

、 

「

何

を

言

っ

て

る

の

。
ち

ょ

っ

と

お

く

れ

そ

う

だ

か

ら

っ

て

、
休

ん

じ

ゃ

だ

め

で

し

ょ

う

。
お

母

さ

ん

が

小

学

生

の

時

だ

っ

て

、
休

ま

ず

に

み

ん

な

で

道

そ

う

じ

を

し

た

ん

だ

か

ら

。

さ

あ

、

お

く

れ

な

い

よ

う

に

す

ぐ

に

行

き

な

さ

い

。

」 
 
 

と

言

い

ま

し

た

。 

道

そ

う

じ

は

、
利と

島し

ま

小
し
ょ
う

中
ち
ゅ
う

学が

っ

校こ

う

の

子こ

供ど

も

た

ち

が

数

十

年

前

か

ら

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活か

つ

動ど

う

と

し

て

毎

週

日

曜

日

の

朝

に

行

っ

て

い

ま

す

。 

自じ

主し

ゅ

的て

き

な

活

動

な

の

で

、

休

ん

で

も

だ

れ

も

文も

ん

句く

は

言

い

ま

せ

ん

。 

 

し

ぶ

し

ぶ

家

を

出

た

け

ん

た

は

、
神じ

ん

社じ

ゃ

に

向む

か

い

ま

し

た

。
す

る

と

学

校

の

み

ん

な

は

、

し

ず

か

に

、

竹

ぼ

う

き

を

に

ぎ

っ

て

、

階か

い

段だ

ん

を

は

い

て

い

ま

し

た

。 

 

け

ん

た

は

、
ほ

う

き

を

取と

り

に

行

っ

て

、
み

ん

な

と

同

じ

よ

う

に

落お

ち

て

い

る

葉は

っ

ぱ

や

木

の

え

だ

を

は

き

始は

じ

め

ま

し

た

。
近

く

に

い

た

中

学

生

の

リ

ー

ダ

ー

の

ま

さ

と

が

、

け

ん

た

に

向

か

っ

て

、

え

が

お

で

、 

「

け

ん

た

、

お

は

よ

う

。

ね

む

そ

う

だ

な

。

」 

と

声

を

か

け

ま

し

た

。
け

ん

た

は

お

そ

く

な

っ

た

こ

と

が

気

に

な

っ

て

、
下

を

向
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い

た

ま

ま

、

ま

さ

と

に

、 

「

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

」 

と

小

さ

な

声

で

言

い

ま

し

た

。

け

ん

た

は

、 
（

お

こ

ら

れ

る

か

な

。

） 

と

思

い

ま

し

た

が

、

ま

さ

と

は

道

そ

う

じ

の

続つ

づ

き

を

始

め

ま

し

た

。 

約や

く

一

時

間

ほ

ど

で

、
道

そ

う

じ

が

終

わ

り

ま

し

た

。
そ

う

じ

を

し

て

い

た

子

供

た

ち

が

、

明

る

い

表
ひ
ょ
う

情
じ
ょ
う

で

、 

「

終

わ

っ

た

ー

。

」 

と

言

っ

て

せ

す

じ

を

後

ろ

に

そ

ら

し

、

こ

し

を

ト

ン

ト

ン

と

た

た

き

ま

し

た

。 

け

ん

た

も

自

分

た

ち

が

は

い

た

と

こ

ろ

を

見

な

が

ら

、
気

持

ち

が

す

っ

き

り

し

た

こ

と

を

感

じ

ま

し

た

。 

何

だ

か

お

く

れ

て

道

そ

う

じ

を

始

め

た

と

き

の

気

持

ち

と

ち

が

い

ま

す

。 

そ

の

と

き

、

島

に

観か

ん

光こ

う

で

来

て

い

た

人

が

、 

「

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。
島

に

ゴ

ミ

が

落

ち

て

な

く

て

、
気

持

ち

が

い

い

で

す

ね

。

」 

と

声

を

か

け

て

く

れ

ま

し

た

。
そ

れ

を

聞

い

た

け

ん

た

の

表

情

は

、
は

れ

や

か

に
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な

り

ま

し

た

。 

 

け

ん

た

の

お

父

さ

ん

も

、
お

母

さ

ん

も

、
中

学

生

の

時

ま

で

道

そ

う

じ

を

し

て

い

ま

し

た

。

島

が

き

れ

い

な

の

は

け

ん

た

の

じ

ま

ん

で

す

。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

安

倍 

威 

作

） 
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だ

っ

て

家か

族ぞ

く

だ

も

の 

（

神こ

う

津づ

島し

ま

村む

ら

） 

 「

友

達

と

遊あ

そ

ん

で

く

る

ね

。
」 

か

ず

き

は

、

ラ

ン

ド

セ

ル

を

ほ

う

り

投な

げ

る

や

い

な

や

、

家

を

と

び

だ

し

た

。

今

日

は

、
ゆ

う

ま

と

あ

そ

ぶ

や

く

そ

く

を

し

て

い

る

。
ま

ち

合

わ

せ

場

所

は

前ま

え

浜は

ま 

の

浜は

ま

辺べ

だ

。 

（

今

日

は

あ

つ

い

か

ら

泳お

よ

ご

う

か

な

。

そ

れ

と

も

つ

り

を

し

よ

う

か

な

。
） 

そ

ん

な

こ

と

を

考

え

な

が

ら

走

っ

て

い

る

と

、
前

の

方

か

ら

つ

り

の

お

客

さ

ん 

た

ち

の

団だ

ん

体た

い

が

歩

い

て

き

た

。
か

ず

き

は

、
す

れ

ち

が

い

ざ

ま

に

声

を

か

け

ら

れ

た

。 

「

こ

ん

に

ち

は

。
ち

ょ

っ

と

お

し

え

て

。
民み

ん

宿
し
ゅ
く

は

こ

の

道

を

ま

っ

す

ぐ

に

行

っ

た

と

こ

ろ

か

な

。
」 

（

う

わ

っ

、
ぼ

く

ん

ち

だ

。
そ

う

い

え

ば

、
ゆ

う

べ

お

母

さ

ん

が

今

日

は

い

そ

が

し

く

な

る

っ

て

い

っ

て

た

な

。
） 

「

そ

、

そ

う

で

す

。

ま

っ

す

ぐ

行

っ

た

と

こ

ろ

で

す

。
」 

か

ず

き

は

あ

わ

て

て

返

事

を

し

、

ま

た

走

り

だ

し

た

。

後

ろ

か

ら

、 
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「

あ

り

が

と

う

。
」 

と

さ

け

ぶ

声

が

聞

こ

え

て

き

た

。 

か

ず

き

の

家

は

、
神こ

う

津づ

島し

ま

で

民

宿

を

い

と

な

ん

で

い

る

。
民

宿

の

仕

事

は

家

族

だ

け

で

や

っ

て

い

る

。
毎

年

夏

に

な

る

と

お

お

ぜ

い

の

お

客

さ

ん

が

と

ま

り

に

く

る

。
そ

の

と

き

は

、
食

事

や

お

ふ

ろ

の

じ

ゅ

ん

び

、
買

い

物

、
部へ

屋や

の

そ

う

じ

な

ど

で

と

て

も

い

そ

が

し

い

。
こ

の

前

も

お

も

し

ろ

い

テ

レ

ビ

を

む

ち

ゅ

う

で

み

て

い

た

と

き

、

お

父

さ

ん

に

、 

「

お

い

、

か

ず

き

、

手て

伝つ

だ

っ

て

く

れ

。
」 

と

言

わ

れ

、

し

ぶ

し

ぶ

手

伝

っ

た

こ

と

が

あ

っ

た

。 

か

ず

き

は

、
走

り

な

が

ら

い

そ

が

し

そ

う

に

は

た

ら

く

お

父

さ

ん

た

ち

の

こ

と

を

考

え

た

。 

（

で

も

今

日

は

何

も

言

わ

れ

て

い

な

い

や

。
） 

か

ず

き

は

、

さ

ら

に

ス

ピ

ー

ド

を

あ

げ

、

ま

ち

合

わ

せ

場

所

に

む

か

っ

た

。 

 

夕

日

に

て

ら

さ

れ

、
海

が

き

ら

き

ら

か

が

や

い

て

い

る

。
五

時

の

チ

ャ

イ

ム

が

な

っ

た

。
か

ず

き

は

急い

そ

い

で

帰

り

じ

た

く

を

す

る

と

、
ゆ

う

ま

と

わ

か

れ

、
家

に
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向む

か

っ

て

走

り

出

し

た

。 

（

早

く

家

に

帰

ら

な

き

ゃ

。
） 

坂

道

を

の

ぼ

っ

て

い

く

の

は

つ

ら

か

っ

た

が

、

一

生

け

ん

め

い

走

っ

た

。 

か

ず

き

の

家

の

中

か

ら

、
お

客

さ

ん

た

ち

の

話

し

声

や

笑わ

ら

い

声

が

聞

こ

え

て

き

た

。
に

ぎ

や

か

な

様よ

う

子す

が

外

ま

で

伝つ

た

わ

っ

て

く

る

。
や

は

り

、
先

ほ

ど

会

っ

た

つ

り

の

お

客

さ

ん

た

ち

の

団

体

が

と

ま

っ

て

い

る

ら

し

い

。 

か

ず

き

は

、
う

ら

口

か

ら

そ

っ

と

家

の

中

に

入

っ

た

。
も

う

す

ぐ

夕

は

ん

の

時

こ

く

だ

。
お

父

さ

ん

や

お

母

さ

ん

が

食

事

の

用

意

に

追お

わ

れ

、
い

そ

が

し

く

動

き

ま

わ

っ

て

い

る

。
お

じ

い

ち

ゃ

ん

は

じ

ま

ん

の

舟ふ

な

も

り

を

つ

く

っ

て

い

る

。
み

ん

な

、
帰

っ

て

き

た

か

ず

き

に

気

づ

く

よ

ゆ

う

も

な

い

。
か

ず

き

は

そ

の

様

子

を

じ

っ

と

見

つ

め

て

い

た

。 

 

か

ず

き

は

急

い

で

く

つ

を

ぬ

い

だ

。
そ

し

て

、
食

ど

う

に

行

き

、
コ

ッ

プ

や

お

さ

ら

を

な

ら

べ

る

。
台

所

か

ら

で

き

あ

が

っ

た

料
り
ょ
う

理り

を

運

ん

で

い

く

。
今

日

も

お

じ

い

ち

ゃ

ん

の

舟

も

り

は

お

い

し

そ

う

だ

。
お

父

さ

ん

や

お

母

さ

ん

は

そ

ん

な

か

ず

き

の

す

が

た

に

気

づ

い

た

。 
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「

あ

り

が

と

う

、

か

ず

き

。

助た

す

か

る

よ

。
」 

 

つ

り

の

お

客

さ

ん

た

ち

が

帰

る

日

が

来

た

。
か

ず

き

は

お

父

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

さ

ん

ば

し

に

見

送

り

に

行

っ

た

。

竹た

け

し

ば

行

き

の

客

船

が

波な

み

に

ゆ

れ

て

い

る

。

お

客

さ

ん

の

一

人

が

声

を

か

け

て

き

た

。 

「

と

て

も

い

い

宿

だ

っ

た

よ

。
そ

れ

に

君

は

ま

だ

小

学

生

な

の

に

、
家

の

仕

事

を

手

伝

っ

て

え

ら

い

ね

。
」 

（

だ

っ

て

家

族

だ

も

の

…

…

。
） 

そ

う

思

い

な

が

ら

か

ず

き

は

え

が

お

を

返

し

た

。 

（

武

田 

淳 

作

） 
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北ほ

く

斎さ

い

通ど

お

り 

（
墨す

み

田だ

区く

） 

 

両
り
ょ
う

国ご

く

か

ら

錦き

ん

糸し

町
ち
ょ
う

に

向む

か

っ

て

、
「

北ほ

く

斎さ

い

通ど

お

り

」
と

い

う

道

が

あ

り

ま

す

。
通と

お

り

に

あ

る

街が

い

路ろ

灯と

う

に

は

、

た

く

さ

ん

の

絵

が

飾か

ざ

ら

れ

て

い

ま

す

。 

「

こ

の

赤

い

富ふ

士じ

山さ

ん

の

絵

は

、

見

た

こ

と

が

あ

る

よ

。
」 

「

こ

の

花

の

絵

は

、

色

が

す

て

き

。
」 

は

る

か

は

、

北

斎

通

り

の

絵

が

大

好

き

で

す

。

ど

の

絵

も

生

き

生

き

と

し

て

、

人

や

動

物

が

今

に

も

動

き

出

し

そ

う

で

す

。

は

る

か

は

特と

く

に

、

海

の

絵

が

気

に

入

っ

て

い

ま

す

。
大

き

な

波な

み

、
波

に

負ま

け

な

い

船

、
そ

し

て

遠

く

に

見

え

る

富

士

山

。

何な

ん

度ど

見

て

も

あ

き

ま

せ

ん

。 

（

ど

う

し

て

、

こ

の

道

に

絵

が

か

ざ

ら

れ

て

い

る

の

か

し

ら

。
） 

そ

う

思

っ

た

は

る

か

は

、

お

父

さ

ん

に

北

斎

通

り

の

こ

と

を

教

え

て

も

ら

い

ま

し

た

。 

北

斎

通

り

に

飾

ら

れ

て

い

る

絵

は

す

べ

て

、
江え

戸ど

時じ

代だ

い

の

絵え

師し

、 

か

つ

飾し

か

北ほ

く

斎さ

い

の

作さ

く

品ひ

ん

だ

そ

う

で

す

。 

 

飾

北

斎

は

、

お

よ

そ

二

百

五

十

年

前

に

現げ

ん

在ざ

い

の

墨す

み

田だ

区く

で

生

ま

れ

ま

し

た

。
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こ

の

通

り

の

そ

ば

で

生

ま

れ

た

こ

と

か

ら

、
「

北

斎

通

り

」
と

い

う

名

前

に

な

っ

た

そ

う

で

す

。 

 

飾

北

斎

は

、
六

さ

い

で

絵

の

勉

強

を

始

め

、
な

く

な

る

九

十

さ

い

ま

で

、
版は

ん

画が

や

肉に

く

筆ひ

つ

画が

な

ど

の

浮う

き

世よ

絵え

を

か

き

続つ

づ

け

ま

し

た

。 

 

お

父

さ

ん

は

、 

飾

北

斎

の

作

品

が

の

っ

て

い

る

本

を

見

せ

て

く

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

、 

「

は

る

か

、

こ

こ

が

ど

こ

だ

か

わ

か

る

か

い

。
」 

と

言

っ

て

、

一い

ち

枚ま

い

の

絵

を

示し

め

し

ま

し

た

。 

「

え

え

と

、

大

き

な

橋は

し

が

あ

っ

て

人

が

た

く

さ

ん

い

る 

わ

。

ど

こ

の

川

か

し

ら

。
」 

橋

の

上

に

は

、

あ

ふ

れ

る

ほ

ど

の

人

が

い

て

、

大

き 

な

川

に

は

た

く

さ

ん

の

船

が

浮う

い

て

い

ま

す

。 

「

こ

こ

は

ね

、

隅す

み

田だ

川が

わ

だ

よ

。
」 

「

え

っ

、

本

当

。

家

か

ら

す

ぐ

近

く

の

川

だ

わ

。
」 

は

る

か

は

、

絵

を

じ

っ

く

り

見

ま

し

た

。

橋

を

わ

た

る

人

々

は

、

み

ん

な

え

が

お

で

楽

し

そ

う

で

す

。 

 飾 北 斎 「 冨 嶽 三 十 六 景  凱 風 快 晴 」（ 墨 田 区 蔵 ）  

＊
「
肉
筆
画
」 

手
が
き
の
作

品
の
こ
と
。 

＊
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ま

た

、
は

る

か

が

気

に

入

っ

て

い

る

海

の

絵

は

、
「

神か

奈な

川が

わ

沖お

き

浪な

み

裏う

ら

」
と

い

う

浮

世

絵

だ

と

分

か

り

ま

し

た

。 

 

飾

北

斎

の

本

の

ペ

ー

ジ

を

め

く

っ

て

い

た

は

る

か

が

、 
「

へ

え

、

す

ご

い

。

富

士

山

や

日

本

の

四し

季き

を

か

い

た

作

品

が

た

く

さ

ん

あ

る

の

ね

。
」 

と

言

う

と

、

お

父

さ

ん

は

応こ

た

え

ま

し

た

。 

「

そ

う

だ

ね

。

北

斎

は

、

日

本

の

風ふ

う

景け

い

や

人

々

の

様

子

を

、

た

く

さ

ん

か

い

た

ん

だ

よ

。

外

国

の

画

家

や

音

楽

家

に

も

、

え

い

き

ょ

う

を

与

え

た

ん

だ

。
」 

は

る

か

は

、 

飾

北

斎

が

ど

ん

な

思

い

で

絵

を

か

い

た

の

か

、

考

え

て

み

ま

し

た

。

す

る

と

ま

す

ま

す

、 

飾

北

斎

の

絵

が

好

き

に

な

り

ま

し

た

。 

「

日

本

の

自

然

や

、

人

々

の

様

子

か

あ

。
」 

は

る

か

は

、

自

分

が

好

き

な

日

本

の

自

然

や

暮く

ら

し

に

つ

い

て

、

思

い

浮

か

べ

ま

し

た

。 

（

茂

呂 

佳

江 

作

）  
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よ
り
良
い
物
を

目
指
し
て 

（
足あ

立だ
ち

区く

） 

 

「

こ

れ

、

と

っ

て

も

か

わ

い

い

で

す

。

す

ご

く

お

し

ゃ

れ

で

す

ね

。
」 

「

江え

戸ど

刺し

繍
し
ゅ
う

っ

て

、

本

当

に

き

れ

い

で

す

ね

。

日

本

の

技ぎ

術
じ
ゅ
つ

は

す

ご

い

で

す

ね

。
」 

母

が

作

っ

た

江

戸

刺

繍

の

携け
い

帯た
い

電

話

の

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

手

に

取

り

、

二

人

の

若わ
か

い

女じ

ょ

性せ

い

が

ほ

め

て

く

れ

ま

し

た

。

わ

た

し

の

母

の

努

力

が

報む
く

わ

れ

た

し

ゅ

ん

間

で

し

た

。 

 

わ

た

し

の

母

は

、
江

戸

刺

繍

の

職
し
ょ
く

人に
ん

で

す

。
祖そ

父ふ

も

同

じ

職

人

で

、
母

は

小

さ

い

と

き

か

ら

祖

父

に

教

わ

り

ま

し

た

。
江

戸

刺

繍

と

は

、
今

か

ら

お

よ

そ

千

四

百

年

前

か

ら

日

本

に

伝

わ

る

伝で
ん

統と
う

的て
き

な

刺

繍

を

い

い

ま

す

。

着

物

に

き

れ

い

な

色

の

絹き
ぬ

糸

で

模も

様よ
う

を

刺

繍

し

ま

す

。

そ

の

模

様

は

、
植

物

や

動

物

、
家

も

ん

な

ど

、
様

々

あ

り

、
着

物

を

着

る

人

の

注

文

に

よ

っ

て

変

わ

っ

て

い

き

ま

す

。
細

か

い

作

業

な

だ

け

に

、
機

械

化

が

進

ん

だ

今

も

、
職

人

さ

ん

の

手

作

業

に

よ

っ

て

作

ら

れ

て

い

ま

す

。 

＊
「
家
も
ん
」 

そ
れ
ぞ
れ
の

家
の
こ
と
を
表
し

た

マ

ー
ク
の
こ

と
。 

＊
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現げ
ん

在ざ
い

で

は

、

着

物

を

着

る

人

が

少

な

く

な

っ

た

た

め

、

江

戸

刺

繍

の

職

人

さ

ん

も

減

っ

て

き

て

い

ま

す

。

刺

繍

を

し

て

着

物

と

し

て

完

成

す

る

ま

で

に

、

き

れ

い

な

水

で

洗あ
ら

う

作

業

が

入

り

ま

す

。

そ

の

た

め

か

、

荒あ
ら

川か
わ

沿ぞ

い

の

足

立

区

で

は

、

職

人

さ

ん

が

ま

だ

多

く

い

ま

す

。

わ

た

し

の

母

も

そ

の

一

人

で

す

。 
母

は

、

い

つ

も

家

で

刺

繍

を

し

て

い

ま

す

。

わ

た

し

は

、

小

さ

い

と

き

か

ら

母

の

作

業

を

よ

く

見

て

い

ま

し

た

。

あ

る

日

、

わ

た

し

と

の

何

気

な

い

会

話

に

よ

っ

て

、

母

の

江

戸

刺

繍

に

対

す

る

ち

ょ

う

戦

が

始

ま

っ

た

の

で

す

。 

「

お

母

さ

ん

の

江

戸

刺

繍

っ

て

人

気

あ

る

の

。
」 

わ

た

し

は

、

今

ま

で

に

江

戸

刺

繍

の

こ

と

を

聞

い

た

こ

と

が

な

か

っ

た

の

で

、

母

に

質し
つ

問も
ん

し

て

み

ま

し

た

。 

「

そ

う

ね

、

ま

あ

ま

あ

か

な

。
」 

と

、

母

は

言

い

、

さ

ら

に

続

け

ま

し

た

。 

「

着

物

を

着

る

人

が

少

な

く

な

っ

た

け

ど

、

着

物

を

大

事

に

し

て

い

る

人

も

多

い

の

よ

。

着

物

を

着

る

人

に

と

っ

て

は

、

江

戸

刺

繍

は

喜

ば

れ

て

い

る

の

。

で

も

時

間

も

手

間

も

か

か

る

か

ら

、

値ね

段だ
ん

も

高

い

し

ね

。

日

本

の

伝

統

の

す

ば

ら

し

さ

を

、

本

当

は

多

く

の

人

に

知

っ

て

も

ら

い

た

い

わ

。
」 

母

の

言

葉

に

わ

た

し

は

少

し

考

え

ま

し

た

。

そ

し

て

、

思

い

切

っ

て

言

い

ま

し
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た

。 

「

江

戸

刺

繍

を

も

っ

と

多

く

の

人

に

伝

え

る

方

法

は

な

い

か

な

。
」 

「

そ

う

ね

ー

。

着

物

に

刺

繍

を

す

る

の

が

基き

本ほ
ん

だ

か

ら

ね

。
」 

「

着

物

以

外

に

何

か

工

夫

で

き

な

い

か

な

。
こ

ん

な

に

す

ば

ら

し

い

作

品

を

、
も

っ

と

多

く

の

人

に

知

っ

て

も

ら

わ

な

い

と

、

も

っ

た

い

な

い

よ

。
」 

「

何

か

考

え

て

み

よ

う

か

し

ら

。
」 

母

は

、

江

戸

刺

繍

の

新

し

い

道

を

考

え

始

め

ま

し

た

。 

（

江

戸

刺

繍

だ

か

ら

と

い

っ

て

、

着

物

だ

け

に

刺

繍

を

し

な

く

て

も

、

良

い

の

で

は

な

い

か

。
） 

そ

れ

か

ら

母

は

、

雑ざ
っ

貨か

屋や

さ

ん

や

手

芸

店

に

よ

く

通

う

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

お

店

に

あ

る

バ

ッ

ク

や

小

物

入

れ

な

ど

を

見

な

が

ら

、

い

ろ

い

ろ

調

べ

て

み

ま

し

た

。

一

度

、

色し

き

紙し

の

大

き

さ

に

家

も

ん

を

刺

繍

し

、

額が
く

に

か

ざ

る

作

品

を

作

っ

て

み

ま

し

た

。

し

か

し

、

家

も

ん

の

模

様

が

細

か

く

な

り

、

時

間

が

か

か

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

「

こ

れ

じ

ゃ

、

多

く

の

人

に

気

軽

に

持

っ

て

も

ら

え

な

い

し

、

作

る

の

に

も

時

間

が

か

か

る

な

。
」 

「

で

も

、

か

っ

こ

い

い

よ

。
」 
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と

、

わ

た

し

が

言

う

と

、

母

は

だ

ま

っ

て

、

せ

っ

か

く

作

っ

た

作

品

を

す

ぐ

箱

に

入

れ

、

お

し

入

れ

の

お

く

に

し

ま

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

母

は

そ

の

後

も

作

品

を

作

り

ま

し

た

が

、

納な
っ

得と
く

の

い

く

作

品

を

作

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

失

敗

を

く

り

返

す

中

、

わ

た

し

は

母

に

、

何

と

声

を

か

け

て

よ

い

か

わ

か

ら

な

く

な

り

、

作

品

づ

く

り

に

つ

い

て

は

何

も

言

わ

な

く

な

り

ま

し

た

。 わ

た

し

が

部

活

動

か

ら

お

そ

く

帰

っ

て

き

た

あ

る

日

、

げ

ん

関

に

母

が

走

っ

て

き

て

、

わ

た

し

に

あ

る

作

品

を

見

せ

て

く

れ

ま

し

た

。 

そ

れ

は

、
丸

い

か

ざ

り

に

桜
さ
く
ら

の

模

様

を

小

さ

く

刺

繍

し

た

ス

ト

ラ

ッ

プ

で

し

た

。 

 

母

は

、 

（

マ

ス

コ

ッ

ト

を

変

え

て

み

れ

ば

、

う

ま

く

い

く

か

も

し

れ

な

い

。
） 

と

思

い

、

早

速

、

手

芸

店

に

出

か

け

、

丸

い

か

ざ

り

の

つ

い

た

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

買

い

、

作

っ

た

そ

う

で

す

。 

「

す

ご

く

か

わ

い

い

し

、

こ

れ

い

い

よ

。

携

帯

電

話

に

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

つ

け

る

人 

は

多

い

し

、

江

戸

刺

繍

の

す

ご

さ

も

伝

わ

る

よ

。
」 

と

、

興こ
う

奮ふ
ん

し

な

が

ら

わ

た

し

は

言

い

ま

し

た

。 
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こ

う

し

て

母

は

、

デ

パ

ー

ト

で

行

わ

れ

た

伝

統

工

芸

品

展て
ん

に

そ

の

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

出

展

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

。

わ

た

し

は

そ

の

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

見

る

人

の 
 

反は
ん

応の
う

が

気

に

な

り

、

い

っ

し

ょ

に

つ

い

て

行

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

わ

た

し

の

心

配

を

よ

そ

に

、

す

ぐ

に

二

人

の

若

い

女

性

が

ス

ト

ラ

ッ

プ

に

気

付

き

、

と

て

も

ほ

め

て

く

れ

た

の

で

す

。

そ

の

後

、

そ

の

携

帯

電

話

の

ス

ト

ラ

ッ

プ

を

見

よ

う

と

、

人

だ

か

り

が

で

き

ま

し

た

。 

「

江

戸

刺

繍

は

、

小

さ

く

て

も

き

れ

い

ね

。
」 

「

日

本

の

文

化

は

す

ば

ら

し

い

わ

ね

。
」 

と

い

っ

た

言

葉

を

か

け

て

く

れ

る

人

が

た

く

さ

ん

い

ま

し

た

。

わ

た

し

は

、

笑

顔

で

自

分

の

作

品

に

つ

い

て

説

明

す

る

母

を

見

て

、

ガ

ッ

ツ

ポ

ー

ズ

を

し

ま

し

た

。 

母

は

こ

れ

を

境

に

、

様

々

な

江

戸

刺

繍

の

作

品

を

作

り

ま

し

た

。

鏡

や

け

し

ょ

う

道

具

を

入

れ

る

ポ

ー

チ

な

ど

、

そ

れ

ら

は

江

戸

刺

繍

の

伝

統

を

変

え

る

も

の

で

し

た

。 
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（

多

く

の

人

に

江

戸

刺

繍

を

知

っ

て

も

ら

い

た

い

。
） 

と

い

う

思

い

を

胸む
ね

に

、

母

は

今

日

も

江

戸

刺

繍

に

は

げ

ん

で

い

ま

す

。 

（

遠

藤 

信

幸 

作

） 
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い

ま

や

ら

ね

ば

い

つ

で

き

る 

 

わ

し

が

や

ら

ね

ば

た

れ

が

や

る 

（

小こ

平だ
い
ら

市し

） 

 

ぼ

く

は

、
お

父

さ

ん

に

つ

れ

ら

れ

て

小

平

市

に

あ

る

平ひ
ら

櫛く
し

田で
ん

中
ち
ゅ
う

彫
ち
ょ
う

刻こ

く

美び

術
じ
ゅ
つ

館か
ん

に

行

き

ま

し

た

。
そ

の

美

術

館

の

作

品

は

木き

彫ぼ

り

の

作

品

で

、
ど

の

作

品

も

迫は
く

力
り
ょ
く

が

あ

り

、

温

か

み

も

あ

り

、

と

て

も

魅ひ

か

れ

る

も

の

ば

か

り

で

し

た

。 

ぼ

く

は

、
美

術

館

に

あ

っ

た
「

田

中

語

録

」
に

書

か

れ

て

い

る

言

葉

が

と

て

も

気

に

な

り

ま

し

た

。

そ

れ

は

、 

「

い

ま

や

ら

ね

ば

い

つ

で

き

る 

わ

し

が

や

ら

ね

ば

た

れ

が

や

る

。
」 

と

い

う

言

葉

で

す

。 

平

櫛

田

中

の

代

表

的

な

作

品

は

、
「

鏡
か
が
み

獅じ

子し

」

だ

そ

う

で

す

。 

国

立

劇げ
き

場
じ
ょ
う

に

入

る

と

、
正

面

ホ

ー

ル

に

大

き

な

彫

刻

が

あ

り

ま

す

。
こ

れ

が
「

鏡

獅

子

」
で

す

。
こ

の

作

品

は

、
大

き

く

力

強

く

き

ら

び

や

か

な

彫

刻

で

、
だ

れ

も

が

心

ひ

か

れ

る

と

聞

き

ま

し

た

。 

ぼ

く

は

、
平

櫛

田

中

と

い

う

人

が

ど

ん

な

人

な

の

か

、
ど

ん

な

作

品

が

あ

る

の

か

を

も

っ

と

知

り

た

く

な

っ

て

き

ま

し

た

。 

 

＊

＊
「
た
れ
」 

 

「
だ
れ
」
と
い

う
こ
と
。
む
か
し

は
、
こ
の
よ
う
に

書
い
て
い
た
。 
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田

中

は

、
少

年

の

こ

ろ

木

彫

り

に

興
き
ょ
う

味み

を

も

ち

、
い

つ

か

本ほ
ん

格か
く

的て
き

に

木

彫

り

の

勉

強

を

し

た

い

と

い

つ

も

考

え

て

い

ま

し

た

。
二

十

二

才

の

時

に

、
人に

ん

形
ぎ
ょ
う

師し

の

中な
か

谷や

省せ
い

古こ

先

生

か

ら

木

彫

り

の

技ぎ

術
じ
ゅ
つ

や

彩さ
い

色
し
ょ
く

の

技

術

を

学

び

ま

し

た

。
こ

の

出

会

い

が

き

っ

か

け

で

、
木

彫

り

に

生
し
ょ
う

涯が
い

を

か

け

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。
以

来

、
百

才

を

こ

え

る

ま

で

、

ず

っ

と

彫

刻

の

世

界

で

生

き

て

き

た

の

で

す

。 

日

本

の

伝で
ん

統と
う

彫
ち
ょ
う

刻こ
く

の

見

本

と

な

る

よ

う

な

作

品

を

作

り

た

い

と

い

つ

も

考

え

て

い

た

田

中

に

は

、 

（

彫

り

た

い

。
） 

と

、

心

に

決

め

て

い

る

も

の

が

あ

り

ま

し

た

。 

そ

れ

は

、

歌か

舞ぶ

伎き

「

鏡

獅

子

」

の

獅

子

が

、

い

っ

た

ん

あ

げ

幕ま
く

の

中

に

入

り

、
ふ

た

た

び

花

道

に

出

て

、

舞ぶ

台た
い

の

口

で

、

そ

で

口

を

ぐ

っ

と

し

ぼ

り

、

ト

ン

と

ふ

ん

ば

っ

て

決

め

る

、
そ

の

ひ

き

し

ま

っ

た

し

ゅ

ん

間

の

鏡

獅

子

の

ポ

ー

ズ

で

す

。 

「

鏡

獅

子

」
の

大

作

は

、
六

十

四

才

の

時

か

ら

作

り

始

め

ま

し

た

。
大

変

な

苦

労

を

重

ね

、
二

十

二

年

も

の

長

い

年

月

を

か

け

て

完

成

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

そ

の

長

い

年

月

の

間

に

は

、
毎

日

の

生

活

さ

え

苦

し

く

な

っ

た

こ

と

も

あ

り

ま

し

た

。
ま

た

、
妻つ

ま

が

病

気

で

亡な

く

な

っ

た

り

、
モ

デ

ル

の

六

代

目

菊き
く

五ご

郎ろ
う

が

亡

く

な

＊
「
あ
げ
幕
」 

歌
舞
伎
で
、
役

者
の
出
入
り
口
に

か

け

る

幕
の
こ

と
。 

 

平 櫛 田 中 作  鏡 獅 子  
（ 小 平 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ）  

＊
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っ

た

り

し

て

、
制せ

い

作さ
く

を

続

け

ら

れ

な

く

な

る

時

も

あ

り

ま

し

た

。
し

か

し

、
い

く

つ

も

の

困こ
ん

難な
ん

に

あ

っ

て

も

制

作

に

だ

協

し

ま

せ

ん

で

し

た

。 

で

き

上

が

っ

た

木も
く

像ぞ
う

は

、
金

ぱ

く

が

お

さ

れ

、
そ

の

上

に

美

し

い

彩

色

が

ほ

ど

こ

さ

れ

、
ま

ば

ゆ

い

ば

か

り

に

か

が

や

き

を

放

つ

す

ば

ら

し

い

も

の

に

な

り

ま

し

た

。 

 

田

中

は

、
と

て

も

子こ

供ど
も

が

好

き

で

、
生

ま

れ

故こ

郷
き
ょ
う

の

小

学

校

や

中

学

校

、
高

校

へ

立り
っ

派ぱ

な

作

品

を

い

く

つ

も

お

く

っ

て

い

ま

し

た

。
鏡

獅

子

を

完

成

さ

せ

て

か

ら

も

、
帰き

郷
き
ょ
う

す

る

た

び

に

子

供

た

ち

に

会

う

た

め

に

学

校

を

訪
お
と
ず

れ

ま

し

た

。
そ

の

た

び

に

、 

（

い

ま

や

ら

ね

ば

い

つ

で

き

る

、

わ

し

が

や

ら

ね

ば

た

れ

が

や

る

。
） 

（

こ

れ

と

い

う

仕

事

を

決

め

た

ら

、
一

生

涯

わ

き

目

も

ふ

ら

ず

、
こ

つ

こ

つ

と

や

り

通

す

こ

と

じ

ゃ

。
） 

と

、
熱

い

思

い

を

こ

め

、
く

り

返

し

く

り

返

し

子

供

た

ち

を

は

げ

ま

し

て

き

ま

し

た

。
実じ

っ

際さ
い

に

田

中

は

、
一

つ

の

作

品

に

何

年

も

か

け

て

、
す

ば

ら

し

い

大

作

に

仕

上

げ

て

き

ま

し

た

。
と

き

に

は

、
一ひ

と

晩ば
ん

中
じ
ゅ
う

、
夢む

中
ち
ゅ
う

に

な

っ

て

作

り

続

け

た

こ

と

も

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。 
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田

中

は

九

十

七

才

の

時

、
玉

川

上

水

の

流

れ

と

静

け

さ

を

と

て

も

気

に

入

り

小

平

の

地

に

引

っ

こ

し

ま

し

た

。 

百

才

を

こ

え

て

も

、
制せ

い

作さ
く

意い

欲よ
く

は

ま

す

ま

す

盛さ
か

ん

で

、
小

平

の

自じ

宅た
く

に

は

材

料

と

な

る

巨き
ょ

木ぼ
く

を

三

十

年

分

も

用

意

し

て

い

ま

し

た

。 
「

六

十

、
七

十

は

鼻

た

れ

小

ぞ

う

、
男

ざ

か

り

は

、
百

か

ら

百

か

ら

、
わ

し

も

こ

れ

か

ら 

こ

れ

か

ら

。
」 

と

、
百

才

を

こ

え

て

も

な

お

元

気

に

、
全

国

で

開

か

れ

る

作さ
く

品ひ
ん

展て
ん

な

ど

に

意

欲

的

に

参

加

し

て

い

ま

し

た

。
ま

た

、
若わ

か

手て

の

育

成

に

も

精せ
い

力
り
ょ
く

的て
き

に

あ

た

っ

て

き

ま

し

た

。 

 

平

櫛

田

中

は

、
百

七

才

で

亡

く

な

る

ま

で

生

涯

わ

き

目

も

ふ

ら

ず

木

彫

り

の

仕

事

を

こ

つ

こ

つ

と

や

り

通

し

ま

し

た

。
力

強

い

の

に

温

か

く

、
細

か

い

と

こ

ろ

ま

で

、
見

事

に

彫

り

あ

げ

た

作

品

か

ら

は

、
田

中

の

生

き

ざ

ま

が

う

か

が

い

知

れ

ま

す

。 田

中

が

気

に

い

っ

て

い

た

小

平

の

家

は

、
今

は

美

術

館

と

な

り

人

々

に

熱

い

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

伝

え

続

け

て

い

ま

す

。 

（

大

野 

寿

久 

作

） 
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ロ

ー

ド

レ

ー

ス

大

会

の

思

い

出 

（

稲い
な

城ぎ

市し

） 

 

ぼ

く

と

武た
け

志し

は

同

じ

ク

ラ

ス

の

六

年

生

。
同

じ

地ち

域い
き

の

サ

ッ

カ

ー

チ

ー

ム

に

所し
ょ

属ぞ
く

し

て

い

る

、
常つ

ね

に

同

じ

ポ

ジ

シ

ョ

ン

を

争

う

ラ

イ

バ

ル

同

士

だ

。
十

二

月

に

入

っ

た

あ

る

日

、
チ

ー

ム

の

監か
ん

督と
く

が

、
毎

年

こ

う

例

で

一

月

中
ち
ゅ
う

旬
じ
ゅ
ん

に

行

わ

れ

て

い

る

市

民

ロ

ー

ド

レ

ー

ス

大

会

に

出

よ

う

と

み

ん

な

に

声

を

か

け

た

。 

冬

休

み

に

な

っ

た

。
大

会

に

出

場

す

る

か

ら

に

は

、
み

ん

な

に

負

け

た

く

な

い

。

特

に

、
ラ

イ

バ

ル

の

武

志

に

は

負

け

ら

れ

な

い

。
そ

ん

な

思

い

で

、
朝

、
走

っ

て

み

よ

う

と

思

い

立

っ

た

。 

冬

の

朝

は

か

な

り

寒

い

。
家

を

出

て

走

り

始

め

る

と

、
真

っ

白

な

息

が

出

て

き

た

。
こ

ん

な

に

朝

早

い

の

に

犬

の

散

歩

を

し

て

い

る

人

や

、
運

動

を

し

て

い

る

人

が

い

て

、

何

だ

か

心

強

く

感

じ

た

。

し

ば

ら

く

す

る

と

、 

「

お

ー

い

、

健け
ん

太た

。
」 

と

後

ろ

か

ら

声

を

か

け

ら

れ

た

。
ふ

り

向

く

と

、
何

と

武

志

だ

っ

た

。
武

志

も

少

し

前

か

ら

練

習

を

始

め

て

い

た

と

い

う

。
ど

う

せ

な

ら

、
毎

朝

い

っ

し

ょ

に

走

る

こ

と

に

し

よ

う

と

さ

そ

わ

れ

、

家

の

近

く

で

待

ち

合

わ

せ

る

こ

と

に

な

っ

た

。 

 

毎

朝

早

く

起

き

る

の

は

つ

ら

い

。
き

っ

と

ぼ

く

一

人

だ

っ

た

ら

と

っ

く

に

や

め
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て

い

た

だ

ろ

う

。
し

か

し

、
武

志

と

の

待

ち

合

わ

せ

が

あ

る

か

ら

、
何

と

か

続

け

て

走

る

こ

と

が

で

き

た

。 

  
い

よ

い

よ

ロ

ー

ド

レ

ー

ス

大

会

が

目

前

に

せ

ま

っ

て

き

た

。

武

志

か

ら

、 
「

本

番

の

レ

ー

ス

と

同

じ

よ

う

に

、
稲い

な

城ぎ

中
ち
ゅ
う

央お
う

公こ
う

園え
ん

の

総そ
う

合ご
う

グ

ラ

ウ

ン

ド

か

ら

ロ

ー

ド

レ

ー

ス

の

コ

ー

ス

を

走

っ

て

み

な

い

か

。
」 

と

さ

そ

わ

れ

、
や

っ

て

み

る

こ

と

に

し

た

。
練

習

で

あ

っ

て

も

、
何

だ

か

ど

き

ど

き

し

た

。

武

志

に

は

負

け

た

く

な

い

。 

「

よ

ー

い

、

ド

ン

！

」 

武

志

の

合

図

で

本

番

と

同

じ

よ

う

に

自

分

の

ペ

ー

ス

で

走

り

始

め

た

。
二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

の

コ

ー

ス

を

、
ぼ

く

は

お

も

い

っ

き

り

走

る

こ

と

に

し

た

。
な

か

な

か

好

調

。
こ

れ

だ

け

ス

ピ

ー

ド

を

出

し

て

も

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

だ

、
と

思

っ

て

走

っ

て

い

た

が

、
だ

ん

だ

ん

息

が

苦

し

く

、
足

も

重

く

な

っ

て

き

た

。
す

る

と

、
武

志

が

ぐ

ん

ぐ

ん

追

い

つ

い

て

き

て

、
あ

っ

と

い

う

間

に

ぬ

か

れ

て

し

ま

っ

た

。
そ

し

て

、

ず

っ

と

先

で

武

志

が

ゴ

ー

ル

。

ぼ

く

は

、

追

い

つ

け

な

か

っ

た

。

武

志

が

、 

「

健

太

は

、

も

っ

と

足

が

速

い

と

思

っ

て

い

た

よ

。
」 

と

、
よ

ゆ

う

の

あ

る

表
ひ
ょ
う

情
じ
ょ
う

で

言

っ

た

。
ぼ

く

は

、
歯

を

か

み

し

め

、
う

つ

む

い

て
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し

ま

っ

た

。 

  

そ

れ

か

ら

、
ぼ

く

は

、
武

志

と

の

朝

の

待

ち

合

わ

せ

の

場

所

に

行

か

な

く

な

っ

た

。 数

日

後

、

武

志

が

練

習

着

す

が

た

で

家

に

や

っ

て

き

た

。 

「

健

太

、

ど

う

し

た

ん

だ

。

毎

朝

い

っ

し

ょ

に

走

る

こ

と

に

し

た

じ

ゃ

な

い

か

。

体

調

で

も

悪

く

な

っ

た

の

か

と

来

て

み

た

ん

だ

け

ど

。
」 

と

心

配

そ

う

に

言

っ

た

。

ぼ

く

は

思

わ

ず

、 

「

ど

う

せ

走

っ

た

っ

て

、

速

く

な

ら

な

い

し

。

も

う

走

る

の

や

め

る

か

ら

。
」 

と

強

い

口

調

で

言

っ

た

。

す

る

と

武

志

は

、

少

し

考

え

た

様

子

で

、 

「

も

し

か

し

た

ら

、
こ

の

間

、
い

っ

し

ょ

に

コ

ー

ス

を

走

っ

た

こ

と

が

原げ
ん

因い
ん

な

の

か

な

。
そ

の

次

の

日

か

ら

だ

も

ん

な

、
い

っ

し

ょ

に

走

ら

な

く

な

っ

た

の

。
ぼ

く

が

勝

っ

た

か

ら

か

。
で

も

、
ぼ

く

が

速

く

走

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、
健

太

の

お

か

げ

だ

よ

。
」 

ぼ

く

の

お

か

げ

と

思

わ

れ

て

い

た

な

ん

て

、
び

っ

く

り

し

た

。
武

志

が

続

け

た

。 

「

ど

う

せ

速

く

な

ら

な

い

な

ん

て

言

う

な

よ

。
ぼ

く

は

健

太

と

毎

朝

い

っ

し

ょ

に

走

れ

る

と

思

う

か

ら

、
が

ん

ば

る

こ

と

が

で

き

た

ん

だ

。
絶ぜ

っ

対た
い

に

ぼ

く

た

ち

速
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く

な

っ

て

い

る

は

ず

だ

よ

。
」 

武

志

の

言

葉

に

、

い

ろ

い

ろ

な

思

い

が

こ

み

上

げ

て

き

た

。 

 

次

の

日

か

ら

、
ぼ

く

は

、
は

り

き

っ

て

待

ち

合

わ

せ

の

場

所

に

行

っ

た

。
同

じ

走

る

の

で

も

、

今

ま

で

と

は

気

分

が

ち

が

う

。

武

志

と

い

っ

し

ょ

に

走

る

朝

が

、

と

て

も

楽

し

い

。 

  

ロ

ー

ド

レ

ー

ス

大

会

本

番

。
サ

ッ

カ

ー

チ

ー

ム

の

他

の

仲

間

も

た

く

さ

ん

来

て

い

た

。
武

志

と

毎

朝

練

習

し

て

き

た

こ

と

が

思

い

出

さ

れ

た

。
ス

タ

ー

ト

ラ

イ

ン

に

着

い

た

時

、

後

ろ

を

ふ

り

向

く

と

武

志

と

目

が

合

っ

た

。 

（

お

た

が

い

、

せ

い

い

っ

ぱ

い

が

ん

ば

ろ

う

。
） 

そ

ん

な

思

い

が

通

じ

た

の

か

、

た

が

い

に

う

な

ず

い

た

。 

ス

タ

ー

ト

の

合

図

と

同

時

に

、
み

ん

な

が

い

っ

せ

い

に

走

り

出

し

た

。
前

を

見

て

、

と

に

か

く

走

っ

た

。 

あ

と

も

う

少

し

で

、
ゴ

ー

ル

の

グ

ラ

ウ

ン

ド

に

入

る

。
そ

う

思

っ

た

時

、
武

志

が

ぼ

く

を

追

い

ぬ

い

て

い

っ

た

。
ぼ

く

は

、
武

志

を

ぬ

き

返

そ

う

と

必

死

に

な

っ

た

。
す

ぐ

横

に

ま

で

せ

ま

っ

た

が

、
武

志

は

ぐ

ん

ぐ

ん

と

ス

ピ

ー

ド

を

上

げ

て

い

く

。
つ

い

て

い

こ

う

と

あ

り

っ

た

け

の

力

を

出

し

た

が

、
つ

い

に

追

い

つ

く

こ

と
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は

で

き

な

か

っ

た

。
ゴ

ー

ル

に

着

く

と

、
息

苦

し

さ

の

あ

ま

り

、
す

わ

り

こ

ん

で

し

ま

っ

た

。

す

る

と

、

武

志

が

や

っ

て

き

た

。 

「

健

太

、
す

ご

く

速

か

っ

た

な

。
追

い

つ

く

の

に

必

死

だ

っ

た

よ

。
健

太

が

い

た

か

ら

力

が

出

せ

た

ん

だ

。

今

ま

で

あ

り

が

と

う

。
」 

武

志

の

差

し

の

べ

た

手

を

に

ぎ

り

、

あ

く

手

を

し

た

。 

「

ぼ

く

も

、
武

志

の

速

さ

に

は

び

っ

く

り

し

た

よ

。
武

志

に

負

け

た

の

は

く

や

し

い

け

れ

ど

、

こ

こ

ま

で

が

ん

ば

れ

た

の

は

、

武

志

が

い

た

か

ら

だ

な

。
」 

 

武

志

は

見

事

に

入

賞

し

、
表

ひ
ょ
う

彰
し
ょ
う

台だ
い

に

上

っ

た

。
ぼ

く

は

、
そ

ん

な

武

志

を

見

な

が

ら

、

チ

ー

ム

の

み

ん

な

に

負

け

な

い

く

ら

い

お

も

い

っ

き

り

は

く

手

を

し

た

。 

「

武

志

、

が

ん

ば

っ

た

な

。
」 

ぼ

く

は

そ

う

さ

け

び

な

が

ら

、

自

然

と

笑え

顔が

お

が

こ

ぼ

れ

て

き

た

。 

 
 

 
 

 

（

鈴

木 

裕

子 

作

） 



 63

  



 64

 

ふ

る

さ

と

の

川 

（

三み

鷹た

か

市し

） 

 

秀ひ

で

雄お

は

、
野の

川が
わ

に

そ

っ

た

道

を

、
友

達

と

サ

イ

ク

リ

ン

グ

を

し

て

い

た

。
国こ

く

分ぶ

ん

寺じ

か

ら

小こ

金が

ね

井い

、
三み

鷹た

か

と

続

く

こ

の

道

に

は

、
野の

川が

わ

公こ

う

園え

ん

や

東と

う

京
き
ょ
う

天て

ん

文も

ん

台だ

い

の

森

が

あ

り

、

と

て

も

緑

豊ゆ

た

か

な

と

こ

ろ

で

あ

る

。 

秀

雄

は

野

川

を

見

な

が

ら

、
ふ

と

、
二

年

生

の

時

に

、
サ

ケ

を

放

流

し

た

こ

と

を

思

い

出

し

た

。 

（

あ

の

と

き

は

、
寒

か

っ

た

な

あ

。
で

も

、
サ

ケ

の

赤

ち

ゃ

ん

は

、
元

気

に

泳

い

で

い

た

っ

け

な

。
） 

 

十

二

月

ご

ろ

、

先

生

が

教

室

に

サ

ケ

の

卵
た
ま
ご

を

持

っ

て

き

た

。 

「

今

日

か

ら

、
二

年

一

組

み

ん

な

の

仲

間

で

す

。
野

川

に

放

す

と

、
海

で

大

き

く

な

っ

て

、
ま

た

帰

っ

て

来

る

ん

で

す

よ

。
二

月

ま

で

、
大

切

に

育

て

て

い

き

ま

し

ょ

う

ね

。
」 

秀

雄

は

、
休

み

時

間

に

な

る

と

、
さ

っ

そ

く

サ

ケ

の

卵

を

見

に

行

っ

た

。
サ

ケ

の

卵

は

、
オ

レ

ン

ジ

色

だ

。
小

さ

な

丸

い

つ

ぶ

が

、
た

く

さ

ん

並な

ら

ん

で

光

っ

て

い

る

。

よ

く

見

る

と

、

卵

の

中

に

ポ

ツ

ン

と

黒

い

も

の

が

あ

る

。

く

る

く

る

動

く

。
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目

だ

！

も

う

目

が

つ

い

て

い

る

。
赤

い

血

管

も

あ

る

。
二

、
三

日

た

つ

と

う

す

い

皮

の

中

に

何

か

が

す

け

て

見

え

て

き

た

。 

「

あ

っ

、

中

で

動

い

て

い

る

ぞ

。
」 

「

魚

み

た

い

な

形

を

し

て

い

る

！

」 
秀

雄

は

、

サ

ケ

の

赤

ち

ゃ

ん

が

見

た

く

て

た

ま

ら

な

く

な

っ

た

。 

 

そ

れ

か

ら

し

ば

ら

く

し

て

、
ふ

化

。
す

る

り

と

皮

を

抜ぬ

け

て

き

た

。
サ

ケ

の

赤

ち

ゃ

ん

の

た

ん

生

だ

。
体

は

ま

だ

す

き

と

お

っ

て

い

る

。
お

な

か

に

は

、
栄

養

の

入

っ

た

大

き

な

赤

い

ふ

く

ろ

を

つ

け

て

い

る

。

じ

っ

と

動

か

な

い

。 

（

こ

れ

が

外

の

世

界

か

…

…

。
） 

と

、
び

っ

く

り

し

て

い

る

み

た

い

だ

。
秀

雄

は

、
ガ

ラ

ス

細ざ

い

工く

み

た

い

な

サ

ケ

の

赤

ち

ゃ

ん

に

す

い

よ

せ

ら

れ

る

よ

う

に

見

入

っ

て

し

ま

っ

た

。 

（

ほ

ん

と

う

に

こ

の

サ

ケ

が

、
あ

の

大

き

な

海

を

わ

た

っ

て

、
ま

た

も

ど

っ

て

く

る

ん

だ

ろ

う

か

。
） 

秀

雄

は

と

て

も

不

思

議

に

思

っ

て

、

調

べ

て

み

る

こ

と

に

し

た

。 

 

秀

雄

の

読

ん

だ

本

に

は

こ

う

書

い

て

あ

っ

た

。 

 

サ

ケ

は

、

生

ま

れ

た

川

を

出

発

し

て

北

へ

向

か

い

、

カ

ナ

ダ

の

近

く

ま

で

行
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く

。

そ

れ

か

ら

北

太

平

洋

を

ま

わ

っ

て

、

三

、

四

年

後

に

ふ

る

さ

と

の

川

へ

卵

を

産

み

に

帰

っ

て

く

る

。 

 

そ

の

間

、

移い

動ど

う

す

る

距き

ょ

離り

は

、

一

万

三

千

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

上

に

な

る

と

言

わ

れ

て

い

る

。 

 
そ

れ

だ

け

の

旅

を

し

て

も

、

自

分

の

生

ま

れ

た

ふ

る

さ

と

の

川

に

も

ど

っ

て

く

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

海

に

は

何

の

目

印

も

な

い

し

、

た

く

さ

ん

の

川

が

流

れ

込こ

ん

で

い

る

の

に

、

サ

ケ

は

ま

ち

が

え

ず

に

、

た

っ

た

一

つ

、

自

分

の

生

ま

れ

た

川

へ

と

帰

っ

て

く

る

。 

 

ど

う

し

て

も

ど

っ

て

く

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

。

に

お

い

、

太

陽

の

位

置

、

水

の

温

度

な

ど

、

い

ろ

い

ろ

言

わ

れ

て

い

る

が

、

ま

だ

謎な

ぞ

だ

。 

 

そ

し

て

、

い

っ

た

ん

ふ

る

さ

と

の

川

に

入

っ

て

し

ま

う

と

、

も

う

海

へ

は

も

ど

ら

な

い

。 

こ

れ

か

ら

先

、

い

っ

さ

い

何

も

た

べ

な

い

。 

た

だ

ひ

た

す

ら

、

卵

を

産

む

場

所

を

め

ざ

し

て

、

川

を

の

ぼ

り

続

け

る

。

急

流

、

滝た

き

、

岩

、

浅あ

さ

瀬せ

、

動

物

…

…

、

そ

れ

ら

に

勇

か

ん

に

た

ち

む

か

い

、

傷き

ず

だ

ら

け

に

な

り

な

が

ら

も

命

を

か

け

て

、

川

を

の

ぼ

る

。 



 67

 

秀

雄

の

胸む

ね

は

、

何

だ

か

い

っ

ぱ

い

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

本

に

は

、

サ

ケ

が

、

自

分

の

生

ま

れ

た

ふ

る

さ

と

の

川

の

清

流

を

も

ど

っ

て

い

く

写

真

が

の

っ

て

い

た

。

た

く

ま

し

く

、

力

強

く

飛

び

は

ね

て

い

た

。 

 

秀

雄

は

、
二

年

一

組

で

か

え

っ

た

サ

ケ

が

、
と

て

も

か

わ

い

く

な

っ

た

。
心

を

込

め

て

育

て

た

。
そ

し

て

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

に

な

っ

た

と

き

、
い

よ

い

よ

野

川

に

返

す

こ

と

に

な

っ

た

。 

秀

雄

は

先

生

や

友

達

と

、
サ

ケ

の

稚ち

魚ぎ
ょ

を

放

流

に

行

っ

た

。
野

川

に

は

、
た

く

さ

ん

の

人

が

集

ま

っ

て

い

た

。
み

ん

な

、
今

ま

で

育

て

て

き

た

サ

ケ

の

入

っ

た

バ

ケ

ツ

や

水

そ

う

を

だ

い

じ

そ

う

に

か

か

え

て

い

た

。 

こ

の

日

の

た

め

に

、
サ

ケ

を

放

流

す

る

会

の

人

た

ち

や

近

く

の

中

学

生

の

人

た

ち

が

、
野

川

を

ず

っ

と

そ

う

じ

し

て

い

た

。
た

く

さ

ん

の

ご

み

を

拾

い

、
川

底

の

よ

ご

れ

た

ど

ろ

を

す

く

い

あ

げ

て

い

た

。 

野

川

の

水

は

、

今

日

は

と

て

も

澄す

ん

で

い

る

。 

い

よ

い

よ

放

流

だ

！ 

野

川

に

放

さ

れ

た

稚

魚

た

ち

は

、
た

く

さ

ん

の

仲

間

た

ち

と

か

た

ま

っ

て

元

気
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に

泳

い

で

い

た

。 

そ

の

か

た

ま

り

は

、

ま

る

で

ひ

と

つ

の

大

き

な

魚

の

よ

う

に

見

え

た

。 

や

が

て

、

下

流

を

め

ざ

し

て

サ

ケ

た

ち

は

泳

い

で

行

っ

た

。 
「

元

気

で

ね

、

か

な

ら

ず

帰

っ

て

き

て

ね

。
」 

秀

雄

は

そ

う

言

い

な

が

ら

、
い

つ

ま

で

も

い

つ

ま

で

も

、
稚

魚

た

ち

に

手

を

ふ

っ

て

い

た

。 

 

「

そ

ろ

そ

ろ

だ

な

。

も

し

、

サ

ケ

が

帰

っ

て

く

る

と

し

た

ら

…

…

。
」 

秀

雄

は

、
二

年

生

の

時

の

こ

と

を

思

い

出

し

な

が

ら

、
野

川

の

底

に

し

ず

ん

で

い

る

い

く

つ

も

の

空

き

か

ん

を

ぼ

ん

や

り

見

て

い

た

。 

次

の

日

曜

日

、
朝

の

ニ

ュ

ー

ス

で

、
サ

ケ

が

も

ど

っ

て

き

た

川

の

話

を

し

て

い

た

。 

「

野

川

に

も

、

い

つ

か

サ

ケ

が

帰

っ

て

く

る

の

だ

ろ

う

か

…

…

。
」 

秀

雄

は

、
体

が

ふ

る

え

る

の

を

感

じ

た

。
す

る

と

、
急

に

、
野

川

の

こ

と

が

気

に

な

っ

て

き

た

。 （

平

成

８

年

度 

東

京

都

教

育

委

員

会 
 

地

域

に

根

ざ

し

た

道

徳

資

料

集

第

２

集

よ

り

） 
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ぼ
く
た
ち
の
ほ
こ
り 

（
東

ひ
が
し

大や

ま

和と

市し

） 

 

ぼ

く

た

ち

の

学

校

に

は

、
校

庭

に

大

き

な

イ

チ

ョ

ウ

の

木

が

あ

る

。
木

の

高

さ

は

二

十

メ

ー

ト

ル

、
一

年

間

に

な

る

銀ぎ
ん

杏な
ん

の

重

さ

は

、
お

よ

そ

二

百

四

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

。

取

れ

た

銀

杏

は

、

全

校

児

童

に

配

ら

れ

、
そ

れ

ぞ

れ

の

家

庭

で

茶

わ

ん

蒸む

し

な

ど

に

入

れ

て

食

べ

ら

れ

る

。 

イ

チ

ョ

ウ

の

木

は

、
一

九

二

四

年

に

校こ
う

舎し
ゃ

の

東

側

に

植

え

ら

れ

た

。
イ

チ

ョ

ウ

の

木

は

お

よ

そ

九

十

才

。
た

く

さ

ん

の

人

が

、
大

切

に

お

世

話

を

し

て

き

た

。
図

画

工

作

の

時

間

で

は

、
イ

チ

ョ

ウ

の

木

を

写

生

し

た

。
体

育

の

時

間

で

は

、

イ

チ

ョ

ウ

の

木

の

周

り

を

リ

レ

ー

し

た

。
夏

の

暑

い

日

に

は

木

の

下

に

行

き

、
木

の

か

げ

で

す

ず

し

く

過す

ご

し

た

。
こ

の

小

学

校

を

卒

業

し

た

地ち

域い
き

の

人

た

ち

に

と

っ

て

、

イ

チ

ョ

ウ

の

木

は

学

校

の

ほ

こ

り

だ

。 
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毎

年

、

十

月

か

ら

十

一

月

に

か

け

て

、

い

つ

も

よ

り

少

し

早

く

登

校

し

て

落

ち

葉

拾

い

と

銀

杏

拾

い

を

す

る

。 

ぼ

く

は

、

銀

杏

拾

い

が

大

き

ら

い

だ

っ

た

。

落

ち

葉

拾

い

は

ま

だ

い

い

。

校

庭

の

東

側

を

は

く

だ

け

だ

。

し

か

し

、

銀

杏

は

く

さ

い

。

四

年

生

に

な

っ

て

も

き

ら

い

だ

っ

た

。

あ

る

日

、

ぼ

く

は

銀

杏

拾

い

を

し

な

い

で

、

友

達

が

拾

っ

て

い

る

の

を

座す
わ

っ

て

見

て

い

た

。 

「

順
じ
ゅ
ん

二じ

君

、

友

達

も

ち

ゃ

ん

と

拾

っ

て

い

る

ぞ

。
」 

と

通

り

か

か

っ

た

聡
さ
と
し

君

に

注

意

さ

れ

た

。

聡

君

は

同

じ

縦た
て

割わ

り

班は
ん

の

六

年

生

だ

。

下

を

向

い

て

だ

ま

っ

て

い

る

と

、 

「

し

ょ

う

が

な

い

な

。
」 

と

言

っ

て

、

聡

君

は

拾

い

始

め

た

。

ぼ

く

は

、

聡

君

が

代

わ

り

に

銀

杏

拾

い

を

し

て

い

る

の

を

不

思

議

な

気

持

ち

で

見

て

い

た

。 

下

校

の

と

き

、

主

事

室

に

あ

る

洗せ
ん

た

く

機

の

と

こ

ろ

に

、

先

生

や

地

域

の

人

た

ち

が

た

く

さ

ん

い

た

。

中

に

は

、

下

校

の

と

中

に

お

手

伝

い

に

き

た

中

学

生

も

い

た

。 

「

今

年

は

、

す

ご

く

と

れ

ま

し

た

ね

。
」 
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「

う

ち

で

は

、

毎

年

こ

の

銀

杏

を

楽

し

み

に

し

て

い

る

ん

で

す

よ

。

息

子

も

持

っ

て

き

た

し

、

今

で

は

孫ま
ご

も

持

っ

て

き

て

く

れ

る

か

ら

ね

。

銀

杏

を

見

る

と

、 
 

子こ

供ど
も

の

こ

ろ

を

思

い

出

す

の

よ

ね

。
」 

「

そ

れ

、

分

か

り

ま

す

よ

。

ぼ

く

も

こ

の

季

節

に

銀

杏

を

見

る

と

、

秋

の

運

動

会

の

リ

レ

ー

と

か

小

学

校

の

友

達

と

か

、

い

ろ

い

ろ

思

い

出

し

ま

す

。
」 

み

ん

な

は

、

楽

し

そ

う

に

銀

杏

を

あ

ら

っ

て

い

た

。 

（

な

ん

で

あ

ん

な

に

す

ご

い

に

お

い

な

の

に

、

笑

い

な

が

ら

で

き

る

の

か

な

。
） 

ぼ

く

は

不

思

議

に

思

っ

た

。 

寒

さ

が

厳き
び

し

く

な

っ

て

き

た

二

月

の

あ

る

日

、

先

生

が

思

わ

ぬ

話

を

し

た

。

イ

チ

ョ

ウ

の

木

が

弱

っ

て

い

る

と

い

う

の

だ

。 

「

今

年

は

残

念

な

が

ら

、
あ

ま

り

銀

杏

が

と

れ

な

い

な

。
か

れ

な

い

で

ほ

し

い

ね

。
」 

先

生

の

そ

の

言

葉

に

、

地

域

の

人

の

悲

し

そ

う

な

顔

が

う

か

ん

で

き

た

。 

イ

チ

ョ

ウ

の

木

が

か

れ

る

か

も

し

れ

な

い

と

い

う

話

を

聞

い

た

地

域

の

人

た

ち

や

卒

業

生

が

よ

く

学

校

に

来

る

よ

う

に

な

っ

た

。

イ

チ

ョ

ウ

の

木

の

周

り

を

そ

う

じ

し

た

り

、
晴

れ

た

日

が

続

い

た

と

き

に

は

水

を

あ

げ

た

り

し

て

い

た

。
中

に

は

、

木

を

さ

す

る

人

も

い

た

。 

「

も

う

銀

杏

が

取

れ

な

く

な

る

の

か

な

。

ず

っ

と

元

気

だ

っ

た

の

に

ね

。

か

れ

た
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ら

学

校

の

シ

ン

ボ

ル

が

な

く

な

っ

て

し

ま

う

…

…

。
」 

学

校

に

来

る

人

は

、

そ

ん

な

話

を

よ

く

し

て

い

た

。 

ぼ

く

が

五

年

生

に

な

っ

た

春

、

み

ん

な

が

喜

ぶ

う

れ

し

い

知

ら

せ

が

あ

っ

た

。

う

わ

さ

を

聞

い

た

木

の

お

医

者

さ

ん

が

、

イ

チ

ョ

ウ

の

木

を

治

し

て

く

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

だ

。

お

医

者

さ

ん

は

こ

の

小

学

校

の

卒

業

生

で

、 

（

こ

の

ま

ま

、

イ

チ

ョ

ウ

の

木

を

放

っ

て

は

お

け

な

い

。
） 

と

い

う

思

い

で

、

協

力

し

て

く

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

と

い

う

。

お

医

者

さ

ん

は

子

供

た

ち

が

い

な

い

夏

休

み

に

作

業

を

し

た

。

根

を

ふ

み

す

ぎ

て

し

ま

う

と

、

木

が

水

を

吸す

え

な

く

な

り

、

木

が

弱

る

と

い

う

こ

と

が

分

か

っ

た

。

地

域

の

人

と

先

生

た

ち

が

協

力

し

て

、

木

の

周

り

に

さ

く

を

作

り

、

夏

休

み

明

け

か

ら

は

木

の

下

に

は

行

け

な

い

こ

と

に

な

っ

た

。 

さ

く

が

で

き

、
数

日

た

っ

た

あ

る

日

、
校

庭

で

ド

ッ

ジ

ボ

ー

ル

を

し

て

い

る

と

、

ボ

ー

ル

が

イ

チ

ョ

ウ

の

木

の

さ

く

を

こ

え

て

、
中

に

入

っ

て

し

ま

っ

た

。
ぼ

く

は

、 

（

少

し

だ

け

な

ら

入

っ

て

も

だ

い

じ

ょ

う

ぶ

だ

ろ

う

。
） 

と

思

っ

て

、

足

を

上

げ

た

が

、

中

に

入

る

の

を

や

め

て

先

生

を

呼よ

び

に

行

っ

た

。 

「

イ

チ

ョ

ウ

さ

ん

、

元

気

に

な

れ

よ

。
」 

木

の

様

子

を

見

に

来

る

人

た

ち

は

、

木

に

話

し

か

け

て

い

る

よ

う

だ

っ

た

。 
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十

月

、

み

ん

な

の

気

持

ち

が

伝

わ

っ

た

の

か

、

イ

チ

ョ

ウ

の

木

も

元

気

を

取

り

も

ど

し

て

き

た

。 

そ

し

て

、
十

一

月

。
た

く

さ

ん

の

銀

杏

が

な

っ

た

。
地

域

の

人

や

卒

業

生

は

、
木

と

銀

杏

を

見

に

学

校

に

よ

く

来

た

。
み

ん

な

う

れ

し

そ

う

だ

っ

た

。 

ぼ

く

た

ち

五

年

生

は

、
木

曜

日

に

銀

杏

拾

い

を

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。 
 

「

明

日

は

木

曜

日

で

す

。
明

日

か

ら

銀

杏

拾

い

を

し

ま

す

が

、

毎

週

の

木

曜

日

の

朝

、

み

ん

な

よ

り

少

し

早

く

来

て

、

道

具

を

出

し

て

く

れ

る

人

は

い

ま

す

か

。
」 

と

先

生

が

み

ん

な

に

聞

い

た

の

で

、

ぼ

く

は

す

ぐ

に

手

を

挙

げ

た

。

次

の

日

、

ぼ

く

は

学

校

に

早

く

来

て

道

具

を

出

し

、

一

生

け

ん

命

働

い

た

。 
 

「

前

は

銀

杏

を

拾

う

の

を

あ

ん

な

に

い

や

が

っ

て

い

た

の

に

ど

う

し

た

の

。
」 
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と

友

達

が

聞

い

た

。

ぼ

く

は

、 

「

へ

へ

へ

。
」 

と

笑

っ

た

。

明

日

は

金

曜

日

。

二

年

生

が

銀

杏

拾

い

を

す

る

日

だ

。

ぼ

く

は

明

日

の

当

番

で

は

な

い

。

で

も

、

明

日

も

早

く

学

校

に

行

っ

て

、

二

年

生

と

い

っ

し

ょ

に

銀

杏

拾

い

を

し

よ

う

と

思

う

。

そ

し

て

、

中

学

生

に

な

っ

て

も

イ

チ

ョ

ウ

の

木

の

お

世

話

を

し

て

い

き

た

い

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

遠

藤 

信

幸 

作

） 
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歴れ

き

代だ

い

横よ

こ

綱づ

な

の
碑ひ 

（
墨す

み

田だ

区く

） 

 

「
相す

撲も

う

部ぶ

か
ら
の
勧か

ん

誘ゆ

う

な
ん
て
嫌い

や

だ
な
ぁ
。
」 

地
域
清せ

い

掃そ

う

を
し
な
が
ら
、
雄ゆ

う

介す

け

は
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。
今
日
は
、
年
二
回
の 

両
り
ょ
う

国ご

く

駅え

き

周
辺
の
ク
リ
ー
ン
デ
ー
で
す
。 

「
せ
っ
か
く
わ
ん
ぱ
く
相
撲
で
鍛き

た

え
た
ん
だ
か
ら
、
続
け
て
み
て
は
ど
う
だ
。
」 

一い

っ

緒し

ょ

に
参
加
し
て
い
た
祖
父
が
言
い
ま
し
た
。 

「
だ
っ
て
、
和か

ず

馬ま

が
冷
や
か
す
ん
だ
。
相
撲
部
に
入
る
こ
と
を
…
…
。
」 

言
い
訳
を
す
る
雄
介
。 

「
友
達
の
意
見
に
左
右
さ
れ
ち
ゃ
い
か
ん
。
部
活
動
は
自
分
が
入
る
ん
だ
ぞ
。
」 

祖
父
に
た
し
な
め
ら
れ
ま
し
た
。 

「
だ
っ
て
、
こ
の
前
の
大
会
で
は
一
回
戦
敗
退
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
」 

尻し

り

込ご

み
す
る
雄
介
に
、 

「
強
く
な
け
れ
ば
入
ら
な
い
な
ん
て
情
け
な
い
や
つ
だ
な
。
…
…
そ
う
だ
。
こ
の
道
か
ら
二
つ
目
の
緑

み
ど
り

町ま

ち

公こ

う

園え

ん

の
近
く

に
、
歴れ

き

代だ

い

横よ

こ

綱づ

な

の
碑ひ

が
あ
る
。
見
て
く
る
と
い
い
。
」 

と
祖
父
は
促

う
な
が

し
ま
し
た
。 

「
あ
の
碑
な
ら
知
っ
て
る
よ
。
別
に
今い

ま

更さ

ら

見
た
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
し
…
…
。
」 

し
ぶ
る
雄
介
を
後あ

と

押お

し
す
る
か
の
よ
う
に
祖
父
は
続
け
ま
し
た
。 

「
ど
う
せ
、
地
域
清
掃
の
範は

ん

囲い

な
ん
だ
か
ら
行
っ
て
み
な
さ
い
。
」 

 

し
ぶ
し
ぶ
行
っ
て
み
る
と
、
歴
代
横
綱
の
碑
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
小
さ
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
以
前
訪
れ
た
と

き
は
、
も
っ
と
大
き
く
て
圧あ

っ

倒と

う

さ
れ
る
よ
う
な
印
象
だ
っ
た
の
で
す
が
。
そ
れ
だ
け
自
分
が
成
長
し
た
の
か
。
そ
れ
と

も
相
撲
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
雄
介
は
し
ば
ら
く
碑
の
前
に
立
ち
つ
く
し
ま
し
た
。 
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「
や
い
雄
介
、
や
っ
ぱ
り
相
撲
部
に
入
る
の
か
よ
。
」 

追
い
か
け
て
き
た
和
馬
が
い
や
み
っ
ぽ
く
言
い
ま
し
た
。 

「
い
や
別
に
…
…
。
地
域
清
掃
だ
か
ら
来
た
だ
け
だ
よ
。
」 

言
葉
を
に
ご
す
雄
介
。 

「
や
あ
い
、
相
撲
部
、
相
撲
部
！
」 

囃は

や

し
立
て
る
和
馬
が
憎に

く

ら
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
言
い
返
す
こ
と
も
で
き
ず
に
、
和
馬
が
立
ち
去
る
の
を

待
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
歴
代
横
綱
の
碑
に
刻
ま
れ
た
名
前
を
一
つ
一
つ
追
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

初
代
横
綱
の
明あ

か

石し

志
賀

し

が

之の

介す

け

は
、
身
長
が
二
百
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
も
言
わ
れ
て
い
る
大
男
で
名
力
士
。
反
対

に
第
九
代
横
綱
・
秀ひ

で

ノの

山や

ま

雷ら

い

五ご

郎ろ

う

は
百
六
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
一
番
低
い
身
長
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
恵め

ぐ

ま
れ

な
い
体
格
を
努
力
で
カ
バ
ー
し
た
力
士
。
中
で
も
、
雄
介
が
心
惹ひ

か
れ
る
の
は
第
五
十
七
代 

三み

重え

ノの

海う

み

で
し
た
。 

三
重
ノ
海
は
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
と
力
士
を
目
指
し
て
上
京
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
力
士
の
基
準
で
あ
る
身
長
に

満
た
な
か
っ
た
た
め
、
工
場
で
働
き
な
が
ら
、
自
分
の
身
長
が
伸の

び
る
の
を
半
年
間
待
ち
ま
し
た
。
よ
う
や
く
六
年
後

に
入
幕
。
そ
の
後
は
順
調
に
昇

し
ょ
う

進し

ん

す
る
も
の
の
、
大お

お

関ぜ

き

目
前
に
病
気
に
な
り
無
念
の
休
場
。
三
年
後
に
大
関
に
な
り
、

さ
ら
に
三
年
半
後
に
念
願
の
横
綱
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
連
続
優
勝
も
果
た
し
ま
し
た
。 

  

し
ば
ら
く
す
る
と
、
通
り
か
が
り
の
敬
老
会
の
横よ

こ

田た

さ
ん
が
声
を
か
け
て
き
ま
し
た
。 

「
君
は
相
撲
が
好
き
か
い
。
」 

黙だ

ま

っ
た
ま
ま
の
雄
介
に
、 

「
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
歴
代
横
綱
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
も
体
格
も
異
な
る
。
ま
た
、
人
生
の
波
も
紆う

余よ

曲
き
ょ
く

折せ

つ

だ
っ
た
。

で
も
、
一
つ
だ
け
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
何
だ
と
思
う
。
」 

と
横
田
さ
ん
が
尋た

ず

ね
て
き
ま
し
た
。
な
お
も
黙
っ
て
い
る
雄
介
に
、 

「
そ
れ
は
ね
、
ど
の
横
綱
も
自
分
の
よ
さ
を

大
限
に
生
か
し
た
決
ま
り
手
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
よ
。
」 

と
断
言
す
る
横
田
さ
ん
の
言
葉
に
は
重
み
が
あ
り
ま
し
た
。 

＊
「
紆
余
曲
折
」 

 

も
の
ご
と
の
事

情
が
、
い
ろ
い
ろ

と
複
雑
に
変
化
す

る
よ
う
す
。 

 

＊ 
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「
私
の
孫
も
、
綱つ

な

中
ち
ゅ
う

の
相
撲
部
な
ん
だ
よ
。
」 

「
あ
っ
、
僕ぼ

く

を
勧
誘
し
た
横
田
先せ

ん

輩ぱ

い

の
お
じ
い
さ
ん
で
す
ね
。
」 

よ
う
や
く
口
を
開
い
た
雄
介
に
、
笑
顔
に
な
っ
た
横
田
さ
ん
は
、 

「
家う

ち

の
孫
も
、
一
年
生
の
時
は
迷
っ
て
い
た
よ
。
小
さ
い
体
を
生
か
し
た
決
ま
り
手
は
何
か
悩な

や

ん
で
ね
。
」 

と
言
っ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。 

（
三
年
生
の
今
と
な
っ
て
は
立
派
な
体
格
を
も
つ
先
輩
が
、
体
格
に
恵
ま
れ
ず
に
悩
ん
だ
と
き
が
あ
っ
た
と
は
…
…
。
） 

雄
介
は
驚

お
ど
ろ

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、 

（
先
輩
は
、
な
ぜ
僕
を
相
撲
部
に
誘
っ
た
の
だ
ろ
う
。
） 

と
考
え
ま
し
た
。
確
か
に
、
雄
介
は
小
さ
い
頃
か
ら
体
格
が
よ
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、 

「
相
撲
取
り
に
な
れ
。
」 

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
町
内
の
わ
ん
ぱ
く
相
撲
に
も
周
り
か
ら
後
押
し
さ
れ
て
出
場
し
ま
し
た
。
初
出
場
の
小
学
一

年
生
か
ら
小
学
三
年
生
で
大
関
に
な
る
ま
で
は
ト
ン
ト
ン
拍

び
ょ
う

子し

で
し
た
。
で
も
、
雄
介
が
四
年
生
の
冬
、
ス
キ
ー
で
骨

折
し
、
二
ヶ
月
も
松ま

つ

葉ば

杖づ

え

の
生
活
に
な
っ
て
練
習
が
で
き
ず
、 

「
相
撲
は
や
め
る
。
」 

と
家
族
に
宣
言
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
祖
父
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
、 

（
せ
っ
か
く
、
大
関
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
横
綱
ま
で
頑が

ん

張ば

ろ
う
。
） 

と
決
意
し
た
の
で
し
た
。 

そ
れ
か
ら
は
、
目
標
に
向
か
っ
て
が
む
し
ゃ
ら
に
努
力
し
ま
し
た
。
そ
の
成
果
も
あ
り
、
五
年
生
で
優
勝
し
横
綱
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

優
勝
を
契け

い

機き

に
、
雄
介
は
少
し
自
信
が
も
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
強
く
な
る
と
練
習
が
楽
し
く
な
り
、
ま
す
ま

す
練
習
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
六
年
生
で
も
連
続
優
勝
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

そ
れ
な
の
に
雄
介
は
、
中
学
校
に
入
学
し
た
途と

端た

ん

に
相
撲
部
へ
の
入
部
を
尻
込
み
し
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
だ
か
友

達
の
目
や
声
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 
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雄
介
は
も
う
一
度
、
歴
代
横
綱
の
碑
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
。 

（
あ
そ
こ
に
名
前
を
刻
ま
れ
て
い
る
横
綱
た
ち
に
は
、
僕
と
は
違ち

が

う
何
か
が
あ
る
。
） 

ど
の
横
綱
も
苦
労
を
重
ね
て
力
士
に
な
り
ま
し
た
。
幕ま

く

内う

ち

ま
で
に
も
い
く
つ
も
の
試
練
に
耐た

え
、
入

に
ゅ
う

幕ま

く

し
て
か
ら
も
、 

度た

び

重
な
る
逆
風
に
打
ち
勝
ち
、
横
綱
ま
で
昇
進
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
相
撲
に
誇ほ

こ

り
を
も
ち
、
ず
っ
と
相
撲
が

続
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
横
綱
た
ち
の
こ
と
は
理
解
で
き
る
の
に
、
ど
う
し
て
も
反
対
の
方
向
を
向
い
て
し

ま
う
自
分
の
心
が
、
雄
介
に
も
分
か
ら
な
い
の
で
し
た
。 

  

帰
宅
す
る
と
、
去
年
の
わ
ん
ぱ
く
相
撲
の
番
付
表
を
眺な

が

め
な
が
ら
、
祖
父
が
待
っ 

て
い
ま
し
た
。 

「
何
か
分
か
っ
た
か
ね
。
」 

「
別
に
…
…
。
」 

な
げ
や
り
な
雄
介
。 

「
あ
の
碑
を
見
て
何
も
思
わ
な
い
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
」 

再
度
の
祖
父
の
言
葉
に
、 

「
歴
代
の
横
綱
の
す
ご
さ
に
比
べ
る
と
僕
な
ん
か
…
…
。
」 

と
雄
介
は
口
ご
も
り
ま
し
た
。 

「
僕
な
ん
か
何
だ
い
？ 

何
で
も
い
い
か
ら
思
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
て
ご
ら
ん
。
」 

こ
の
言
葉
に
促
さ
れ
、
自
問
し
て
い
る
こ
と
を
祖
父
に
相
談
し
て
み
ま
し
た
。 

「
相
撲
部
に
入
る
か
ど
う
か
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
。
『
吾わ

れ

日
に
三
た
び
省

か
え
り

み
る
』
と
い
う

言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
は
大
切
だ
よ
。
こ
の
機
会
に
、
雄
介
の
よ
い
と
こ
ろ
を
発
見

す
る
こ
と
だ
。
自
分
の
よ
さ
に
は
、
も
っ
と
自
信
を
も
っ
て
い
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
さ
を
伸
ば
す
た
め
に
ど
う
す

れ
ば
よ
い
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
だ
。
」 

と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
の
で
し
た
。
隣

と
な
り

に
い
た
父
か
ら
も
、 

 

＊

＊
「
吾
日
に
三
た

び
省
み
る
」 

三
省
。
日
に
三

度
我
が
身
を
省
み

る
こ
と
。
幾
た
び

も

反

省

す

る

こ

と
。
「
論
語
」
に

あ
る
。 



 80

「
友
達
の
冷
や
か
し
な
ん
か
に
左
右
さ
れ
て
は
ダ
メ
だ
ぞ
。
部
活
動
へ
の
入
部
は
自
分
に
合
っ
た
と
こ
ろ
を
選
ぶ
こ
と

だ
。
」 

と
一
言
添そ

え
ら
れ
ま
し
た
。 

（
僕
の
よ
さ
っ
て
何
だ
ろ
う
…
…
。
） 

雄
介
は
、
自
問
自
答
し
て
み
ま
し
た
。
雄
介
は
勉
強
が
苦
手
で
す
。
特
に
、
数
学
と
理
科
が
苦
手
で
す
。
雄
介
の
中

で
は
得
意
な
分
野
の
音
楽
と
体
育
だ
っ
て
、
ク
ラ
ス
で
は
中

ち
ゅ
う

位
ぐ
ら
い

な
の
で
す
。
得
意
と
言
っ
て
も
、
体
育
の
中
の
長

ち
ょ
う

距き

ょ

離り

走そ

う

や
マ
ッ
ト
運
動
は
だ
め
で
し
た
。
自じ

慢ま

ん

で
き
る
も
の
と
言
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
わ
ん
ぱ
く
相
撲
の
優
勝
な
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
本
物
の
力
士
に
な
ろ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
相
撲
部
な
ん
て
格
好
悪
い
と
考
え
て
、
こ
れ
ま

で
や
っ
て
き
た
相
撲
を
や
め
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
和
馬
た
ち
に
冷
や
か
さ
れ
た
く
ら

い
で
、
頑
張
っ
て
き
た
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。 

そ
う
考
え
る
と
、 

「
自
分
の
よ
さ
に
自
信
を
も
っ
て
い
い
。
」 

と
い
う
祖
父
の
言
葉
が
心
に
大
き
く
響ひ

び

い
て
き
ま
し
た
。 

  

翌
朝
、
再
び
雄
介
は
歴
代
横
綱
の
碑
に
出
か
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
横
田
先
輩
が
い
ま
し
た
。 

「
雄
介
か
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た
よ
。
や
っ
ぱ
り
雄
介
に
は
相
撲
部
が
ぴ
っ
た
り
だ
よ
な
。
」 

と
先
輩
は
言
い
ま
し
た
。 

「
は
い
。
も
う
迷
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

 

き
っ
ぱ
り
と
返
事
を
す
る
雄
介
。
こ
れ
か
ら
は
和
馬
に
何
か
言
わ
れ
て
も
、
自
分
の
よ
さ
に
自
信
を
も
っ
て
い
け
そ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
明
日
か
ら
の
相
撲
部
で
の
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
し
た
。 

（
坂
口 

幸
恵 

作
） 
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FROM:まい SUB:相談があるんだけど 

あのさ、かおりに相談があるんだけど……。

聞いてくれる？ 

 

FROM:かおり SUB:どうしたの？ 

そんな急に改まるなんてどうしたの？ 

まいはわたしの友達じゃん。 

何でも言いなさいよ。 

 

FROM:まい SUB:実はね 

わたしのことを悪く言う人がいるの･･････。

わたし、どうしたらよいか、よく分からない

んだよね。 

 

FROM:かおり SUB: 

それで確かめたの？ 

 

FROM:まい SUB:RE: 

それでって何？親友でしょ？ 

ちゃんと相談に乗ってよ。 

うわさで聞いただけだけど……。充分でし

ょ？ 

人のことを好き勝手に言ってさ。 

 

FROM:かおり SUB:RE:RE: 

うわさだけじゃよくないって。きちんと確か

めなよ。 

それに、まいからそんな話を聞きたくない。

 

FROM:まい SUB:RE:RE:RE: 

かおりはわたしの味方じゃないの？ 

もういいよ。かおりになんか相談しない。

じゃあね。 

 

心
を
届
け
る 

（
小こ

平
だ
い
ら

市し

） 

 

か
お
り
は
ベ
ッ
ド
に
腰こ

し

掛か

け
た
ま
ま
、
納
得
の
い
か
な
い
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
気
持
ち
を
抱か

か

え
て
い
た
。
ま
い
は
幼

な
じ
み
の
親
友
だ
が
、
ま
い
が
一
年
前
に
遠
く
の
町
へ
引
っ
越こ

し
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
は
か
お
り
の
住
む
小
平
市
と

遠
く
の
町
と
の
間
で
、
ず
っ
と
メ
ー
ル
で
の
や
り
と
り
を
続
け
て
い
る
。 

 
 

       

    

 

か
お
り
は
、
ま
く
ら
元も

と

の
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
ぽ
こ
っ
と
た
た
い
た
。 

（
何
な
の
あ
の
メ
ー
ル
。
自
分
か
ら
相
談
が
あ
る
っ
て
言
っ
て
お
い
て
、
勝
手
に
や
め
ち
ゃ
う
な
ん
て
…
…
。
し
か
も

う
わ
さ
に
振ふ

り
回
さ
れ
て
、
自
分
だ
っ
て
人
の
こ
と
を
悪
く
言
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
！
） 

 

か
お
り
は
、
携け

い

帯た

い

電
話
の
小
さ
い
画
面
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、
感
情
の
ま
ま
に
メ
ー
ル
を
入
力
し
た
。 

＊ ＊ 

＊ 

FROM:は、「発信者」を意味する記号。 

SUB:は、「タイトル」を意味する記号。

RE:は、「返信」を意味する記号。  

＊ 
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FROM:かおり SUB:まいはひどいよ 

 

さっきのメールは何なの！？ 

そっちが相談したいって言ってきたんでし

ょ？ 

しかも聞いてみれば、うわさは確かめてない

って言うし、まいだって相手のことを悪く言

っているじゃない！ 

まいだって、その子たちと結局同じじゃな

い！ 

私だってそんなの聞きたくないよ！親友だ

からって甘えないでよ！ 
 

          

こ
こ
ま
で
入
力
し
た
と
き
、 

 

か
お
り
は
母
親
の
呼
ぶ
声
に
気
づ
い
た
。
夕
食
の
時
間
だ
っ
た
。
携
帯
電
話
を
閉
じ
、
ベ
ッ
ド
に
放
り
投
げ
る
と
、

か
お
り
は
居
間
に
向
か
っ
た
。 

「
ど
う
し
た
の
、
か
お
り
。
そ
ん
な
怖こ

わ

い
顔
し
て
。
」 

 

か
お
り
は
、
ま
い
の
こ
と
を
母
に
話
す
べ
き
か
ど
う
か
一い

っ

瞬
し
ゅ
ん

迷
っ
た
が
、
ま
い
の
こ
と
は
母
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の

で
、
思
い
切
っ
て
打
ち
明
け
る
こ
と
に
し
た
。 

 

自
分
が
入
力
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
メ
ー
ル
の
こ
と
に
は
触ふ

れ
ず
、
か
お
り
は
ひ
と
し
き
り
話
し
た
。 

母
は
終
始
か
お
り
の
目
を
見
つ
め
て
黙だ

ま

っ
て
聞
い
て
い
た
が
、
か
お
り
が
話
し
終
え
る
と
、
静
か
に
切
り
出
し
た
。 

「
そ
れ
で
、
か
お
り
は
ど
う
す
る
の
？
」 

「
ど
う
す
る
っ
て
…
…
。
」 

「
ま
い
ち
ゃ
ん
の
こ
と
、
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
の
？
」 

「
…
…
わ
か
ん
な
い
。
メ
ー
ル
で
言
っ
て
み
た
の
、
ち
ゃ
ん
と
確
か
め
た
の
？
っ
て
。
で
も
、
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
く
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て
…
…
。
」 

 

言
い
よ
ど
ん
だ
か
お
り
の
動ど

う

揺よ

う

を
見み

逃の

が

さ
ず
、
母
は
さ
ら
り
と
こ
う
言
っ
た
。 

「
か
お
り
、
怒い

か

り
に
ま
か
せ
て
、
き
つ
い
言
葉
で
メ
ー
ル
を
打
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
し
ょ
。
」 

 

す
べ
て
を
見み

透す

か
し
た
よ
う
な
言
葉
と
母
の
表
情
に
、
か
お
り
は
ぎ
く
っ
と
し
た
。 

「
で
も
…
…
。
親
友
だ
か
ら
言
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
。
」 

か
お
り
は
母
に
訴

う
っ
た

え
か
け
る
よ
う
な
目
を
向
け
た
。 

「
あ
ら
、
親
友
だ
か
ら
、
気
を
つ
け
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
？
」 

 

黙
り
こ
く
っ
た
か
お
り
を
見
つ
め
な
が
ら
、
母
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
言
っ
た
。 

「
か
お
り
、
家
の
前
に
あ
る
ポ
ス
ト
を
見
に
行
っ
て
き
て
。
」 

 

急
に
何
を
言
い
出
す
ん
だ
ろ
う
。
ポ
ス
ト
？ 

か
お
り
は
不
思
議
に
思
っ
た
。 

「
…
…
わ
か
っ
た
。
」 

 
 

 

か
お
り
の
住
む
家
は
、
小
平
市
の
中
で
も
古
い
商
店
街
に
面
し
て
い
る
。
バ
ス
通 

り
か
ら
は
一
本
奥お

く

に
入
っ
た
通
り
で
、
車
よ
り
人
通
り
の
方
が
多
い
。
か
お
り
は
家 

を
出
て
、
す
ぐ
右
手
の
酒
屋
さ
ん
の
前
に
あ
る
ポ
ス
ト
を
眺な

が

め
た
。
こ
れ
が
い
っ
た 

い
な
ん
だ
っ
て
言
う
ん
だ
ろ
う
…
…
。 

 

「
お
母
さ
ん
、
た
だ
い
ま
。
丸
い
ポ
ス
ト
を
見
て
き
た
よ
。
あ
れ
が
ど
う
し
た
の
？
」 

「
ほ
か
の
形
の
ポ
ス
ト
を
見
た
こ
と
な
い
？
」 

か
お
り
は
考
え
た
。 

（
ポ
ス
ト
と
言
え
ば
、
ま
ず
赤
い
こ
と
が
印
象
的
だ
。
そ
の
ほ
か
に
は
…
…
。
） 

「
あ
、
四
角
い
ポ
ス
ト
が
あ
る
。
ほ
ら
、
あ
の
バ
ス
通
り
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト 

 

ア
の
と
こ
ろ
。
」 

小平市にある丸いポスト（小平市ホームページより）  
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「
東
京
中
の
ポ
ス
ト
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
四
角
い
の
よ
ね
。
古
く
か
ら
あ
る
の
は
丸
く
て
、
四
角
い
の
が
新
し
い
の
。
」 

「
そ
う
な
の
？ 

じ
ゃ
、
あ
の
丸
い
の
も
新
し
い
の
に
変
え
ち
ゃ
え
ば
い
い
の
に
。
」 

「
そ
う
言
う
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
あ
の
丸
い
ポ
ス
ト
は
ね
、
東
京
中
で
ど
ん
ど
ん
置
き
換か

え
ら
れ
て
い
て
、
丸
い
ポ
ス

ト
が
一
番
多
く
残
っ
て
い
る
の
が
、
小
平
市
な
ん
だ
っ
て
。
郵
便
局
で
丸
い
ポ
ス
ト
の
写
真
展
を
や
っ
て
い
て
、
い

ろ
い
ろ
聞
い
て
き
ち
ゃ
っ
た
。
」 

「
ポ
ス
ト
の
写
真
か
。
ポ
ス
ト
が
丸
い
か
四
角
い
か
な
ん
て
、
深
く
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
」 

「
じ
ゃ
あ
、
丸
い
ポ
ス
ト
で
小
平
市
の
町
お
こ
し
を
や
っ
て
る
っ
て
知
っ
て
る
？
」 

「
知
ら
な
か
っ
た
。
町
お
こ
し
っ
て
何
？
」 

「
町
お
こ
し
っ
て
い
う
の
は
、
簡
単
に
言
う
と
町
を
生
き
生
き
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
取
組
の
こ
と
。
小
平
市
の

場
合
は
、
町
お
こ
し
の
シ
ン
ボ
ル
が
丸
い
ポ
ス
ト
な
の
。
」 

「
で
も
、
手
紙
な
ん
て
そ
ん
な
に
書
か
な
い
し
、
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
の
方
が
早
く
て
い
い
じ
ゃ
な
い
。
」 

 

不
思
議
が
る
か
お
り
に
、
母
は
に
こ
っ
と
笑
っ
て
こ
う
言
っ
た
。 

「
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
ポ
ス
ト
を
見
に
行
か
せ
た
の
。
あ
の
ポ
ス
ト
ね
、
古
い
も
の
を
大
切
に
し
た
り
、
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
は
心
だ
っ
て
い
う
こ
と
の
シ
ン
ボ
ル
な
ん
だ
っ
て
。
今
度
、
日
本
一
大
き
な
丸
い
ポ
ス
ト
を
み
ん
な
の
募ぼ

金き

ん

で
作
っ
た
そ
う
よ
。
外
の
丸
い
ポ
ス
ト
を
見
て
ね
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
心
な
ん
だ
っ
て
こ
と
を
、
あ
な
た
に

考
え
て
ほ
し
か
っ
た
の
。
」 

 

か
お
り
は
黙
り
込こ

ん
だ
。
丸
い
ポ
ス
ト
と
ま
い
の
顔
が
、
頭
の
中
に
重
な
り
合
っ
て
、
浮う

か
ん
で
は
消
え
た
。 

（
親
友
っ
て
何
だ
ろ
う
。
私
と
ま
い
の
つ
な
が
り
っ
て
何
だ
ろ
う
。
一
年
前
ま
で
一い

っ

緒し

ょ

に
過
ご
し
た
毎
日
が
そ
う
な
の

だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
と
も
、
さ
っ
き
ま
で
私
が
半な

か

ば
お
こ
り
な
が
ら
打
っ
て
い
た
メ
ー
ル
？ 

そ
れ
な
ら
、
さ
っ
き

の
私
の
メ
ー
ル
に
は
、
言
葉
よ
り
も
何
よ
り
も
、
ま
い
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
打
っ
た
大
切
な
何
か
が
、
ち
ゃ

ん
と
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
…
…
。
） 

「
…
…
丸
い
ポ
ス
ト
っ
て
、
な
ん
か
か
わ
い
い
よ
ね
。
」 

か
お
り
は
つ
ぶ
や
い
て
み
た
。 
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「
そ
う
よ
ね
、
人
間
み
た
い
っ
て
い
う
か
、
あ
あ
い
う
古
い
も
の
を
大
事
に
し
て
、
心
の
つ
な
が
り
で
町
お
こ
し
を
し

よ
う
と
す
る
小
平
市
っ
て
、
お
母
さ
ん
は
好
き
だ
な
。
」 

母
の
顔
と
、
ま
い
の
笑
顔
と
、
あ
の
赤
く
て
丸
い
ポ
ス
ト
が
重
な
っ
て
、
な
ん
だ
か
丸
ご
と
ひ
っ
く
る
め
て
好
ま
し

い
も
の
に
思
え
て
き
た
。 

（

後
の
メ
ー
ル
を
送
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
。
） 

と
思
っ
た
。 

「
…
…
お
母
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
？ 

ま
い
に
対
し
て
。
」 

 

目
を
そ
ら
し
な
が
ら
聞
い
て
み
る
と
、
予
想
し
て
い
た
通
り
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。 

「
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
考
え
な
い
と
ね
。
あ
な
た
の
友
達
で
し
ょ
？ 

ま
い
ち
ゃ
ん
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
も
、
と
て

も
よ
い
子
だ
も
の
。
ち
ゃ
ん
と
じ
っ
く
り
伝
え
れ
ば
、
分
か
り
合
え
る
で
し
ょ
う
？
」 

「
う
ん
。
…
…
あ
り
が
と
う
。
」 

 

な
ん
だ
か
ほ
ん
の
少
し
前
に
感
じ
て
い
た
も
の
が
、
急
に
ど
う
で
も
よ
く
思
え
た
。
そ
れ
が
う
れ
し
く
て
、
自
然
と

笑
顔
が
出
た
。 

「
う
ん
。
ほ
ら
、
お
腹
空
い
た
で
し
ょ
う
？ 

ご
飯
だ
か
ら
手
を
洗
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
」 

「
は
い
。
」 

 

返
事
を
し
て
洗
面
所
に
行
き
、
手
を
洗
い
な
が
ら
、
か
お
り
は
ま
い
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。 

（
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
心
。
心
を
込
め
て
伝
え
た
言
葉
だ
っ
た
ら
、
ま
い
は
き
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
る
に
ち
が
い

な
い
。
だ
っ
て
、
ま
い
は
私
の
、
言
葉
だ
け
じ
ゃ
な
い
本
当
の
親
友
な
の
だ
か
ら
。
そ
う
だ
、
心
を
込
め
て
手
紙
を

書
こ
う
。
私
の
文
字
で
。
メ
ー
ル
だ
っ
て
便
利
で
好
き
だ
。
け
れ
ど
、
た
ま
に
は
住
所
を
一
か
ら
書
い
て
み
る
の
も
、

い
い
か
も
し
れ
な
い
。
） 

 

丸
い
ポ
ス
ト
と
、
引
き
出
し
の
奥
に
し
ま
っ
た
き
り
の
か
わ
い
い
便
せ
ん
を
思
い
浮
か
べ
て
、
か
お
り
は
居
間
に
向

か
っ
た
。 

 

（
松
澤 

亮 

作
） 
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幻
ま
ぼ
ろ
し

の
梨

な

し 

（
稲い

な

城ぎ

市し

） 

 

私
の
住
む
稲い

な

城ぎ

市し

で
は
、
「
梨な

し

も
ぎ
」
や
「
梨
宅
配
便
」
と
い
う
の
ぼ
り
が
、
八
月
の
お
盆ぼ

ん

を
過
ぎ
る
と
街
中
に
た

く
さ
ん
立
て
ら
れ
る
。
特
産
の
梨
が
、
市
場
に
は
出
さ
れ
ず
に
ほ
と
ん
ど
直
売
所
で
売
ら
れ
る
か
ら
だ
。 

九
月
の

初
の
日
曜
日
、
部
活
動
の
試
合
に
必
要
な
も
の
を
買
っ
た
帰
り
に
、
私
は
川か

わ

村む

ら

さ
ん
の
梨
の
直
売
所
の
前

を
通
る
と
、 

「
今
年
も
お
い
し
く
で
き
た
か
ら
食
べ
て
い
っ
て
。
」 

と
、
川
村
さ
ん
が
声
を
か
け
て
く
れ
た
。 

そ
の
川
村
さ
ん
は
、
い
つ
も
大
き
な
声
で
直
売
所
を
営
業
し
て
い
る
元
気
な
お
ば
あ
さ
ん
だ
。
そ
の
川
村
さ
ん
の
梨

園
は
、
江
戸

え

ど

時
代
か
ら
梨
を
作
っ
て
い
る
古
い
梨
園
の
一
つ
で
あ
る
。 

私
が
お
い
し
く
梨
を
食
べ
て
い
る
と
、
お
客
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
。 

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
お
久
し
ぶ
り
。
」 

と
、
川
村
さ
ん
の
張
り
あ
る
声
が
響ひ

び

い
た
。 

「
予
約
し
て
い
た
、
『
稲
城
』
を
買
い
に
来
ま
し
た
。
」 

お
得
意
さ
ん
の
よ
う
だ
っ
た
。 

「
お
待
ち
し
て
い
ま
し
た
よ
。
き
っ
と
ご
両
親
も
心
待
ち
に
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
」 

川
村
さ
ん
は
、
こ
の
お
客
さ
ん
が
毎
年
、
両
親
の
た
め
に
、
『
稲
城
』
と
い
う
大
き
な
梨
を
予
約
し
て
買
い
に
来
る

こ
と
に
特
別
な
思
い
を
抱い

だ

い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 

「
な
か
な
か
休
み
が
取
れ
な
く
て
、
今
年
は
い
つ
も
よ
り
二
週
間
遅お

そ

い
夏
休
み
が
や
っ
と
取
れ
ま
し
た
。
明
日
か
ら
三

日
間
実
家
に
帰
り
ま
す
。
」 

お
客
さ
ん
が
う
れ
し
そ
う
に
言
う
と
、 

「
そ
れ
は
大
変
で
し
た
ね
。
で
も
今
年
は
ご
自
分
で
ご
両
親
に
持
っ
て
行
け
ま
す
ね
。
ご
両
親
は
き
っ
と
喜
ば
れ
る
で 
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し
ょ
う
。
」 

と
、
川
村
さ
ん
は
親
心
を
伝
え
た
。 

そ
の
お
客
さ
ん
が
帰
る
と
、
川
村
さ
ん
は
私
に
『
稲
城
』
と
い
う
梨
の
説
明
を
し
て
く
れ
た
。 

「
こ
の
『
稲
城
』
は
、
人
気
の
ブ
ラ
ン
ド
の
品
種
で
、
食
べ
る
と
み
ず
み
ず
し
く
て
上
品
な
甘あ

ま

さ
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広

が
っ
て
と
て
も
お
い
し
い
の
。
大
き
さ
は
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
よ
り
大
き
い
も
の
も
あ
る
の
よ
。
ほ
ら
、
あ
そ
こ
に
あ

る
の
が
『
稲
城
』
だ
よ
。
」 

「
わ
あ
、
本
当
で
す
ね
。
」 

私
は
、
そ
の
大
き
さ
に
び
っ
く
り
し
た
。 

「
た
だ
、
あ
の
大
き
さ
だ
か
ら
あ
ま
り
数
は
で
き
な
く
て
ね
。
だ
か
ら
売
っ
て
る
期
間
も
短
い
し
、
以
前
は
『
幻

ま
ぼ
ろ
し

の
梨
』

っ
て
言
わ
れ
た
と
き
も
あ
っ
た
の
よ
。
」 

「
だ
か
ら
常
連
さ
ん
は
、
予
約
を
し
て
か
ら
買
い
に
来
る
ん
で
す
ね
。
『
幻
の
梨
』
っ
て
、
本
当
に
特
別
な
感
じ
が
し

ま
す
よ
ね
。
」 

私
は
、
お
言
葉
に
甘
え
て
『
稲
城
』
を
食
べ
た
。
そ
の
み
ず
み
ず
し
さ
に
と
て
も
満
足
し
た
。 

私
の
満
足
そ
う
な
表
情
を
見
な
が
ら
、
川
村
さ
ん
は
こ
の
梨
園
に
ま
つ
わ
る
ご
自
身
の
話
を
し
て
く
れ
た
。 

「
今
年
七
十
二
歳さ

い

に
な
っ
た
こ
の
歳と

し

ま
で
梨
園
を
営
ん
で
こ
ら
れ
た
け
ど
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
人
に
助
け
て
も
ら
っ

た
か
ら
で
ね
。
実
は
梨
園
を
続
け
ら
れ
な
く
な
り
そ
う
な
と
き
も
あ
っ
た
の
よ
。
」 

私
は
、
意
外
な
言
葉
に
び
っ
く
り
し
て
い
た
。 

「
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
昭
和
四
十
九
年
の
台
風
で
、
多た

摩ま

川が

わ

が
増
水
し
て
、
稲
城
市
よ
り
少
し
下
流
で
は
家
ま
で
流
さ

れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
よ
。
」 

「
台
風
で
家
が
流
さ
れ
た
こ
と
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」 

「
こ
の
あ
た
り
の
梨
園
で
は
、
梨な

し

棚だ

な

が
壊こ

わ

れ
、
梨
の
木
が
何
本
も
折
れ
た
り
傷
つ
い
た
り
し
て
ね
。
少
し
た
つ
と
、
病

気
に
な
っ
た
木
も
で
た
の
。
家
族
や
他
の
梨
園
の
皆み

な

さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
も
と
に
戻も

ど

し
て
い
っ

た
の
よ
。
」 
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何
も
言
え
な
い
で
い
る
私
に
、
少
し
重
い
表
情
で
川
村
さ
ん
は
続
け
た
。 

「
家
族
み
ん
な
で
梨
園
を
立
て
直
し
て
い
る
と
き
に
、
私
の
不
注
意
で
、
は
し
ご
か
ら
足
を
踏ふ

み
外
し
て
右
足
を
骨
折

し
て
し
ま
っ
て
ね
。
た
だ
で
さ
え
梨
園
を
早
く
再
開
し
た
く
て
朝
か
ら
晩
ま
で
家
族
で
頑が

ん

張ば

っ
て
い
た
の
に
、
私
が

け
が
を
し
た
も
ん
だ
か
ら
、
夫
と
子
供
た
ち
に
余
計
な
負
担
を
か
け
て
し
ま
っ
た
の
よ
。
そ
の
頃こ

ろ

中
学
生
だ
っ
た 

息む

す

子こ

と
娘

む
す
め

は
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
は
な
ん
で
も
自
分
で
や
ろ
う
と
し
て
く
れ
て
ね
。
」 

「
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。
」 

川
村
さ
ん
は
、
う
な
ず
い
て
続
け
た
。 

「
息
子
は
、
台
風
で
も
落
ち
な
か
っ
た
梨
の
袋

ふ
く
ろ

を
取
り
替か

え
た
り
、
散
ら
ば
っ
て
い
る
枝
を
拾
っ
た
り
し
て
、
自
分
の

で
き
る
梨
園
の
仕
事
を
見
つ
け
て
頑
張
っ
て
い
た
わ
。
そ
し
て
、
娘
は
私
の
家
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
の
。
」 

「
家
族
の
力
っ
て
う
れ
し
い
で
す
ね
。
」 

「
梨
棚
の
修
理
な
ど
の
大
が
か
り
な
作
業
は
、
他
の
梨
園
の
皆
さ
ん
と
一い

っ

緒し

ょ

に
頑
張
っ
た
の
。
だ
か
ら
地
域
全
体
で
ふ

た
た
び
梨
園
を
復
活
さ
せ
て
、
前
の
よ
う
に
梨
の
直
売
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
。
」 

「
地
域
の
力
は
心
強
く
て
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
」 

と
、
私
が
心
温
ま
る
話
に
感
動
し
て
い
る
と
、
少
し
言
葉
に
つ
ま
り
な
が
ら
川
村
さ
ん
は
さ
ら
に
語
っ
た
。 

「
私
た
ち
夫
婦
に
と
っ
て
梨
園
の
仕
事
は
人
生
そ
の
も
の
で
ね
。
子
供
が
独
立
し
て
夫
婦
だ
け
に
も
ど
っ
た
と
き
、
年ね

ん

齢れ

い

を
考
え
る
と
こ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
考
え
た
と
き
も
あ
っ
た
わ
。
で
も
、
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

か
ら
、
か
ら
だ
が
続
く
ま
で
は
頑
張
ろ
う
と
決
め
た
の
よ
。
そ
の
一
緒
に
頑
張
っ
て
き
た
夫
も
七
年
前
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
け
ど
ね
。
」 

「
川
村
さ
ん
な
ら
梨
園
を
ま
だ
ま
だ
続
け
ら
れ
ま
す
よ
。
い
い
え
、
続
け
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
、
私
は
力
強
く
言
っ
た
。 

「
そ
う
言
っ
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
ね
。
今
で
は
、
会
社
に
勤
め
て
い
た
息
子
が
梨
園
で
働
き
た
い
と
い
っ
て
く
れ

て
、
息
子
夫
婦
と
二
人
の
孫
に
囲
ま
れ
て
毎
日
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
の
。
」 

「
優
し
い
息
子
さ
ん
で
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
」 
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「
こ
う
し
て
守
っ
て
き
た
梨
園
だ
か
ら
、
私
は
自
分
の
作
っ
た
梨
を
た
く
さ
ん
の
人
に
美
味
し
く
食
べ
て
も
ら
う
こ
と 

が
生
き
が
い
な
の
よ
。
」 

「
こ
う
や
っ
て
川
村
さ
ん
の
梨
を
食
べ
ら
れ
る
な
ん
て
、
私
は
幸
せ
者
で
す
ね
。
」 

私
が
、
も
う
ひ
と
口
食
べ
る
と
口
い
っ
ぱ
い
に
甘
い
果か

汁
じ
ゅ
う

が
広
が
っ
た
。 

 梨
の
美
味
し
さ
に
満
足
し
て
い
る
と
直
売
所
が
混
み
始
め
た
の
で
、
川
村
さ
ん
に
て
い
ね
い
に
お
礼
を
言
っ
て
私
は

家
に
帰
っ
た
。 

 

夕
方
の
心
地
よ
い
風
を
感
じ
な
が
ら
家
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
私
は
自
然
に
田
舎
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
思
い

出
し
て
い
た
。 

「
た
だ
い
ま
、
お
母
さ
ん
。
ね
え
、
私
っ
て
田
舎
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
小
さ
い
頃
い
っ
ぱ
い
お
世
話
に
な
っ
た
よ
ね
。
」 

「
ど
う
し
た
の
。
い
き
な
り
。
」 

母
は
び
っ
く
り
し
て
い
た
。 

「
小
さ
い
頃
、
私
は
夏
休
み
に
な
る
と
二
週
間
く
ら
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
行
っ
て
た
よ
ね
。
」 

「
そ
う
ね
、
あ
な
た
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
だ
っ
た
し
ね
。
行
っ
て
い
る
間
は
、
畑
仕
事
を
手
伝
っ
た
り
も
し
た

け
ど
、
毎
日
の
よ
う
に
山
や
川
に
遊
び
に
行
っ
て
、
よ
く
怪
我
を
し
て
泣
い
て
帰
っ
て
来
た
わ
。
」 

「
そ
う
だ
っ
た
っ
け
。
」 

「
そ
う
よ
。
そ
の
た
び
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
優
し
く
手
当
て
を
し
て
く
れ
て
た
の
よ
。
ま
あ
、
お
母
さ
ん
も
子
供
の
頃

は
同
じ
よ
う
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
手
当
て
し
て
も
ら
っ
た
け
ど
ね
。
」 

「
ね
え
明
日
、
川
村
さ
ん
の
梨
を
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
送
っ
て
あ
げ
よ
う
よ
。
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
行
こ
う
。
」 

「
そ
う
ね
。
川
村
さ
ん
に
は
日
ご
ろ
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
お
礼
も
し
な
い
と
い
け
な
い
し
ね
。
」 

と
、
母
は
や
さ
し
く
ほ
ほ
え
ん
だ
。 

私
は
、
す
で
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
梨
を
食
べ
て
い
る
よ
う
す
を
思
い
浮う

か
べ
て
い
た
。 
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「
き
っ
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
喜
ぶ
よ
ね
。
『
幻
の
梨
』
を
食
べ
た
ら
。
」 

（
篠
塚 

浩
幸 

作
）            

   

 
稲城の梨（稲城市ホームページより）  



 93

  



 94

後
の
楽
園
を
守
れ 

（
小お

笠が

さ

原わ

ら

村む

ら

） 

 

「
結
局
、
こ
こ
を
守
れ
る
の
は
他
で
も
な
い
自
分
た
ち
な
ん
だ
。
」 

ぼ
く
の
頭
の
中
に
こ
の
言
葉
が
突と

つ

然ぜ

ん

、
響ひ

び

い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

  
ぼ
く
は
、
移
動
教
室
実
行
委
員
会
に
参
加
し
て
い
た
。
会
議
の
テ
ー
マ
は
、「
移
動
教
室
の
ル
ー
ル
づ
く
り
」
で
あ
る
。

移
動
教
室
で
の
行
動
の
き
ま
り
や
持
ち
物
な
ど
を
話
し
合
っ
て
い
る
。
話
し
合
い
の
は
じ
め
に
先
生
は
、 

「
移
動
教
室
の
『
自
然
に
親
し
み
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
み
ん
な
で
楽
し
い
思
い
出
を
つ
く
ろ
う
。
』
と
い
う
目
的
を
ふ

ま
え
て
、
き
み
た
ち
で
話
し
合
っ
て
ル
ー
ル
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
話
し
た
。
そ
の
後
は
、
実
行
委
員
長
の
晴は

る

香か

が
進
行
役
と
な
っ
て
、
五
分
前
に
集
合
す
る
こ
と
や
お
小こ

遣づ

か

い
の
金
額

の
上
限
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
き
た
。 

「
で
は
、

後
は
持
ち
物
ね
。
」 

晴
香
が
意
見
を
求
め
た
。 

「
思
い
出
づ
く
り
に
は
、
ま
ず
カ
メ
ラ
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
楽
し
む
ん
だ
か
ら
、
ゲ
ー
ム
も
い
い
よ
ね
。
」 

う
き
う
き
し
た
調
子
で
、
理り

菜な

が
言
っ
た
。 

「
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
な
ん
か
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
」 

優ゆ

う

也や

も
声
を
あ
げ
る
。 

「
楽
し
む
っ
て
言
っ
た
っ
て
、『
み
ん
な
で
』
っ
て
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
ろ
。
だ
か
ら
、
一
人
で
楽
し
む
よ
う
な
も
の
は

ど
う
か
な
。
」 

省
し
ょ
う

吾ご

が
言
い
返
す
。
す
る
と
、 

「
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
適
当
に
決
め
て
お
け
ば
。
」 

悠ゆ

う

輔す

け

が
、 

（
さ
っ
さ
と
終
わ
ら
せ
よ
う
。
） 
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と
い
っ
た
感
じ
で
言
っ
た
。 

「
何
そ
れ
。
そ
れ
じ
ゃ
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
。
」 

晴
香
が
た
ま
ら
ず
言
い
返
し
た
。 

「
何
を
持
っ
て
き
た
っ
て
、
先
生
に
分
か
ら
な
け
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
。
適
当
に
決
め
て
お
い
て
、
持
っ
て
き
た
い
人
は

持
っ
て
く
れ
ば
い
い
ん
だ
。
」 

悠
輔
が
、 

（
当
た
り
前
だ
ろ
。
） 

と
い
っ
た
感
じ
で
す
ぐ
さ
ま
答
え
た
。 

 

悠
輔
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
ぼ
く
は
、
あ
の
言
葉
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
っ
た
。 

 

そ
れ
は
、
こ
の
夏
休
み
、
釣つ

り
好
き
の
父
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
小お

笠が

さ

原わ

ら

諸し

ょ

島と

う

・
母は

は

島じ

ま

で
の
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
の

時
の
様
子
は
、
ぼ
く
の
頭
の
中
に
、
今
で
も
鮮せ

ん

明め

い

に
残
っ
て
い
る
。 

 

「
釣
る
ぞ
。
母
島
で
は
、
幻

ま
ぼ
ろ
し

の
魚
と
も
言
わ
れ
る
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
が
釣
れ
る
ん
だ
。
し
か
も
大
物
だ
。
」 

父
は
行
く
前
か
ら
、
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
な
よ
う
だ
っ
た
。 

 

小
笠
原
諸
島
は
、
東
京
か
ら
南
へ
約
一
０
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
、
自
然
が
と
て
も
豊
か
な
島
々
だ
。
竹た

け

芝し

ば

桟さ

ん

橋ば

し

か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
二
十
五
時
間
で
父ち

ち

島じ

ま

に
着
き
、
そ
こ
か
ら
フ
ェ
リ
ー
を
乗
り
換か

え
て
、
さ
ら
に
二
時
間
か
か

っ
て
母
島
に
着
く
。
一
日
半
の
行
程
だ
。
そ
し
て
、
や
っ
と
三
日
目
の
朝
か
ら
待
望
の
釣
り
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き

る
。 

「
今
回
の
釣
り
旅
行
は
六
日
間
だ
が
、
実
際
に
釣
り
が
で
き
る
の
は
今
日
と
明
日
の
二
日
間
だ
。
張
り
切
っ
て
い
く

ぞ
！
」 

父
は
、
朝
か
ら
気
合
が
入
っ
て
い
る
。
ぼ
く
た
ち
が
泊と

ま
っ
て
い
る
釣
り
宿
の
ご
主
人
の
平ひ

ら

賀が

さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
、 

釣
場
へ
着
く
と
、
平
賀
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
準
備
を
進
め
た
。 
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「
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
の
え
さ
は
、
ウ
ニ
を
使
う
ん
だ
。
二
十
年
く
ら
い
前
は
、
小
笠
原
で
は
、
磯い

そ

釣づ

り
を
や
ろ
う
な
ん
て

発
想
は
な
か
っ
た
か
ら
、
釣
り
の
え
さ
に
ウ
ニ
な
ん
て
使
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
本ほ

ん

州
し
ゅ
う

や
伊い

豆ず

七し

ち

島と

う

辺
り
で

は
、
今
で
は
も
う
大
物
は
釣
れ
な
く
な
っ
た
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
も
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
ん
だ
。
」 

「

近
は
ど
う
で
す
か
。
」 

父
が
少
し
心
配
そ
う
に
た
ず
ね
た
。 

「
大だ

い

丈
じ
ょ
う

夫ぶ

さ
、
今
で
も
大
物
が
釣
れ
る
よ
。
ま
あ
、
十
年
前
に
比
べ
た
ら
、
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超こ

す
大
物
は
、
ア
タ
リ

が
少
な
く
な
っ
て
き
た
が
ね
。
で
も
、
ほ
か
の
島
々
で
は
、
た
っ
た
数
年
で
、
釣
り
師
が
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
を
釣
り
つ

く
し
て
、
釣
れ
な
く
な
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
小
笠
原
は
十
分
に
保
っ
て
い
る
と
言
え
る
ん
だ
。
」 

「
ど
う
し
て
小
笠
原
は
、
十
年
釣
っ
て
も
な
く
な
ら
な
い
ん
で
す
か
。
」 

不
思
議
に
思
っ
て
ぼ
く
は
平
賀
さ
ん
に
た
ず
ね
た
。 

「
小
笠
原
が
本
州
か
ら
離は

な

れ
て
い
る
、
っ
て
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
そ
れ
に
は
秘
密
が
あ
る
の
さ
。
ま
あ
、
釣
っ
て
み
れ

ば
わ
か
る
よ
。
」 

と
ぼ
く
で
は
な
く
、
父
を
見
て
ニ
コ
ッ
と
笑
っ
た
。
父
も
笑
顔
で
う
な
ず
い
て
い
た
。 

 

初
は
、
い
ろ
い
ろ
話
し
な
が
ら
竿さ

お

を
た
れ
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
三
人

と
も
無
口
に
な
っ
た
。
ア
タ
リ
が
来
た
と
思
っ
て
父
が
、 

「
キ
タ
ッ
！
」 

と
大
声
を
あ
げ
た
が
、
空か

ら

振ぶ

り
に
終
わ
っ
た
。 

「
イ
ヤ
ー
、
キ
タ
と
思
っ
た
ん
だ
が
な
。
」 

と
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
、
え
さ
を
付
け
替か

え
て
、
再
び
同
じ
場
所
に
釣
り
竿ざ

お

を
向
け

た
。 

 

そ
ん
な
こ
と
が
何
回
か
繰く

り
返
さ
れ
た
こ
ろ
、 

「
キ
タ
ッ
！
」 

と
、
ま
た
父
が
声
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
今
度
は
、 

 南崎海岸（小笠原村ホームページより）  
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「
キ
タ
、
キ
タ
ッ
ー
、 

す
ご
い
引
き
だ
！
」 

と
さ
ら
に
大
き
な
声
で
叫さ

け

び
続
け
て
い
る
。 

本
当
に
キ
タ
よ
う
だ
。
平
賀
さ
ん
も
近
く
に
来
て
父
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
っ
た
。 

イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
が
波
間
か
ら
釣
り
あ
げ
ら
れ
た
瞬

し
ゅ
ん

間か

ん

は
、
ぼ
く
も
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
、 

「
ヤ
ッ
タ
ー
。
」 

と
叫
ん
で
い
た
。
父
も
大
喜
び
だ
。
ゆ
う
に
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
は
あ
る
。
十
分
に
大
き
い
。
ぼ
く
は
イ
シ
ガ

キ
ダ
イ
を
初
め
て
間
近
に
見
た
。
形
は
イ
シ
ダ
イ
に
似
て
い
る
が
、
イ
シ
ダ
イ
の
よ
う
な
縞し

ま

模も

様よ

う

で
は
な
く
、
黒
い
石い

し

垣が

き

の
よ
う
な
斑は

ん

点て

ん

が
あ
る
。
父
は
、 

「
お
い
貴た

か

之ゆ

き

。
写
真
だ
。
写
真
を
撮と

っ
て
く
れ
！
」 

と
大
は
し
ゃ
ぎ
だ
。
そ
し
て
、
満
面
の
笑
み
を
浮う

か
べ
て
写
真
に
収
ま
っ
た
。 

 

そ
の
あ
と
、
父
は
、
釣
っ
た
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
の
重
さ
を
測
っ
た
。
そ
し
て
、
平
賀
さ
ん
と
二
言
、
三
言
、
言
葉
を
交か

わ

し
た
か
と
思
う
と
、
突
然
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
を
持
っ
て
海
に
向
か
い
、 

「
さ
ら
ば
第
一
号
。
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
戻も

ど

っ
て
こ
い
！
」 

と
言
い
な
が
ら
、
せ
っ
か
く
釣
っ
た
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
を
海
に
投
げ
返
し
て
し
ま
っ
た
。 

「
何
す
ん
の
。
お
父
さ
ん
！
」 

「
あ
と
二
百
グ
ラ
ム
。
お
し
か
っ
た
な
。
で
も
こ
れ
が
、
小
笠
原
の
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
が
釣
り
つ
く
さ
れ
な
い
秘
密
な
ん

だ
。
バ
グ
リ
ミ
ッ
ト
・
ル
ー
ル
と
言
っ
て
ね
。『
持
ち
帰
れ
る
の
は
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
、
一
人
一
尾び

』
と
い
う
制
限

が
あ
る
ん
だ
。
こ
の
ル
ー
ル
は
ね
、
小
笠
原
の
人
た
ち
が
み
ん
な
で
つ
く
っ
た
も
の
で
、
漁
業
組
合
か
ら
釣
り
を
す

る
人
た
ち
に
発
信
し
て
い
る
ん
だ
。
」 

父
が
そ
う
言
う
と
、
平
賀
さ
ん
は
父
の
言
葉
を
継つ

ぐ
よ
う
に
話
し
始
め
た
。 

「
ほ
か
の
島
々
で
は
、
ど
こ
か
で
『
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
が
釣
れ
る
』
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
、
み
ん
な
で
大
物
か
ら
小

物
ま
で
、
す
べ
て
を
釣
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
次
か
ら
次
に
新
し
い
釣
場
が
見
つ
け
ら
れ
、
枯か

ら
さ
れ
て
い

っ
た
。
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
、
平
成
十
三
年
に
日
本
で
初
め
て
こ
の
ル
ー
ル
が
で
き
た
ん
だ
。
小
さ
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い
魚
は
釣
っ
た
ら
す
ぐ
放
す
、
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
リ
リ
ー
ス
と
言
う
ん
だ
け
ど
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
持
ち
帰

ら
れ
る
量
が
確
実
に
少
な
く
な
り
、
釣
場
を
枯
ら
す
こ
と
が
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、
小
笠
原
で
は
十
年
も
の
間
イ
シ

ガ
キ
ダ
イ
が
守
ら
れ
て
き
た
ん
だ
。
」 

「
そ
う
な
ん
で
す
か
。
せ
っ
か
く
釣
っ
た
の
に
も
っ
た
い
な
い
気
も
す
る
け
ど
。
釣
っ
た
人
は
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に

ご
ま
か
し
て
持
っ
て
い
っ
た
り
し
な
い
ん
で
す
か
。
取
り
締し

ま
る
の
も
大
変
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
」 

ぼ
く
は
、
ふ
と
思
い
浮
か
ん
だ
疑
問
を
投
げ
か
け
て
み
た
。 

「
い
や
、
大
変
な
ん
て
こ
と
は
な
い
よ
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
自
分
か
ら
ル
ー
ル
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
。
別
に
取

り
締
ま
り
な
ん
て
な
い
ん
だ
よ
。
」 

「
へ
ー
。
取
り
締
ま
り
が
な
い
の
な
ら
、
ぼ
く
だ
っ
た
ら
、
小
さ
い
も
の
で
も
釣
れ
た
も
の
は
、
隠か

く

し
て
持
っ
て
き
ち

ゃ
う
か
も
。
」 

と
ぼ
く
が
言
う
と
、
笑
い
な
が
ら
話
を
続
け
た
。 

「
そ
も
そ
も
こ
の
ル
ー
ル
の
始
ま
り
は
、
釣
り
師
の
声
だ
っ
た
ん
だ
。
面
白
い
よ
う
に
釣
れ
て
い
た
時
期
に
、『
小
笠
原

が
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
に
と
っ
て

後
の
楽
園
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
シ
ガ
キ
ダ
イ
を
み
ん
な
で
守
ろ
う
。
』
と
釣
り

師
仲
間
で
運
動
が
起
こ
っ
て
、
全
国
の
釣
り
師
か
ら
私
た
ち
の
も
と
に
声せ

い

援え

ん

が
届
い
た
ん
だ
。
そ
う
し
た
声
に
押お

さ

れ
る
形
で
こ
の
ル
ー
ル
が
で
き
た
ん
だ
。
『
結
局
、
こ
こ
を
守
れ
る
の
は
他
で
も
な
い
自
分
た
ち
な
ん
だ
。
』
と
い
う

こ
と
を
釣
り
師
自
身
が
気
付
い
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
ル
ー
ル
は
釣
り
師
が
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
ル
ー
ル
と
い

っ
て
も
よ
い
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
守
る
ん
だ
。
中
に
は
、
『
す
べ
て
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
リ
リ
ー
ス
を
し

よ
う
。
』
と
主
張
し
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
く
ら
い
な
ん
だ
よ
。
」 

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
ぼ
く
は
考
え
込こ

ん
で
し
ま
っ
た
。 

 

「
お
い
、
貴
之
！ 

お
前
の
考
え
は
ど
う
な
ん
だ
。
」 

省
吾
の
声
で
ぼ
く
は
我わ

れ

に
返
っ
た
。
み
ん
な
の
目
線
が
ぼ
く
に
集
ま
っ
て
い
る
。 

（
小
貝 

宏 

作
） 
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ホ
タ
ル
の
里 

（
東

ひ

が

し

大や

ま

和と

市し

） 
 

「
こ
ん
な
調
子
じ
ゃ
、
四
時
ま
で
に
学
校
に
も
ど
れ
な
い
…
…
。
」 

地
域
調
べ
の
当
日
、
班
長
の
僕ぼ

く

は
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
の
ん
び
り
歩
く
班
員
の
様
子
に
い
ら
い
ら
し
て
い
た
。 

班
長
の
僕
は
コ
ー
ス
係
、
佐さ

藤と

う

さ
ん
は
写
真
係
、
石い

し

田だ

く
ん
は
記
録
係
、
西に

し

川か

わ

さ
ん
は
時
計
係
、
地
域
調
べ
の
係
分 

担
を
し
て
協
力
し
よ
う
と
決
め
た
は
ず
な
の
に
、
出
だ
し
か
ら
こ
の
調
子
だ
。 

出
発
の
チ
ェ
ッ
ク
の
と
き
に
、
担
任
の
先
生
か
ら
念
を
押お

さ
れ
た
「
時
間
を
守
る
よ
う
に
。
」
と
い
う
言
葉
が
重
く
の

し
か
か
り
、
僕
は
あ
せ
っ
て
き
た
。
時
間
が
気
に
な
り
早
足
に
な
っ
て
し
ま
う
僕
と
班
員
の
み
ん
な
と
の
間
に
距き

ょ

離り

が

で
き
る
。 

「
班
長
な
の
に
、
一
人
で
ど
ん
ど
ん
先
を
歩
い
て
い
く
な
ん
て
、
ひ
ど
い
。
」 

と
言
う
西
川
さ
ん
は
、
予
定
時
間
を
十
五
分
も
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
の
に
み
ん
な
を
急
が
せ
よ
う
と
も
し
な
い
。 

「
そ
う
よ
、
班
行
動
が
と
れ
な
く
な
る
よ
ね
。
」 

と
言
う
佐
藤
さ
ん
の
声
も
聞
こ
え
る
。 

（
佐
藤
さ
ん
の
提
案
に
み
ん
な
が
賛
成
し
、
学
校
か
ら
遠
く
離は

な

れ
た
野の

火び

止ど

め

用よ

う

水す

い

ま
で
地
域
調
べ
に
行
く
こ
と
に
な
っ

た
の
に
…
…
。
時
間
を
気
に
し
な
い
ば
か
り
か
、
係
の
仕
事
ま
で
い
い
加
減
な
二
人
の
言
動
に
腹
が
た
っ
た
。
記
録

係
と
は
い
え
、
二
人
と
一い

っ

緒し

ょ

に
歩
い
て
い
る
石
田
く
ん
も
ど
う
し
て
急
ご
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
） 

目
的
地
ま
で
の
距
離
は
、
ま
だ
相
当
あ
る
。
僕
は
し
だ
い
に
こ
の
先
の
班
行
動
が
不
安
に
な
っ
て
き
た
。 

 

班
員
と
の
距
離
を
感
じ
な
が
ら
も
、
三
十
分
遅お

く

れ
で
な
ん
と
か
目
的
地
の
野
火
止
用
水
に
到と

う

着
ち
ゃ
く

し
た
。
写
真
係
の
佐

藤
さ
ん
は
、
ま
だ
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
で
写
真
を
撮と

ろ
う
と
も
し
な
い
。 

  

川か

わ

越ご

え

城
じ
ょ
う

主し

ゅ

の
松ま

つ

平
だ
い
ら

伊い

豆ず

の

守か

み

信の

ぶ

綱つ

な

に
よ
り
、
承

じ
ょ
う

応お

う

四
年
に
玉た

ま

川が

わ

上
じ
ょ
う

水す

い

か
ら
分ぶ

ん

水す

い

し
て
作
ら
れ
た
野
火
止
用
水
は
、

昭
和
四
十
八
年
に
流
れ
が
途と

絶だ

え
て
し
ま
っ
た
が
、
翌
年
の
昭
和
四
十
九
年
、
東と

う

京
き
ょ
う

都と

歴れ

き

史し

環か

ん

境
き
ょ
う

保ほ

全ぜ

ん

地ち

域い

き

に 
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指
定
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
年
に
清
流
が
復
活
し
た
。 

  

僕
は
、
持
っ
て
き
た
事
前
学
習
の
資
料
を
読
み
な
が
ら
、
野
火
止
用
水
を
囲
む
木
々
の
緑
と
用
水
の
静
か
な
流
れ
に
、

少
し
だ
け
気
持
ち
が
穏お

だ

や
か
に
な
る
の
を
感
じ
た
。
そ
の
と
き
、
佐
藤
さ
ん
と
西
川
さ
ん
の
二
人
が
、 

「
う
わ
ー
、
す
ご
い
！
水
が
き
れ
い
！
」 

「
ど
こ
に
ホ
タ
ル
が
い
る
の
…
…
。
」 

と
騒そ

う

々ぞ

う

し
い
叫さ

け

び
声
を
あ
げ
、
あ
た
り
に
響ひ

び

き
わ
た
る
大
声
で
は
し
ゃ
ぎ
出
し
た
。
僕
は
、
穏
や
か
な
気
持
ち
が
急
に

現
実
に
引
き
戻も

ど

さ
れ
る
の
を
感
じ
た
。 

二
人
は
、
用
水
に
近
づ
い
た
か
と
思
う
と
、
係
の
仕
事
な
ど
そ
っ
ち
の
け
で
、
あ
ち
こ
ち
で
水
を
す
く
い
、
遊
び
始

め
た
。 

 

そ
の
と
き
だ
っ
た
。 

「
静
か
に
し
な
い
か
。
う
る
さ
い
ぞ
！
」 

と
い
う
物
静
か
だ
が
、
重
々
し
い
声
が
あ
た
り
に
響
い
た
。
見
る
と
、
七
十
歳さ

い

ほ
ど

の
お
じ
い
さ
ん
が
僕
た
ち
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
で
絵
を
描か

い
て
い
た
。
佐
藤
さ
ん

と
西
川
さ
ん
は
、
そ
の
声
に
驚

お
ど
ろ

き
、
用
水
か
ら
離
れ
た
。
気
ま
ず
い
空
気
を
感
じ
た

僕
は
、
あ
せ
っ
た
。
で
も
、
と
っ
さ
の
こ
と
で
何
を
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

佐
藤
さ
ん
と
西
川
さ
ん
は
、
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。 

す
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
筆
を
も
つ
手
を
止
め
、 

「
君
た
ち
は
、
中
学
生
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
時
間
に
何
を
し
て
い
る
ん
だ
。
」 

と
尋た

ず

ね
て
き
た
。 

「
『
ホ
タ
ル
の
里
』
の
地
域
調
べ
に
来
ま
し
た
。
」 

石
田
く
ん
が
答
え
る
と
お
じ
い
さ
ん
は
、 

野火止用水（東大和市ホームページより）  
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「
そ
う
か
…
…
。
」 

と
言
っ
て
う
な
ず
い
た
。
佐
藤
さ
ん
が
、 

「
私
の
祖
母
は
、
昔
、
こ
こ
で
ホ
タ
ル
を
見
た
そ
う
で
す
…
…
。
」 

と
言
う
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
、 

「
そ
の
と
お
り
だ
。
私
も
昔
、
こ
こ
に
子
ど
も
を
連
れ
て
ホ
タ
ル
を
見
に
来
た
も
の
だ
。
闇や

み

夜よ

に
浮う

か
ぶ
ホ
タ
ル
の
光

を
見
て
、
夏
の
訪
れ
を
感
じ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
環
境
が
悪
化
し
、
ホ
タ
ル
は
消
え
た
…
…
。
」 

と
寂さ

び

し
げ
に
話
し
出
し
た
。 

 

ホ
タ
ル
の
話
に
な
る
と
、
僕
た
ち
が
真し

ん

剣け

ん

な
表
情
に
な
っ
た
の
を
察
し
た
の
か
、
お
じ
い
さ
ん
は
話
を
続
け
た
。 

「

近
に
な
っ
て
こ
の
野
火
止
用
水
に
ホ
タ
ル
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
市
の
担
当
者
だ
け
で
は
な
く
、
用
水
を
大
事

に
思
っ
て
い
る
市
民
も
協
力
し
て
い
る
。
こ
の
せ
せ
ら
ぎ
に
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
の
復
活
を
願
っ
て
の
こ
と
だ
。
私
も
そ

の
市
民
の
一
人
な
の
だ
よ
。
」 

と
言
い
、
用
水
を
見
つ
め
な
が
ら
、 

「
ホ
タ
ル
の
幼
虫
は
、
用
水
に
住
む
カ
ワ
ニ
ナ
だ
け
で
な
く
、
モ
ノ
ア
ラ
ガ
イ
や
タ
ニ
シ
な
ど
を
食
べ
て
成
長
し
成
虫

と
な
る
そ
う
だ
。
そ
の
大
事
な
幼
虫
と
カ
ワ
ニ
ナ
が
い
る
用
水
で
遊
ん
だ
り
、
大
声
を
出
し
て
周
り
に
迷め

い

惑わ

く

を
か
け

た
り
し
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
君
た
ち
に
注
意
し
た
の
だ
よ
。
中
学
生
な
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
考

え
て
行
動
で
き
な
い
と
ね
…
…
。
」 

そ
し
て
、 

「
今
度
は
、
ホ
タ
ル
の
飛
び
交か

う
時
間
に
来
て
み
る
と
い
い
…
…
。
」 

と
言
い
添そ

え
た
。
班
員
み
ん
な
で
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
を
謝
り
、
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
お
礼
を
言
う
と
、
お

じ
い
さ
ん
は
、
優
し
く
ほ
ほ
え
み
、
ま
た
静
か
に
絵
筆
を
動
か
し
た
。 

そ
れ
か
ら
が
、
大
変
だ
っ
た
。
西
川
さ
ん
は
、
取
材
の
予
定
時
間
が
三
十
分
以
上
も
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、

み
ん
な
に
伝
え
た
。
佐
藤
さ
ん
は
慌あ

わ

て
て
用
水
周
辺
の
様
子
を
写
真
に
撮
り
、
石
田
く
ん
は
用
水
周
辺
の
様
子
を
メ
モ

に
取
っ
た
。
僕
も
、
西
川
さ
ん
も
二
人
を
手
伝
っ
た
が
、
時
間
が
な
か
っ
た
。
調
査
項こ

う

目も

く

を
残
し
た
ま
ま
、
学
校
に
戻

＊
「
カ
ワ
ニ
ナ
」 

 

東
ア
ジ
ア
の
淡

水
域
に
棲
む
細
長

い
巻
貝
の
一
種
。 

 

＊
「
モ
ノ
ア
ラ
ガ
イ
」 

川
・
用
水
路
・

湖
沼
な
ど
の
淡
水

底
に
生
息
す
る
巻

貝
の
一
種
。 

＊

＊ 
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る
こ
と
に
な
っ
た
。 

帰
り
道
で
の
僕
は
気
持
ち
が
重
か
っ
た
。
こ
ん
な
調
査
で
地
域
調
べ
の
ま
と
め
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
じ
い
さ

ん
の
言
葉
が
重
く
響
い
た
。 

「
中
学
生
な
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
で
き
な
い
と
ね
…
…
。
」 

 
僕
は
、
班
長
と
し
て
、
ど
れ
だ
け
班
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
で
き
た
の
だ
ろ
う
。 

 
数
日
後
の
夕
方
、
僕
は
一
人
で
『
ホ
タ
ル
の
里
』
に
行
っ
て
み
た
。
ち
ょ
う
ど
日
が
沈し

ず

ん
だ
頃こ

ろ

だ
っ
た
。 

静
か
な
清
流
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
あ
た
り
を
見
つ
め
て
い
る
と
小
さ
な
光
が
い
く
つ
も
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
立
ち
の

ぼ
っ
た
。
美
し
い
光
だ
っ
た
。
幻げ

ん

想そ

う

的て

き

と
は
こ
の
よ
う
な
光
景
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
ふ
い
に
、 

「
中
村
く
ん
も
来
て
い
た
の
ね
…
…
。
」 

と
い
う
声
が
後
ろ
か
ら
聞
こ
え
た
。
驚
い
て
振ふ

り
向
く
と
、
佐
藤
さ
ん
だ
っ
た
。
側そ

ば

に
は
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
。 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
ね
、
ホ
タ
ル
を
見
に
来
た
の
。
こ
の
前
の
地
域
調
べ
の
取
材
の
と
き
は
、
昼
間
だ
っ
た
か
ら
ホ
タ 

ル
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
…
…
。『
ホ
タ
ル
の
里
』
の
地
域
調
べ
だ
か
ら
、
ホ
タ
ル
の
写
真
を
班
新
聞
に
載の

せ

た
い
と
思
っ
て
…
…
。
」 

「
そ
う
か
。
そ
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
来
た
ん
だ
ね
。
」 

「
こ
の
前
は
、
勝
手
な
行
動
ば
か
り
し
て
ご
め
ん
ね
。
は
し
ゃ
ぎ
過
ぎ
て
、
お
じ
い
さ
ん
に
し
か
ら
れ
て
し
ま
っ
た
し

…
…
。
」 

「
そ
の
こ
と
は
、
も
う
い
い
ん
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
班
長
の
僕
は
、
ど
れ
だ
け
み
ん
な
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
し
た
の

だ
ろ
う
…
…
。
」 

「
え
っ
…
…
。
」 

佐
藤
さ
ん
は
、
僕
の
言
葉
に
驚
い
た
様
子
だ
っ
た
。 

「
地
域
調
べ
の
日
、
僕
は
、
班
長
と
し
て
の
行
動
が
と
れ
な
か
っ
た
…
…
。
僕
が
時
間
や
人
へ
の
迷
惑
を
考
え
て
、
み

ん
な
に
ち
ゃ
ん
と
注
意
し
て
い
れ
ば
、
調
査
も
し
っ
か
り
で
き
た
し
、
学
校
に
戻
っ
て
か
ら
先
生
に
遅
刻
で
注
意
さ
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れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
…
…
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
班
新
聞
作
り
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
…
…
。
」 

そ
れ
を
聞
い
た
佐
藤
さ
ん
は
、
少
し
間
を
お
い
て
か
ら
、
静
か
に
話
し
出
し
た
。 

「
中
村
く
ん
一
人
が
、
責
任
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
よ
。
自
分
勝
手
に
行
動
し
た
私
た
ち
が
い
け
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
」 

ホ
タ
ル
の
光
が
闇
夜
に
ゆ
っ
く
り
と
円
を
描
い
た
。
佐
藤
さ
ん
は
続
け
て
話
し
出
し
た
。 

「
地
域
調
べ
の
班
新
聞
は
、
こ
の
前
の
お
じ
い
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
も
記
事
に
し
て
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
や
れ
ば
で

き
る
よ
。
う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
昔
の
話
も
聞
け
る
し
…
…
。
ク
ラ
ス
で
一
番
の
班
新
聞
を
作
ろ
う
よ
。
」 

そ
の
と
き
、
草
む
ら
か
ら
一
筋
の
光
が
舞ま

い
上
が
っ
た
。 

「
あ
っ
、
ま
た
ホ
タ
ル
の
光
…
…
。
き
れ
い
ね
…
…
。
」 

佐
藤
さ
ん
が
つ
ぶ
や
い
た
。 

（
み
ん
な
で
協
力
し
て
、
ク
ラ
ス
で
一
番
の
班
新
聞
を
作
る
…
…
。
） 

僕
は
、
舞
い
上
が
っ
た
ホ
タ
ル
の
光
を
見
つ
め
な
が
ら
、
も
う
一
度
、
班
長
と
し
て
頑が

ん

張ば

っ
て
み
よ
う
と
心
に
決
め

た
。 

（
菅
野 

由
紀
子 

作
） 

          
 

野火止用水（東大和市ホームページより）  
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 小
学
校
低
学
年 

こ
ま
っ
た 

ち
ゅ
ん
き
ち
（
福
生
市
） 

内
容
項
目
１
❘
(1) 

一 

ね
ら
い 

 

身
の
回
り
を
整
え
、
気
持
ち
の
よ
い
生
活
を
し
よ
う
と

す
る
態
度
を
養
う
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
福
生
市
柳
山
公
園
の
け
や
き
の
木
を
題
材
と
し

た
創
作
資
料
で
あ
る
。
低
学
年
の
児
童
は
、
擬
人
化
さ
れ
た

す
ず
め
の
気
持
ち
に
、
自
分
の
気
持
ち
を
重
ね
合
わ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

・
低
学
年
の
時
期
に
身
に
付
け
た
基
本
的
な
生
活
習
慣
は
、
そ

の
後
の
学
校
生
活
、
ひ
い
て
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
基
盤
と
な
り
、
気
力
、
活
力
の
あ
ふ
れ
た
生
活
を
す

る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
身
の
回
り
を

整
理
整
頓
し
て
い
な
く
て
困
る
ち
ゅ
ん
き
ち
の
気
持
ち
を
、

自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
さ
せ
る
。
身
の
回
り
を
整
え
、

気
持
ち
の
よ
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
ち
ゅ
ん
た
を
見
て
、
そ

の
大
切
さ
に
気
付
く
ち
ゅ
ん
き
ち
の
思
い
に
共
感
さ
せ
た

い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
展
開
後
段
で
は
、
場
面
・
対
象
を
広
げ
、
主
体
的
に
自
分
の

生
活
を
振
り
返
ら
せ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
心
の
ノ
ー
ト
の

活
用
な
ど
の
工
夫
を
し
て
、
身
の
回
り
を
整
え
、
気
持
ち
の

よ
い
生
活
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
っ
て
い
き
た
い
。 

・
生
活
指
導
で
行
う
身
の
回
り
の
整
理
整
頓
（
自
分
の
道
具
箱
、

ロ
ッ
カ
ー
、
筆
箱
な
ど
）
に
つ
い
て
、
様
々
な
場
面
に
お
け

る
指
導
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 身の回りの整理整頓について思い起こす。  

 ○ 道具箱は整理整頓されているか。 

  

・ねらいとする価値を自分との

かかわりで考えられるように、

具体的な物を提示する。 

２ 資料「こまった ちゅんきち」を読んで、話し合う。  

(1) ちゅんきちはどんな気持ちで、家を飛び出したか。  

 ・あそびたい。 

 ・かたづけは、きらい。 

 ・めんどうくさい。  

(2) 種が見つからず、お日さまが沈んでしまったとき、ちゅ

んきちはどんな思いだったか。  

 ・どうしよう。ちゅんたくんが待っている。 

・ちゅんたくん、おこっているかな。 

・無くなっていたらどうしよう。 

・借りた物はちゃんとしまっておけば良かった。 

 ・こんなに部屋をめちゃくちゃにしていなければよかった。

(3) ちゅんきちくんはどんなことを考えて、急いで家に帰り

片づけ始めたのか。 

 ・ちゅんたくんみたいにぼくもきれいにしておこう。 

・ちゅんたくんのへやは気持ちがよかったな。 

・きれいに片づけておけば困らないな。 

 

・片づけを進んでしないちゅん

きちの思いを自分とのかかわ

りで考えさせる。ちゅんきちに

共感し、片づけは大切なことで

はあるが、実行するのは簡単で

はない気持ちについて考えさ

せる。 

・ちゅんきちの困る気持ちを多

様に考えることで、発問(3)の

ねらいとする価値のよさ・大切

さを理解する発問につなげる。

・ちゅんきちに共感し、身の回り

を整え、気持ちのよい生活を

しようとすることについて考

えさせる。 

 

３ 自分の生活を振り返って発表し合う。 

○ 散らかしておいて困ったことはあるか。整理整頓して

おいてよかったことはあるか。 

・ワークシートを用いて振り返

らせる。 

・心のノートを活用してもよい。

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

す
い
ぞ
く
え
ん
の 

な
か
よ
し
（
江
戸
川
区
）

内
容
項
目
２
❘
(3) 

一 

ね
ら
い 

 

友
達
と
仲
良
く
し
、
助
け
合
お
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

 二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
京
都
立
葛
西
臨
海
水
族
園
は
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ

て
い
る
施
設
で
あ
る
。
水
族
園
で
展
示
さ
れ
て
い
る
ク
マ
ノ

ミ
と
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
共
生
関
係
か
ら
友
情
の
視
点
を
得

て
、
子
供
が
共
感
し
や
す
い
よ
う
、
寓
話
化
を
図
っ
た
。 

・
ク
マ
ノ
ミ
に
共
感
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
友
達
へ
の
優
し

さ
や
友
達
か
ら
の
行
為
に
対
す
る
う
れ
し
さ
、
助
け
合
う
こ

と
の
大
切
さ
を
実
感
さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
ク
マ
ノ
ミ
と
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
共
生
関
係
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
、
導
入
で
写
真
等
を
用
い
て
説
明
し
て
も
よ
い
。

・
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
多
く
出
て
く
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
ク
マ
ノ
ミ
も
、
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の

た
め
に
冒
険
の
話
を
聞
か
せ
た
り
、
魚
を
追
い
払
っ
た
り
し

て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
、
お
互
い
に
仲
良
く
助
け
合
っ
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
せ
た
い
。 

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 友達と一緒にいて、よかったと感じた経験を発表し合う。 

○ 「友達と一緒でよかったな、楽しかったな」と思ったこ

とはあるか。 

・友達との楽しい経験を思い浮

かべることで、価値への方向

付けを行う。 

２ 資料「すいぞくえんの なかよし」を読んで、話し合う。 

(1) 冒険の話をするクマノミくんは、どんな気持ちだったか。 

 ・イソギンチャクさんに喜んでほしいな。 

 ・楽しみにしていてくれて、うれしいな。 

(2）イソギンチャクさんに、「だいじょうぶ。だいじょうぶ。」

と言ったクマノミくんはどんな気持ちだったか。 

 ・心配しないで。 

 ・イソギンチャクさんが、ぼくの話を楽しみにしてくれてい

るから、行こう。 

(3）イソギンチャクさんにほおずりをしたクマノミくんの心の

中はどんなだったか。 

 ・これからも、仲良くしようね。 

・また、お話をするからね。 

 

・クマノミのイソギンチャクに

対する友情の場面であること

をおさえる。 

・イソギンチャクに喜んでもら

おうとするクマノミに共感さ

せ、友情に触れる。 

 

 

・ワークシートを用意し、クマ

ノミからイソギンチャクへの

手紙を書かせてもよい。 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 今までに、友達のことを思って何かをしたことはあるか。

 

・導入では、主として友達から

「してもらったこと」に対す

る経験を思い浮かべるのに対

し、自分から友達のためにど

んなことをしたのかを振り返

らせることで、その相互関係

を意識させる。 

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

絵
手
紙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
狛
江
市
） 

内
容
項
目
２
❘
(4)

一 

ね
ら
い 

日
ご
ろ
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
に
、
感
謝
し
よ
う

と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
狛
江
市
は
、
絵
手
紙
を
描
く
こ
と
が
非
常
に
盛
ん
な
地
域
で

あ
る
。
絵
手
紙
コ
ン
ク
ー
ル
や
親
子
で
行
う
絵
手
紙
サ
ミ
ッ

ト
な
ど
の
開
催
を
は
じ
め
、
本
市
を
走
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

バ
ス
（
こ
ま
バ
ス
）
に
は
、
「
絵
手
紙
発
祥
の
地 

狛
江
」

と
か
か
れ
、
車
内
に
も
絵
手
紙
が
季
節
ご
と
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。 

・
本
資
料
は
、
学
校
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
畑
の
手
伝
い
を

し
に
来
る
地
域
の
方
に
、
主
人
公
が
感
謝
の
気
持
ち
を
絵
手

紙
に
込
め
て
表
現
す
る
話
で
あ
る
。
ど
の
学
校
に
お
い
て
も
、

学
校
を
支
え
て
く
れ
る
地
域
の
方
々
が
多
く
い
る
。
本
資
料

を
通
し
て
自
分
た
ち
の
た
め
に
善
意
を
寄
せ
て
く
れ
る
地
域

の
方
々
に
気
付
き
、
感
謝
す
る
心
情
を
育
て
て
い
き
た
い
。

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
実
際
の
絵
手
紙
な
ど
を
準
備
し
、
導
入
な
ど
で
提
示
す
る
こ

と
で
児
童
に
資
料
に
つ
い
て
の
関
心
を
も
た
せ
る
。 

・
学
校
を
支
え
て
く
れ
る
方
が
多
く
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動

に
携
わ
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
地
域
の
方
々
に
感
謝
す
る
心
情
を
育
て
た
い
。
そ
の
た

め
に
地
域
の
方
を
実
際
に
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
招

き
、
活
動
内
容
や
思
い
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
し
た
い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 絵手紙を見て、資料に興味をもつ。 

 ○ これは何のために描かれた絵か分かりますか。 

・絵手紙を提示し簡単に説明す

る。 

２ 資料「絵手紙のメッセージ」を読んで、話し合う。 

(1) ５月にトマトの苗を植えたとき、まさひろはどんな気持

ちだったか。 

・トマトが元気に育ってほしい。 

  ・たくさんのトマトができてほしい。 

  ・おいしいトマトができるといいなあ。 

(2) 小松さんから草取りの話を聞いたとき、まさひろはどん

な気持ちだったか。 

  ・いろいろな草から栄養をとられてしまうんだ。 

  ・小松さんは、トマトが元気よく育っているか心配なんだ。

  ・ぼくたちのために学校に来てくれて、トマトの世話をし

てくれてありがとう。 

  ・小松さんのおかげで、トマトが元気よく育ってくれてう

れしい。   

(3) 絵手紙を描いているまさひろはどんな気持ちだったか。 

  ・トマトの絵を上手に描いて、ありがとうの気持ちを込め

よう。 

  ・ぼくの気持ちが小松さんに伝わるかな。 

 

・トマトの苗を植えるときの、ま

さひろの気持ちに共感させる。

 

 

 

・小松さんがたまに学校に来て

トマトの世話をしてくれてい

ることに気付かせるとともに、

その行為が小松さんの善意か

らであることをしっかりと押

さえ発問(3)につなげる。 

 

 

・まさひろの小松さんへの感謝

の思いに共感させ、どんな気持

ちで絵手紙に向かっているか

を考えさせる。 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 学校を支えてくれている人にはどんな人たちがいる

か。ゲストティーチャーの話を聞く。 

・できれば地域の方をゲストテ

ィーチャーとしてお呼びして、

学校や児童に対する思いを聞

かせる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
低
学
年 

ぬ
く
も
り
の 

き
ょ
う
し
つ
（
檜
原
村
） 

内
容
項
目
４
❘
(1) 

一 

ね
ら
い 

 
 

み
ん
な
で
使
う
公
共
物
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を

育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
檜
原
村
は
、
学
校
や
図
書
館
な
ど
の
木
質
化
を
進
め
て
い
る
。

村
の
山
で
育
っ
た
木
材
を
使
い
、
村
の
大
工
さ
ん
が
子
供
た

ち
の
た
め
に
腕
を
ふ
る
う
。
教
室
の
児
童
用
の
机
、
椅
子
だ

け
で
な
く
、
床
、
壁
、
ロ
ッ
カ
ー
な
ど
も
木
で
つ
く
ら
れ
て

い
る
。
村
全
体
が
、
子
供
た
ち
を
愛
情
一
杯
に
大
切
に
育
て

て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

・
公
共
物
に
は
、
人
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
不
特
定
多

数
の
人
の
利
便
の
た
め
、
楽
し
み
の
た
め
、
癒
し
の
た
め
な

ど
、
設
置
者
の
思
い
が
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
利
用

者
の
願
い
で
も
あ
る
。
そ
の
思
い
に
気
付
く
指
導
を
し
な
け

れ
ば
、
心
か
ら
公
共
物
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
子
供
は
育

た
な
い
。 

・
資
料
は
、
木
質
化
さ
れ
た
教
室
に
、
温
か
な
村
の
人
の
心
が

感
じ
取
れ
る
。
設
置
者
の
思
い
に
気
付
き
、
大
切
に
使
っ
て

い
る
み
ん
な
の
思
い
に
気
付
き
、
自
分
も
主
体
的
に
公
共
物

を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
の
場
面
で
は
、
具
体
的
な
学
校
生
活
の
場
面
か
ら
公
共

物
を
想
起
さ
せ
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
さ
せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
身
の
回
り
の
公
共
物
に
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
と
場
面
・
対
象
を
広
げ
て
、
具
体
的
に
振
り
返
ら

せ
る
よ
う
に
す
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 学校の中の公共物を思い浮かべる。 

 ○ みんなで使うものには、どんなものがあるか。 

 

・ねらいとする価値に目を向けさ

せ、自分とのかかわりで考えら

れるようにする。 

２ 資料「ぬくもりの きょうしつ」を読んで、話し合う。 

(1) どきっとして返事ができなかった時のゆうたの気持ちはど

んなだったか。 

 ・悪いことだ。 

 ・急に言われてびっくりした。 

 ・いやだと言ったら、一緒に遊んでもらえなくなる。  

(2) ゆうたは、どんな思いで「だめだよ。」とはっきり言ったの

か。 

 ・先生にしかられるよ。 

・大工さんが一生懸命に作ってくれたんだから。 

・村の人がつくった特別なものだから大切にしなくちゃいけ

ない。 

 ・学校のみんなが今までも大切に使ってきたんだから、自分

たちも大切にしなくちゃ。 

(3) 山の木は、ゆうたにどのようなことを話しかけているのだ

ろうか。 

 ・かんたくんを止めてくれてありがとう。 

 ・一生懸命にそうじをしてくれてありがとう。 

 ・大切に使ってくれてうれしいよ。 

 ・これからも大事にしてね。 

 

・悪いことだと分かっていても、

態度に表せないゆうたの気持ち

を考える。 

 

 

・木の教室を自分たちに用意して

くれた人々の気持ちやそれを大

切に使ってきたみんなの気持ち

をもとに、公共物を大切にする

心について考えさせる。 

 

 

 

・公共物を大切にする気持ちのよ

さを山からのメッセージにして

考えさせる。 

３ 自分の生活を振り返って発表し合う。 

 ○ みんなで使うものにはどんなものがあるか。それらを大

切に使うことができているか考えてみよう。 

・学校以外に図書館、駅、児童館、

道路等、公共の場にある物に広

げる。 

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例
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オ
オ
カ
ミ
の
お
ん
が
え
し
（
日
の
出
町
）

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
、
「
日
の
出
町
む
か
し
ば
な
し｣

と
し
て
西
多
摩
郡

日
の
出
町
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
昔
話
を
出
典
に
改
作
し
た
も

の
で
あ
る
。 

・
ヤ
マ
ド
リ
の
骨
が
の
ど
に
刺
さ
っ
て
困
っ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ

を
、
恐
れ
を
捨
て
温
か
い
心
で
助
け
て
あ
げ
た
コ
ウ
ば
あ
さ

ん
の
言
動
に
着
目
さ
せ
、
思
い
や
り
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ

た
い
。 

 

・
思
い
や
り
の
心
は
無
償
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
に

オ
オ
カ
ミ
か
ら
の
恩
返
し
が
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
さ
せ
、
思

い
や
り
の
心
は
思
い
や
る
方
も
気
持
ち
が
よ
い
こ
と
に
気
付

か
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
各
発
問
で
、
コ
ウ
ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
に
共
感
で
き
る
よ
う

に
工
夫
す
る
。「
こ
れ
、
オ
オ
カ
ミ
。
わ
た
し
の
手
を
か
ま
な

け
れ
ば
、
の
ど
の
ほ
ね
を
と
っ
て
や
る
ぞ
。
ど
う
だ
。
」
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
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
た

い
。 

・
話
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
日
の
出
町
の
様
子
を
写

し
た
写
真
や
地
図
を
用
意
し
、
導
入
で
生
か
す
。 

・
オ
オ
カ
ミ
と
コ
ウ
ば
あ
さ
ん
の
お
面
を
用
意
し
、
登
場
人
物

に
な
り
き
っ
て
役
割
演
技
を
さ
せ
る
の
も
効
果
的
で
あ
る
。

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 日の出町の昔話であることを知り、資料に興味をもつ。 

 ○ 日の出町はどんなところか知っているか。 

・地図や写真を用意し、資料への

導入を図る。 

２ 資料「オオカミのおんがえし」を読んで、話し合う。 

(1) くるしそうなオオカミを見つけたとき、コウばあさんは

どんな気持ちになったか。 

・かわいそうだけど、オオカミはこわい。 

・助けてあげないと死んでしまうかもしれない。 

(2) 「これ、オオカミ。わたしの手をかまなければ、のどの

ほねをとってやるぞ。どうだ。」と言ったときのコウばあさ

んの気持ちはどんなだったか。 

・オオカミだって話せば人間の気持ちが伝わるはずだ。 

・こわいけれど、苦しんでいるオオカミを助けてあげたい。

<補助発問>コウばあさんの言葉を聞いたときのオオカミの気

持ちはどんなだったか。 

・くるしいよ。早く助けて。 

・怖がらせていた僕なのに、助けてくれるなんてうれしい。

(3) オオカミからのお礼を見て、コウばあさんはどんな気持

ちになったか。 

・オオカミにも私の心が伝わったんだな。 

・助けてもらったお礼をするなんて、オオカミも優しいな。

・優しい心は相手だけでなく自分の心を温かくする。 

 

・オオカミの緊急事態に直面し

たコウばあさんの心の揺れに

着目させる。 

 

・コウばあさんとオオカミに分

かれて役割演技をさせ、それぞ

れの立場になりきった発言を

させる。     

３ 自分の生活を振り返る。 

○ コウばあさんのように、相手の気持ちを考えて親切に

したことはあるか。 

・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

小
学
校
中
学
年 
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 小
学
校
中
学
年 

 
大
鵬
土
俵
（
西
東
京
市
） 

内
容
項
目 

２
―
(4) 

一 

ね
ら
い 

 
 

わ
た
し
た
ち
の
生
活
が
、
人
々
の
協
力
や
助
け
合
い
で
成

り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
感
謝
す
る
心
を
育
て
る
。

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
わ
た
し
た
ち
は
、
様
々
な
人
に
支
え
ら
れ
、
助
け
ら
れ
な
が

ら
生
き
て
い
る
。
日
ご
ろ
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
々
の
存

在
に
気
付
き
、
尊
敬
や
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
、
そ
れ
を

具
体
的
な
行
動
に
表
す
こ
と
は
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築

い
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
ご
ろ
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
人
々
へ
の
尊
敬
・
感
謝
の
気
持
ち
は
郷

土
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
々
へ
、
ひ
い
て
は
郷
土
愛
へ
と
発

展
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

・
本
資
料
は
、
わ
ん
ぱ
く
ず
も
う
に
参
加
す
る
主
人
公
が
、
本

物
の
土
俵
を
地
域
の
人
々
が
守
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
主
人
公
の

心
の
動
き
を
追
う
こ
と
で
、
児
童
に
感
謝
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
て
い
き
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
田
無
神
社
の
宮
司
は
、
す
も
う
に
最
も
思
い
入
れ
の
あ
る
人

と
い
う
こ
と
で
、
大
鵬
親
方
に
土
俵
の
命
名
を
お
願
い
し
た
。

す
る
と
大
鵬
親
方
自
ら
が
、
自
分
の
四
股
名
で
あ
る
「
大
鵬
」

と
い
う
名
前
を
命
名
し
た
。 

・
地
域
の
神
社
に
本
物
の
土
俵
が
あ
れ
ば
、
そ
の
話
題
に
触
れ

た
い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 本物の土俵の写真を見て、思ったことを話し合う。 

 ・かたそうだな。 

 ・のぼってみたい。 

・「土の土俵」のカラー写真を用

意し、どのように造るのかを説

明する。 

２ 資料「大鵬土俵」を読んで、話し合う。 

(1) わんぱくずもうが、土でできた土俵で行われることを知

った「ぼく」は、どう思ったのでしょうか。 

 ・かたくて痛いからいやだなあ。 

 ・どうしてマットの土俵じゃないのだろう。 

(2) 土俵を守っている人々がいることを知った「ぼく」は、

どう思ったのでしょうか。 

 ・知らなかった。 

 ・土俵を守るのは、大変なことなんだ。 

 ・ぼくたちのために守ってくれているんだ。 

(3) 土俵に込められた願いを知った「ぼく」は、どう思った

のでしょうか。 

 ・今度から土俵を大切にしよう。 

 ・大鵬土俵ですもうをすることが楽しみだ。 

 

・本物の土俵に対する「ぼく」の

気持ち感じ取らせる。 

 

 

・大鵬親方や地域の人々の思い

や願いを考えさせる。 

 

 

 

・「ぼく」の気持ちが、感謝の気

持ちへと変化いていく様子を

感じ取らせる。 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ みんなの生活を支えている人に、「ありがとう」と言い

たい人はいるか。それは、どうしてか。 

 ・主事さん。いつも学校を掃除してくれているから。 

 ・おまわりさん。町の安全を守っているから。 

・自分の生活を支えている人々

の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
中
学
年 

二
時
間
店
員
（
板
橋
区
） 内

容
項
目
４
―
(2) 

一 

ね
ら
い 

働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
、
進
ん
で
働
こ
う
と
す
る
心

情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
板
橋
区
民
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
商
店
街
を
題
材
に
取
り

上
げ
る
こ
と
で
、
資
料
に
関
心
を
も
た
せ
た
い
。 

・
店
員
を
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
働
く
楽
し
さ
や
う
れ
し

さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
験
活
動
を
題
材
に
す
る
こ
と

が
有
効
で
あ
る
と
思
い
、
取
り
上
げ
た
。 

・
板
橋
区
の
小
学
校
で
実
際
に
行
っ
て
い
る
総
合
的
な
学
習
の

時
間
で
の
活
動
を
取
り
上
げ
た
。
他
校
で
も
似
た
よ
う
な
学

習
活
動
を
想
起
し
、
道
徳
と
他
教
科
・
領
域
と
の
関
連
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
題
材
に
し
た
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
ク
ラ
ス
の
仕
事
に
つ
い
て
問
う
導
入
か
ら
、「
働
く
こ
と
」
に

つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。 

・
や
る
気
が
な
く
な
っ
た
が
、
お
店
の
人
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞

い
て
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
主
人
公
を
通
し
て
、
進
ん
で
働
く

こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
当
番
活
動
や
、
係
活
動
や
、
お
手
伝
い
な

ど
の
自
分
た
ち
の
仕
事
に
結
び
付
け
る
た
め
に
、
資
料
か
ら

は
な
れ
て
振
り
返
ら
せ
る
。 

・
終
末
で
は
、
日
ご
ろ
の
当
番
活
動
や
、
係
活
動
で
の
頑
張
り

に
つ
い
て
触
れ
、
実
践
意
欲
に
つ
な
げ
た
い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 仕事について話し合う。 

 ○ クラスの仕事にはどんなものがあるか。 

 

・価値への方向付けをする。 

２ 資料「二時間店員」を読んで、話し合う。 

(1) たたむのがいやになってきたとき、ゆか子はどんなこと

を考えていたか。 

 ・あきたけど、たん当になったんだから頑張ろう。 

 ・やっぱりケーキ屋さんで働きたかったな。やる気がない。

(2) たたみ方を工夫し始めたゆか子は、どんなことを考えな

がら働いたか。 

 ・どうしたら買いたいと思ってもらえるかな。 

 ・あやかさんと協力して頑張ろう。 

 ・はじめはやる気がなかったけど、仕事が楽しくなってき

たな。 

(3) にっこりしたとき、ゆか子はどんなことを思ったか。 

 ・いやになったけど、頑張ってよかった。 

 ・頑張ったから満足だ。 

 

 

・あまり乗り気ではないゆか子

に共感させる。 

 

 

・乗り気ではなかった時の気持

ちにも触れ、それでも頑張ろう

と思った気持ちを考えさせる。

・進んで働こうというゆか子の

思いを考えさせる。 

 

・達成感や満足感に気付かせ、感

じ取らせる。 

 

 

３ 自分たちの生活を振り返って話し合う。 

○ みんなのために働いてよかったなと思ったことはある

か。またそのときの気持ちはどうだったか。 

 

・進んで働くことの大切さを押

さえる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例



 115

 小
学
校
中
学
年 

け
ん
た
の
じ
ま
ん
（
利
島
村
） 

内
容
項
目
４
―
(2)

一 

ね
ら
い 

 

力
を
合
わ
せ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
し
、

進
ん
で
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 

・
利
島
は
、
東
京
か
ら
百
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
、
大
島
と

新
島
の
間
に
位
置
し
、
お
椀
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
形

の
島
で
あ
る
。
利
島
小
中
学
校
は
小
・
中
併
設
校
で
、
平
成

二
十
一
年
度
は
、
小
中
合
わ
せ
て
十
三
名
が
通
っ
て
い
る
。

学
校
行
事
な
ど
は
合
同
で
行
わ
れ
る
。 

・
本
資
料
の
主
人
公
の
け
ん
た
は
、
道
そ
う
じ
に
遅
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
理
由
に
頭
が
痛
い
と
い
っ
て
サ
ボ
ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
母
親
に
行
く
よ
う
に
強
く
言
わ
れ
、
渋
々
そ
う
じ
の

場
所
に
向
か
う
。
道
そ
う
じ
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
観
光
客
が

「
島
に
ゴ
ミ
が
落
ち
て
な
く
て
、
気
持
ち
が
い
い
で
す
ね
。
」

と
言
っ
た
の
を
聞
い
た
と
き
、
道
そ
う
じ
を
や
っ
て
よ
か
っ

た
と
感
じ
る
。
本
資
料
を
通
じ
て
、
普
段
の
学
校
生
活
で
も

清
掃
活
動
や
当
番
活
動
な
ど
を
行
う
機
会
が
あ
る
が
、
意
欲

的
に
取
り
組
む
と
き
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
に
載
せ
た
写
真
や
地
図
を
見
て
、
利
島
に
つ
い
て
関
心

を
も
た
せ
る
。 

・
本
資
料
の
主
人
公
の
気
持
ち
に
共
感
さ
せ
、
身
近
な
係
活
動

や
当
番
活
動
、
清
掃
活
動
へ
の
意
欲
へ
と
つ
な
げ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 利島の写真や地図を見せることで、資料に興味をもつ。 

  ○ 東京にある島ですが、どこにあるか地図で調べましょ

う。  

・利島の写真や地図を提示し簡

単に島の様子を説明する。 

２ 資料「けんたのじまん」を読んで、話し合う。 

(1) しぶしぶ家を出たけんたは、どんな気持ちだったか。 

  ・遅れて道そうじに参加するのはいやだ。 

  ・頭が痛いし、まだ眠いので道そうじをする気にならない。

  ・仕方がないから、道そうじに行こう。 

(2) 遅れて道そうじに参加したけんたは、どんな気持ちだっ

たか。 

  ・遅れてでも行かなくては。 

  ・みんなはどんな気持ちで、ぼくを見ているのかな。 

  ・寝過ごしたのはぼくだから、怒られても仕方がないかな。

(3) 観光客が「島にゴミが落ちてなくて、気持ちがいいです 

ね。」と言ったのを聞いたけんたはどんな気持ちだったか。

  ・道そうじをやって、観光客が喜んでくれてうれしい。 

  ・きれいになった道を振り返って見て、すっきりした。 

・しぶしぶ道そうじの場所に向

かうけんたの気持ちに共感さ

せる。 

 

 

・遅れて道そうじに参加するけ

んたの気持ちに共感させる。 

 

 

 

・しぶしぶ道そうじの場所へ向

かった時の気持ちと比較させ

ながら、道そうじを終えた気持

ちを考えさせる。 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 学校生活や地域の活動で、みんなのために進んで活動

したことはあったか。そのときどんな気持ちだったか。 

  ・クラスやみんなのために、張り切ってやっていた。 

  ・順番だったり、自分で決めた係だったりするし、みんな

もやっていた。 

・ワークシートに今までの体験 

を記入させる。 

・普段の子供たちの活動から意

欲的に活動することについて

話し、今後の意欲につなげる。

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例
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だ
っ
て
家
族
だ
も
の
（
神
津
島
村
） 

内
容
項
目
４
―
(3)

一 

ね
ら
い 

 

家
庭
生
活
に
よ
り
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
家
族
み
ん
な
で
協

力
し
合
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
心
情
を
育
て

る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
神
津
島
は
、
伊
豆
諸
島
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
、
白
い
砂
浜
と

入
り
江
、
緑
豊
か
な
山
と
変
化
に
富
ん
だ
美
し
い
島
で
あ
る
。

海
の
水
質
と
透
明
度
も
す
ば
ら
し
く
、
釣
り
や
ダ
イ
ビ
ン
グ
な

ど
の
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
も
盛
ん
で
あ
る
。
漁
業
、
農
業
、
観
光

業
が
主
産
業
で
民
宿
の
数
も
多
い
。 

・
本
資
料
で
は
、
家
族
の
一
員
と
し
て
積
極
的
に
家
の
仕
事
を
手

伝
う
主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
生
懸
命
に
働
く
家
の

人
の
姿
を
見
た
主
人
公
が
ど
ん
な
気
持
ち
を
も
っ
た
の
か
を
考

え
る
こ
と
を
通
し
て
、
家
族
み
ん
な
で
協
力
し
合
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
、
こ
の
資
料
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
「
神
津
島
」
の

紹
介
を
行
う
。
ま
た
、
釣
り
や
ダ
イ
ビ
ン
グ
が
盛
ん
で
観
光
客

が
多
い
こ
と
や
「
民
宿
」
を
お
さ
え
る
こ
と
で
、
資
料
へ
の
導

入
と
す
る
。 

・
主
人
公
「
か
ず
き
」
の
葛
藤
や
心
の
変
化
を
共
感
的
に
考
え
さ

せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
家
族
と
の
か
か
わ
り
方
や
お
手

伝
い
を
し
た
経
験
を
振
り
返
ら
せ
る
。
ま
た
、
そ
の
時
の
気
持

ち
も
合
わ
せ
て
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
家
庭
を
つ
く

っ
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
深
め
さ
せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 神津島の写真や地図を見ること、民宿の説明をきくこと

で、資料に興味をもつ。   
・写真や地図を用いる。資料の舞

台である「民宿」の説明を行う。

２ 資料「だって家族だもの」を読んで、話し合う。 

(1) かずきは遊びに行くとき、走りながら、どんなことを考

えていたか。 

 ・ゆうまくんと何をして遊ぼうかな。楽しみだな。 

 ・今日は手伝いをしなくてもだいじょうぶだ。 

 ・家にもどって手伝いをしたほうがいいかな。 

 ・早く遊びをきりあげて家に帰ろう。 

(2) かずきはどんな気持ちで忙しく働く家族をじっと見つめ

ていたか。 

・おこられるかもしれない。 

・もう少し早く帰ってくればよかった。 

・どうして手伝ってと言わなかったの。 

・お父さん、お母さん、ごめんなさい。 

・家族のためにこれから手伝うぞ。 

(3) かずきは、お客さんに笑顔を返しながらどんな気持ちを

もったか。 

・当たり前だよ。家族なんだから。 

・家族の役に立つのは、うれしいことだなあ。 

・また、お手伝い頑張るぞ。 

 

・友達と遊ぶ前のうきうきした

心の中に、家のことがちょっと

引っかかっているかずきの気

持ちに共感させる。 

 

 

・主人公の心情をより深く考え

させる。補助発問や問い返しに

より、多様な考えを引き出すこ

とでねらいにせまる。 

 

  

 

・家の人だけでなく、お客さんに

も認め褒めてもらった喜びを

おさえる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

○ 今まで自ら進んで家族のために何かしたことがある

か。それはどんな気持ちからか。 

  

・毎日決められている手伝いで

はなく、自発的なかかわりの体

験を想起させたい。そのために

「自ら進んで」「どんな気持ち」

を強調して発問する。 

４ 教師の説話を聞く。  

四 

展
開
例

小
学
校
中
学
年 



 117

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 資料に興味をもつ。 

○ この絵を見たことがありますか。また、この絵を見て、

どんなことを感じましたか。 

・北斎の作品（挿絵など）を提示

し、資料への興味を高める。 

２ 資料「北斎通り」を読んで、話し合う。 

(1) 飾北斎が、６歳から９０歳まで絵をかき続けたことを聞

いたはるかは、どんなことを思ったでしょうか。 

 ・すごいな。 

 ・絵が大好きだったんだな。 

 ・どれくらいの数の絵をかいたのかな。 

(2) お父さんから、隅田川の絵を教えてもらったはるかは、ど

んな気持ちになったでしょうか。 

 ・昔の隅田川はこんな様子だったんだ。 

 ・２００年前にもあったなんて、不思議だな。 

(3) 「北斎は、日本の風景や人々の様子を、たくさんかいたん

だよ。」とお父さんに言われたはるかは、どんなことを考えた

でしょうか。 

・日本のすばらしい自然を、みんなに伝えたかったのかな。 

・自然や人々の暮らしの様子が好きだったのかな。 

 

・北斎の、絵をかくことへの思い

を想像することで、発問(2)や発

問(3)へとつなげる。 

 

 

 

 

 

 

・なぜ、北斎が人々の様子や富士

山をたくさんかいたのか、北斎

がえがいた日本の自然の素晴ら

しさとはどんなものか、という

考えを導くようにする。 

３ 自分の生活を振り返る。 

○ 日本で、自分が好きなところやものは何か。また、どう

して好きなのか。 

 

・身の回りの自然や人々の様子に

ついて考えさせるようにする。

・自然や日常の中でのもの、また

は民俗性など幅広く扱う。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例

小
学
校
中
学
年 

北
斎
通
り
（
墨
田
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
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・

飾
北
斎
は
、
墨
田
区
で
生
ま
れ
た
浮
世
絵
の
絵
師
で
あ
る
。

北
斎
の
作
品
は
、
海
外
で
も
多
く
の
芸
術
家
に
影
響
を
与
え

た
。 

・
墨
田
区
の
「
北
斎
通
り
」
に
は
、
街
路
灯
に
北
斎
の
作
品
が

飾
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

・
北
斎
の
作
品
に
は
、
江
戸
の
人
々
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
季
を
感
じ
さ
せ
る
壮
大
な
自
然
を

描
い
た
も
の
も
多
い
。 

・
主
人
公
の
は
る
か
に
共
感
し
、
人
々
の
生
活
を
愛
し
、
自
然

を
愛
し
た
北
斎
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
よ
さ

や
す
ば
ら
し
さ
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
、
国
を
愛
す
る
心
情

を
育
て
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
北
斎
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
墨
田
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
閲
覧
す
る
と
参
考
に
な
る
。 

・
北
斎
に
つ
い
て
の
理
解
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
北

斎
の
作
品
を
通
し
て
、
我
が
国
の
よ
さ
を
見
つ
め
さ
せ
る
よ

う
に
す
る
。 
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 小
学
校
高
学
年 

 
よ
り
良
い
物
を
目
指
し
て
（
足
立
区
） 

内
容
項
目 

１
―
(2) 

一 

ね
ら
い 

 

探
究
心
を
も
っ
て
、
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
よ
う
と

す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
江
戸
刺
繍
は
、
現
在
、
東
京
都
が
指
定
す
る
伝
統
工
芸
品
で
あ

る
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
飛
鳥
時
代
か
ら
続
い
て
お
り
、
着
物

に
絹
糸
で
刺
繍
を
す
る
技
術
で
あ
る
。
特
に
決
ま
っ
た
地
域
で

作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
着
物
を
染
め
た
後
に

き
れ
い
な
水
で
着
物
を
洗
う
作
業
が
あ
る
た
め
、
現
在
で
も
足

立
区
や
葛
飾
区
な
ど
の
川
沿
い
に
職
人
が
多
く
い
る
。 

・
本
資
料
で
は
、
日
本
の
文
化
を
知
り
、
そ
の
よ
さ
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
た
い
。
さ
ら
に
、
現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る
日
本
の
文

化
を
時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
実
際
の
作
品
や
作
業
の
様
子
を
映
像
資
料
等
を
用

い
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
料
へ
の
興
味
・
関
心
を
高

め
る
。 

・
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
興
味
を
も
っ
て
追
求
し

て
み
た
い
こ
と
を
問
う
。 

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 江戸刺繍という刺繍があることを知り、資料へ興味をも

つ。 

○ 東京都には江戸刺繍があることを知っていますか。 

 

・児童が江戸刺繍について理解

できるように、作品の写真と実

際の作業の様子の映像を提示

し、導入を図る。 

２ 資料「より良い物を目指して」を読んで、話し合う。 

(1) 江戸刺繍の作品作りのために、雑貨屋さんや手芸店に通

う母はどんなことを思っていたのだろうか。 

・いい材料があるかな。 

・もしなかったらどうしよう。 

・新しい作品を作りたい。 

(2) 母はどんな思いから、家紋の刺繍を奥にしまったのだろ

うか。 

 ・悔しい。 

 ・新しいのを作ろう。 

 ・もしかしたら自分にはできないのかもしれない。 

(3) 新しく作った作品が喜ばれているとき、母はどんなこと

を思っていたのだろうか。 

・自分の工夫が認められた。 

 ・これで多くの人に江戸刺繍を知ってもらえる。 

 ・自分のアイデアが喜ばれた。 

 

 

・新しい作品を作ろうと意欲を

もってその材料を探している

母の気持ちに気付かせる。 

 

 

・アイデアを出して作った作品

が納得のいく作品ではなかっ

たときの、母の悔しい気持ちと

あきらめようとしている気持

ちに気付かせる。 

・江戸刺繍を多くの人に知って

もらえる喜びと自分のアイデ

アが認められた充実感に気付

かせる。 

３ 自分の生活を振り返る 

○ 興味をもって探究してみたいと思ったことはあります

か。 

・具体的な場面などを伝え、ワー

クシートに記入させる。 

４ 教師の説話を聞く  

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

い
ま
や
ら
ね
ば
い
つ
で
き
る 

 
わ
し
が
や
ら
ね
ば
た
れ
が
や
る
（
小
平
市
） 

内
容
項
目 

１
―
(2)

一 

ね
ら
い 

自
分
で
決
め
た
目
標
は
、
困
難
や
失
敗
に
く
じ
け
ず
、
粘

り
強
く
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
人
は
何
歳
に
な
っ
て
も
、
自
分
の
夢
や
希
望
を
も
つ
こ
と
で

前
向
き
に
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
自
分

な
り
の
目
標
を
立
て
、
自
己
実
現
を
目
指
し
て
生
き
る
こ
と

で
充
実
し
た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
困
難

な
現
実
に
く
じ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。 

・
平
櫛
田
中
の
生
涯
を
通
し
て
、
自
分
の
立
て
た
目
標
に
向
け

て
く
じ
け
ず
に
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
取
り
組
み
、
そ
の
目

標
に
向
か
っ
て
着
実
に
前
進
し
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
意
志

と
実
行
力
を
育
て
て
い
き
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
「
鏡
獅
子
」
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）
は
、
高
さ
二
○
六

ｃ
ｍ
。
国
立
劇
場
に
て
一
般
公
開
し
て
い
る
。 

 

木
彫
に
金
箔
な
ど
を
施
し
て
あ
り
、
大
き
さ
も
見
た
目
も
と

て
も
彫
刻
と
は
思
え
な
い
作
品
で
あ
る
。 

・
小
平
市
平
櫛
田
中
彫
刻
美
術
館
・
東
京
都
小
平
市
学
園
西
町

一
―
七
―
五 

・「
心
の
ノ
ー
ト
」
の
『
目
標
に
向
か
っ
て
生
き
る
』
の
ペ
ー
ジ

を
活
用
し
、
自
分
の
夢
や
目
標
を
確
認
し
、
実
現
す
る
た
め

に
大
切
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 「鏡獅子」の写真を見て思ったことを発表し合う。 

・すごくきれい。 

・今にも動き出しそう。 

・彫刻に見えない。 

 

・カラーの「鏡獅子」の写真を用

意する。できれば大きさが実感

できるものがよい。 

２ 資料「いまやらねばいつできる わしがやらねばたれが

やる」を読んで、話し合う。 

(1) 田中は、どんな気持ちから「見本となるような作品を作

りたい」と考えていたのでしょうか。 

 ・これから彫刻を彫る人たちのために役に立ちたい。 

 ・日本の彫刻の素晴らしさを伝えていきたい。 

(2) 田中は、「鏡獅子」を作る途中でいくつもの困難にあった

とき、どのようなことを考えたのでしょうか。 

 ・最後まで頑張るぞ。 

 ・やめたい、もうあきらめたい。 

(3) 主人公は、田中の生きざまからどのようなことを感じた

のでしょう。 

・自分で決めたことは、困難なことがあっても最後までや

り遂げることは大変だけど、やり切ることは素晴らしい。

 

 

 

・田中が目標を決めた時の気持

ちを考えさせる。 

 

 

・困難に向かったとき、前向きな

気持ちと挫折してしまいそう

な気持ちの心の葛藤について、

共感し考えさせる。 

・田中の思いを考え感じ取らせ

る。 

 

 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 自分の夢や目標としていることはありますか、それに

向けて努力していることはどんなことですか。  

 

・「心のノート」『目標に向かっ

て生きる』の「私の夢」に書か

せる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例



 120

 小
学
校
高
学
年 

ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
の
思
い
出
（
稲
城
市
） 

内
容
項
目 

２
―
(3) 

一 

ね
ら
い 

 
 

互
い
に
信
頼
し
、
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
、
よ
り
よ
い

友
達
関
係
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
稲
城
市
で
は
、
毎
年
一
月
中
旬
頃
、
稲
城
中
央
公
園
総
合
グ

ラ
ウ
ン
ド
及
び
周
辺
道
路
で
市
民
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
が
行

わ
れ
て
い
る
。
小
学
生
か
ら
一
般
の
大
人
ま
で
約
千
五
百
人

が
参
加
し
て
い
る
大
き
な
大
会
で
あ
る
。
小
学
生
の
部
で
は
、

男
子
が
多
く
参
加
し
、
特
に
地
域
の
少
年
野
球
チ
ー
ム
や
サ

ッ
カ
ー
チ
ー
ム
に
所
属
し
て
い
る
児
童
の
参
加
が
多
い
。 

・
本
資
料
で
は
、
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
に
向
け
て
、
ラ
イ
バ
ル

同
士
で
あ
る
二
人
が
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
、
共
に
高
め
合
っ

て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
友
達
関
係
で
悩
む
こ
と
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
高
学
年
の
児
童

に
と
っ
て
、
友
達
同
士
の
相
互
の
信
頼
の
下
、
互
い
に
磨
き

合
い
、
高
め
合
う
よ
う
な
真
の
友
情
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
の
場
面
で
は
、
児
童
自
身
と
の
か
か
わ
り
か
ら
ね
ら
い

と
す
る
価
値
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
方
向
付
け
を
す

る
。 

・
主
人
公
で
あ
る
健
太
の
心
情
を
考
え
る
場
面
で
は
、
児
童
の

感
じ
方
や
考
え
方
を
多
様
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
導
く
。 

・
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
時
間
を
十
分
に
取
り
、

大
切
に
扱
う
。
じ
っ
く
り
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
書
か
せ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 友達がいてよかったと思った経験を話し合う。 

 ○ これまで友達がいてよかったと思ったことにはどんなこ

とがあるか。 

・信頼、友情にかかわる体験を

思い出し、ねらいとする価値

への方向付けをする。 

２ 資料「ロードレース大会の思い出」を読んで、話し合う。 

(1) 武志に「健太はもっと足が速いと思っていたよ。」と言われ、

うつむいてしまったときのぼくの気持ちはどうだったか。 

 ・武志にばかにされて嫌だ。 

 ・武志に負けるくらいならもう一緒に走りたくない。 

(2) ぼくを心配して家に来た武志の言葉を聞いて、ぼくの心の中

はどうだったか。 

 ・武志はぼくのことを心配してくれていたんだ。 

・ぼくのおかげと思われていたなんて、思ってもみなかった。

・武志と一緒に走りたくないと思ってしまって悪かった。 

(3) 表彰台に上った武志を見て、ぼくはどんな気持ちだったか。

 ・武志に負けて悔しいけれど、武志のおかげでここまで頑張る

ことができてよかった。 

 ・一緒にここまで頑張ってきた武志が入賞できてよかった。 

 ・ぼくたちはいいライバルだ。これからもいい関係でいたい。

 

 

・友達への信頼が揺らぐとき

の気持ちを考えさせるよう

にする。 

 

・友達へ不信感をもっていた 

ことに対する様々な感じ方

や考え方に気付かせるよう

にする。 

 

・友達と認め合い、高め合い、

よりよい友情を築けたとき

の気持ちに共感できるよう

にする。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 今までに、友達同士で高め合えたことや理解し合えたこと

にはどんなことがあるか。 

・今までの自分自身を振り返

り、友情を深められた経験に

ついて場面を広げて考えら

れるようにする。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例



 121

 小
学
校
高
学
年 

ふ
る
さ
と
の
川
（
三
鷹
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
川
の
海
岸
段
丘
で
あ
る
国
分
寺
崖
線
に
沿
っ
て
、
野
川

が
流
れ
て
い
る
。
以
前
に
は
緑
の
多
か
っ
た
国
分
寺
、
小
金

井
、
三
鷹
辺
り
も
宅
地
開
発
に
よ
り
、
都
市
化
さ
れ
た
。
そ

ん
な
中
で
、
サ
ケ
の
稚
魚
を
育
て
て
野
川
に
放
流
し
た
り
、

ホ
タ
ル
の
里
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
自
然
環

境
を
守
り
、
野
川
を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
す
る
活
動
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
も
、
実
際
に
サ
ケ
の
稚
魚
を
育
て
て

い
る
学
校
の
児
童
の
体
験
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
。 

・
他
教
科
等
と
の
関
連
を
生
か
し
、
資
料
理
解
を
深
め
さ
せ
た

い
。「
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
」
は
、
私
た
ち
の
身

の
回
り
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
ら
に
気
付
く
こ
と
、
興

味
・
関
心
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
自
然
を
大
切
に
し
よ
う
と
い

う
心
情
が
育
っ
て
い
く
。
サ
ケ
の
卵
の
ふ
化
や
、
母
川
回
帰

の
本
能
に
対
す
る
驚
き
か
ら
、
野
川
の
様
子
が
気
に
な
り
だ

し
て
く
る
主
人
公
の
心
の
動
き
に
深
く
共
感
さ
せ
る
こ
と
で

ね
ら
い
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
児
童
が
感
じ
て
い
る
「
自
然
」
や
「
環
境
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
ま
た
、
自
然
の
偉
大
さ
を
感
じ
る
の
は
ど
の
よ

う
な
と
き
な
の
か
、
そ
の
実
態
を
把
握
し
て
お
く
。 

・
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
学
校
内
外
の
自
然
環
境
の
変
化
な
ど

を
お
り
に
ふ
れ
て
話
し
、
身
近
な
自
然
の
営
み
に
気
が
付
く

感
性
を
育
て
た
い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 「自然ってすごいな」と思ったこと、または本を読んだり、

テレビを見たりしたことなどを思い出して話し合う。 

   

・サケについて、写真やビデオな

ど視覚に訴えるものを工夫す

る。 

２ 資料「ふるさとの川」を読んで、話し合う。 

(1) 一番心に残ったことはどんなところでしたか。 

 ・サケの赤ちゃんが生まれたこと。 

 ・サケがまちがわずに自分の生まれた川に帰って来ること。

 ・サケの赤ちゃんを放流すること。 

 ・野川のことが、急に気になりだしたこと。 

(2) 秀雄は、サケの赤ちゃんがかえったとき、どんな気持ちだ

ったでしょうか。 

(3) 秀雄は、放流した稚魚にいつまでも手をふっているとき、

どんな気持ちだったでしょうか。 

(4) 秀雄は、どうして野川のことが気になりだしたのでしょう

か。 

 

 

・児童自身の思いが十分話され

るようにする。 

 

 

 

・秀雄の気持ちになって考える

ことができるようにする。 

 

 

 

 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 最近、自分たちの身の回りの自然のことで、気になって

いることはありませんか。 

 

・直接体験がなければ、間接体験

でもよいが、できるだけ身近な

ところから考えていくよう支

援する。 

 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例
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 小
学
校
高
学
年 

 
ぼ
く
た
ち
の
ほ
こ
り
（
東
大
和
市
） 

内
容
項
目
４
―
(6) 

一 

ね
ら
い 

 

学
校
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
み
ん
な
で
協
力
し

て
自
分
た
ち
の
学
校
を
よ
り
よ
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情

を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
大
和
市
立
第
一
小
学
校
に
実
際
に
植
え
て
あ
る
イ
チ
ョ
ウ

の
木
を
題
材
と
し
た
。
樹
齢
九
十
年
を
越
し
て
も
な
お
、
地

域
の
人
が
大
切
に
世
話
を
し
て
い
る
。
ま
た
学
校
側
も
落
ち

葉
拾
い
や
銀
杏
拾
い
を
学
校
の
活
動
と
し
て
児
童
に
行
わ

せ
、
地
域
と
学
校
が
連
携
し
て
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
大
切
に
育

て
て
い
る
。 

・
本
資
料
で
は
、
は
じ
め
は
銀
杏
拾
い
を
嫌
が
る
「
順
二
」
だ

っ
た
が
、
イ
チ
ョ
ウ
の
木
の
病
気
を
知
り
、
お
世
話
を
す
る

地
域
の
人
や
先
生
た
ち
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
い
く
に
つ
れ

て
、
自
分
も
学
校
の
一
員
と
し
て
、
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
大
切

に
し
て
い
き
、
手
本
と
な
る
高
学
年
を
目
指
し
て
い
く
心
情

に
気
付
か
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
は
、
実
際
の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
の
写
真
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
資
料
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
。 

・
中
心
発
問
の
前
に
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
掃
除
す
る
写
真
を
掲
示

し
、
児
童
に
掃
除
の
大
変
さ
を
理
解
さ
せ
る
。 

・
自
分
の
生
活
を
振
り
返
る
場
面
で
は
、
ね
ら
い
に
迫
る
た
め
、

自
分
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
る
。

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ イチョウの木や銀杏について聞き、資料へ興味をもつ。 

 ○ イチョウの木を知っていますか。銀杏を知っています

か。 

 

・児童がイチョウの木、銀杏につ

いて理解できるように写真を

提示し、資料について関心をも

たせる。 

２ 資料「ぼくたちのほこり」を読んで、話し合う。 

(1) 順二に代わって銀杏を拾ってくれる聡を見て、順二はど

んなことを考えましたか。 
・自分の代わりにしてもらって悪いな。 
・６年生はとてもえらいな。 
・どうして進んでできるのかな。 

(2) 柵に入るのをやめたとき、順二はどういうことを考えて

いましたか。 

 ・みんなで育てている。大事にしたい。 
 ・地域の人が大切にしているから、中には入れない。 
 ・木はぼくたちのほこりだ。 

(3) どのような気持ちから順二は早く学校に来ようと思った

のですか。 
・自分もしっかりした６年生になる。 

 ・自分がイチョウの木を守っていく。 

 

・悪いという気持ちとなぜ拾っ

てくれるのかという疑問から

聡君のイチョウの木への思い

に気付かせる。 
 
・イチョウの木を大切にする地

域の人の思いに気付かせる。 
・実際の作業の写真を提示する

ことによって、掃除の大変さに

ついて理解を深めさせる。 
・自分もイチョウの木を大切に

していく思いと、自分が下級生

にとって見本となる６年生に

なろうという思いに気付かせ

る。 

３ 自分の生活を振り返る。 
○ よい学校にするために行ったことはあるか。 
 

・ワークシートに記入する。 

 

４ 教師の説話を聞く。  

 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

歴
代
横
綱
の
碑
（
墨
田
区
） 

内
容
項
目
１
―
(5)

一 

ね
ら
い 

自
己
を
見
つ
め
、
自
分
の
よ
さ
を
見
つ
け
、
個
性
を
伸
ば

し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
中
学
一
年
生
の
時
期
は
、
自
己
理
解
を
し
た
り
、
自
分
な
り

の
生
き
方
と
は
何
か
を
考
え
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方

で
、
他
人
と
比
較
し
、
自
己
を
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
ず
自
己

嫌
悪
に
陥
る
場
合
も
あ
る
。
成
長
期
の
こ
の
時
期
に
、
自
己

を
受
容
し
、
自
ら
の
よ
さ
を
伸
ば
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度

を
育
て
た
い
。 

・
本
資
料
は
、
わ
ん
ぱ
く
相
撲
で
鍛
え
た
力
を
生
か
せ
ず
に
、

部
活
動
の
選
択
に
迷
い
、
周
囲
に
流
さ
れ
そ
う
な
主
人
公
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
祖
父
や
横
田
さ
ん
の
助
言
に
触
れ
、

自
分
を
見
つ
め
、
よ
さ
を
生
か
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
主

人
公
の
変
容
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
個
性
を
伸
ば
し
て
生

き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・「
ど
の
横
綱
に
も
、
自
分
の
よ
さ
を
生
か
し
た
決
ま
り
手
が
あ

る
」「
吾
日
に
三
た
び
省
み
る
」
と
い
う
横
田
さ
ん
や
祖
父
の

言
葉
に
着
目
さ
せ
、
自
己
を
見
つ
め
、
個
性
を
伸
ば
し
て
生

き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。 

・
内
容
項
目
１
―
(3)
と
し
て
、
周
囲
に
流
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
主

人
公
が
自
己
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
変
容
に
着
目

さ
せ
て
、
自
主
自
律
の
精
神
を
養
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 部活動を選択したときの理由を発表する。 
 ・サッカーが好きだから。友達と一緒の部に、なんとなく。

・部活動を選択したときの理由

を確認させることで資料への

導入を図る。 
２ 資料「歴代横綱の碑」を読んで、話し合う。 

(1) 相撲部入部をためらうのは、雄介のどんな気持ちからか。

・和馬に冷やかされるから。 

・この前の試合では一回戦敗退だから。 

・相撲部以外にも自分に合う部活動があるかもしれないか

ら。 

(2) 「どの横綱にも自分のよさを最大限に生かした決まり手

がある。」の言葉を聞き、雄介はどんなことを考えたか。 

・横綱なんだから決め手があるのは当然だ。 

・横綱に限らず、その人ならではの決め手があると思う。 

・自分にも相撲に限らず「決め手」があるのだろうか。 

(3) 「自分のよさには、もっと自信をもっていい。」という祖

父の言葉が雄介の心に、どのように響いたのか。 

・横綱たちが試練に打ち勝ち、自分に自信と誇りをもった

ように、自分のよさを大事にしたい。 

・相撲という自分の特技を生かさないのはもったいない。 

・周りに惑わされず、自分のよさを発揮したい。 

・相撲という自分のよさに自信をもっていきたいと思った。

 

・周囲に流される主人公に着目

させる。また、主人公が自分自

身を見つめようとしないこと

にも気付かせる。 

 

・横綱だけではなく、だれにでも

その人固有のよさがあること

に気付かせる。 

 

 

・主人公の心の揺れに着目させ、

ねらいについて深く考えさせ

る。 

・「吾日に三たび省みる」という

祖父の言葉に言及し、より深く

個性を伸ばして生きる大切さ

について考えさせる。 

３ 友達のよいところを「心のノート」に記入し、互いのよ

さを発表し合う。 

・丁寧な文字が書け、連絡黒板係として信頼されている。 

・バレー部員として頑張り、都大会進出を決めた。 

・漫画が上手で、雑誌に投稿して佳作となった。 

・自分のよさは自分では分から

ないことが多いので、生徒相互

の信頼関係を基盤に互いに指

摘し合わせる。 

 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・個性を伸ばすことが充実した生き方を追求することにな

ることに気付かせる。 

・教師自身の個性に言及しなが

ら、よさを生かして生きること

の大切さを語る。 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

心
を
届
け
る
（
小
平
市
） 内

容
項
目
２
―
(3) 

一 

ね
ら
い 

 
 

友
達
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、
お
互
い
を
励
ま

し
合
い
、
高
め
合
う
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
丸
い
ポ
ス
ト
は
、
次
々
に
新
し
い
四
角
い
ポ
ス
ト
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
が
、
小
平
市
で
は
、
現
在
も
丸
い
ポ
ス
ト
が

使
用
さ
れ
て
お
り
、
都
内
で
最
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。 

・
現
代
の
中
学
生
の
中
に
は
、
メ
ー
ル
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
多
く
用
い
て
い
る
者
も
い
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、
速
さ
だ
け
で
は
な
く
、
相

手
を
思
い
や
る
心
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
小
平
市
の
取
組
が
、
心
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
お
互
い
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
も
た

せ
た
い
。 

・
メ
ー
ル
な
ど
で
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
こ
と
は
、

生
徒
に
と
っ
て
日
常
の
話
題
で
あ
る
。
本
資
料
を
活
用
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
自
分
に
も
起
こ
り
う
る
状
況
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ メールについて考える。 

○ どんなときにメールを使いますか。 

・メールについて考えさせ、本時

の学習への導入を図る。 

２ 資料「心を届ける」を読んで、話し合う。 

(1) かおりとまいがけんかしてしまったのは、なぜか。 

・まいが、自分の悪さに気付かず、友達の悪口ばかり言

うから。 

・かおりが、まいの話を聞かないから。 

(2) かおりの母は、丸いポストからどんなことを伝えよう

としていたのだろう。 

・人と人のつながりは心であること。 

・メールばかりがコミュニケーションではないこと。 

(3) かおりは、親友とはどんなものと考えていたのだろう

か。  

・心と心で通じ合っているもの。 

・けんかをしても、すぐにお互いを認め合えるもの。 

 

・メールでのトラブルが、お互い

の思いやりのなさから起こるこ

とを、十分に理解できるように

する。 

・丸いポストの話が、人と人の心

のつながりであることに気付か

せる。 

 

・自分自身が親友とは何かを考え

させるきっかけとしたい。 

 

 

３ まいに、心を込めた手紙を書く。 

・あなたの立場を分かってあげられなくてごめんなさ

い。まいの気持ちはよく分かるけど、同じように人の

悪口を言うような人になってほしくない。 

・君はそんな悪口を言われるような人じゃないって、ぼ

くはよく分かっている。だから、いつでも正々堂々と

していてほしい。 

・自分の親友が同じようなトラブ

ルを抱えているというような設

定を与える。 

４ 教師の説話を聞く。 

 

・コミュニケーションの基本は、

相手の立場に立って、相手を思

いやることだと話す。 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

幻
の
梨
（
稲
城
市
） 

内
容
項
目
２
❘
(6)

一 

ね
ら
い 

様
々
な
人
の
支
え
に
よ
り
、
現
在
の
自
分
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
感
謝
し
、
応
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
稲
城
の
梨
は
、
市
場
に
は
あ
ま
り
出
回
ら
ず
梨
園
の
直
売
所

で
売
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
家
族
や
地
域

の
協
力
で
生
産
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人

た
ち
が
、
貴
重
な
梨
と
し
て
贈
り
物
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

・
本
資
料
は
、
梨
園
を
営
む
川
村
さ
ん
が
家
族
や
地
域
の
人
に

支
え
ら
れ
て
今
が
あ
る
こ
と
を
中
学
生
の
私
に
伝
え
、
私
が

自
分
の
こ
と
を
振
り
返
り
祖
母
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
中
学
生
に
自
分
も
他
の
人
の
支
え
に

よ
り
、
今
が
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
資
料

で
あ
る
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
人
が
生
き
て
い
く
上
で
、
多
く
の
人
々
の
善
意
や
支
え
に
よ

り
日
々
の
生
活
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
感
謝
の
気
持

ち
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
さ
せ
た
い
。 

・
感
謝
の
気
持
ち
の
表
し
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
大
事
な
こ
と

は
そ
の
気
持
ち
が
相
手
に
届
く
よ
う
に
素
直
に
表
す
こ
と
だ

と
気
付
か
せ
た
い
。 

・
今
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
「
お
礼
の
手
紙
」
を
書
い
た

り
、
保
護
者
へ
の
お
礼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
た
り
す
る
な

ど
の
取
組
に
発
展
さ
せ
る
方
法
も
あ
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ お礼について考える。 
 ○ 人は、どんなときにお礼をするのだろうか。 

・日常的な小さな出来事や、特別

な出来事に対するお礼など、

様々な場面を考える。 
２ 資料「幻の梨」を読んで、話し合う。 
(1) 川村さんは、ご両親に梨を送るお得意さんにどんな特別

な思いをもっていただろうか。 
・人として大事にしてほしい気持ちをもっていてよかった。

・ご両親がとても喜ぶことが分かるからうれしい。 
(2) 川村さんは、どうしてなるべく多くの人に自分の作った

梨を食べてもらいたいのだろうか。 
・まわりの人に支えられながら今までやってこれたから、

そのことへの感謝の気持ちを表していたかった。 
・おいしい梨を売ることで、人が感謝の気持ちを伝えるこ

とにかかわれていると思うから。 
(3) 私が、田舎のおばあちゃんに梨を送るのはどんなことに

気付いたからだろうか。 

・自分がお世話になったことに気付き、その気持ちを伝え

たいと思った。 

・感謝の気持ちを純粋に形や行動に示すことが大切なこと

に気付いたから。 

 
・身近な感謝の気持ちの表し方

を取り上げたい。 
 
 
・川村さんが、梨園を続けてこら

れたことに対する感謝の気持

ちに重点をおきたい。 
 
 
 
・感謝の気持ちを素直に伝える

ことの大切さに重点をおきた

い。 

３ 人とのかかわりの中で大切にしたい気持ちについて話し

合う。 
・お世話になった方への感謝の気持ち。 
・感謝の気持ちを素直に伝えたいという気持ち。 

・感謝すること、それを伝えるこ

との大切さに気付かせたい。 

４ 教師の説話やお世話になった方への感謝の手紙を読む。 
 

・教師が、あらかじめ手紙やメッ

セージを用意してもよい。 
・曲を流すのも効果的である。 

四 

展
開
例
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 中
学
校 

最
後
の
楽
園
を
守
れ
（
小
笠
原
村
） 

内
容
項
目
４
―
(1) 

一 

ね
ら
い 

き
ま
り
の
意
義
を
理
解
し
、
社
会
の
秩
序
と
規
律
を
高
め

て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
小
笠
原
諸
島
は
、
本
州
か
ら
南
に
約
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
に
位
置
す
る
太
平
洋
上
の
島
々
で
、
豊
か
な
自
然
が
残
さ

れ
て
い
る
。
海
洋
資
源
も
豊
富
で
、
釣
り
師
に
と
っ
て
は
、

最
後
の
楽
園
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
海
洋
資
源
を
守
る

た
め
、
全
国
の
釣
り
師
に
小
笠
原
母
島
漁
業
組
合
が
後
押
し

さ
れ
る
形
で
、
日
本
初
の
釣
魚
採
捕
制
限
規
則
が
平
成
十
三

年
に
母
島
で
導
入
さ
れ
た
。 

・
本
資
料
は
、
移
動
教
室
の
き
ま
り
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い

る
主
人
公
が
小
笠
原
で
の
体
験
を
想
起
し
、
き
ま
り
の
意
義

に
つ
い
て
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
の
理
解
に
は
、
小
笠
原
の
自
然
に
つ
い
て
の
理
解
が

不
可
欠
に
な
る
の
で
、
導
入
で
は
、
小
笠
原
の
自
然
に
つ
い

て
、
写
真
な
ど
を
提
示
し
な
が
ら
理
解
さ
せ
た
い
。 

・
主
人
公
が
小
笠
原
で
の
体
験
か
ら
、「
き
ま
り
は
自
分
た
ち
を

守
る
た
め
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
く
姿
が
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
、「
進
ん

で
き
ま
り
を
守
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
い
。

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 小笠原諸島の自然について知る。 

○ 小笠原諸島について知っていることを挙げてみよう。 

・小笠原諸島について知り、資料

への導入を図る。 

・写真など提示し、小笠原の自然

のイメージをふくらませる。 

２ 資料「最後の楽園を守れ」を読んで、話し合う。 

(1) 父親がせっかく釣ったイシガキダイを海に放してしまっ

たのを見て、貴之はどんな気持ちになったのだろうか。 

・せっかく釣ったのにもったいない。 

・どうして、放すのだろう。 

(2) 「ここを守れるのは、他でもない、自分たちなんだ。」と

いう釣り師の言葉を貴之はどのように感じたのだろうか。 

・自分たちでルールをつくって守るのはすごいな。 

・取り締まりがないのに守られているのに驚いた。 

・ルールというのは自分たちを守るためにあるんだな。 

(3) 「おい、貴之！ お前の考えはどうなんだ。」と省吾に言

われた貴之は、どのような発言をするのだろうか。 

・自分たちで決めたルールはしっかり守ろうよ。 

・移動教室でみんなが楽しめるようなルールにしていきた

いな。 

 

・貴之の戸惑いに共感させ、ルー

ルがなければ、釣った魚は持ち

帰りたいという自然な感情が

あることを気付かせたい。 

・貴之の驚きの中に、ルールの意

義について学びとったことを

気付かせたい。 

 

 

・貴之の考えを追求することに

よって、ルールを守っていこう

とする意欲をふくらませる。 

３ 自分とのかかわりで考える。 

○ 「ルールがあってよかった。」と思った経験を話し合う。

・自分のルールとのかかわりを

想起させ、自分の問題として考

えさせる。 

４ 本時の授業で学んだことをまとめる。 

 

・「心のノート」の該当ページを

読んで自らの思いを記入させ、

本時のまとめをさせる。 

 

四 
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中
学
校 

 

ホ
タ
ル
の
里
（
東
大
和
市
） 

内
容
項
目
４
―
(4)

一 

ね
ら
い 

集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
、
協
力
し

合
お
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
中
学
二
年
生
の
時
期
は
、
様
々
な
集
団
の
中
で
相
互
理
解
を

深
め
、
人
間
的
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
を
学
ぶ
時
期
で
あ
る
。

集
団
生
活
で
は
互
い
に
人
間
関
係
を
大
切
に
す
る
と
と
も

に
、
励
ま
し
合
う
と
い
う
協
力
関
係
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
集
団
の
規
律
を
守
り
、
集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割

と
責
任
を
果
た
し
、
協
力
し
合
お
う
と
す
る
態
度
を
育
て
た

い
。 

・
本
資
料
は
、
集
団
の
規
律
を
守
ら
な
い
班
員
に
注
意
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
班
長
と
し
て
の
自
分
の
行
動
力
の
な
さ
に
落

ち
込
む
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
。「
ホ
タ
ル
の
里
」
で
出
会

っ
た
お
じ
い
さ
ん
の
一
言
や
班
員
か
ら
の
励
ま
し
に
よ
り
、

新
た
な
目
標
に
向
か
っ
て
班
長
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
果

た
そ
う
と
す
る
姿
か
ら
、
集
団
の
一
員
と
し
て
励
ま
し
合
う

と
い
う
協
力
関
係
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・「
中
学
生
な
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
こ
と
を
考
え
て
行
動
で
き
な
い

と
ね
…
…
。
」
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
の
一
言
か
ら
、
班
長
と
し

て
の
自
分
を
見
つ
め
、
責
任
を
果
た
す
こ
と
や
協
力
し
合
う

こ
と
の
価
値
に
気
付
い
て
い
く
よ
う
な
発
問
を
構
成
す
る
。

・
内
容
項
目
２
―
(3)
と
し
て
、
資
料
後
半
の
互
い
に
励
ま
し
合

う
場
面
に
着
目
さ
せ
て
、
友
情
の
尊
さ
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 
１ 班行動について考える。 
 ○ ホタルの里の写真や資料をもとに、ホタルについて知

っていることを挙げてみよう。 

・日常生活での出来事を想起さ

せながら、展開に導くための雰

囲気をつくる。 
２ 資料「ホタルの里」を読んで、話し合う。 
(1) のんびり歩く班員の様子にいらいらしながらも、班長の

中村くんはどうして注意しなかったのだろうか。 
・時間がかかっていることに、気付くだろうと思ったから。

・腹が立っていたので、注意する気にもならなかったから。

(2) 「中学生なら、それぐらいことを考えて行動できないと

ね……。」というおじいさんの一言を中村くんはどう受け止

めたのだろうか。 

・班長の自分にもあてはまる言葉だ。 
・班長として先のことを考えずに責任のない行動をとって

しまった。 
(3) 「みんなで協力してやればできるよ。」という佐藤さんの

言葉を聞いて、中村くんはどんな気持ちになったのだろう

か。 

・励まされ、落ち込んでいた気持ちが前向きになった。 

・もう一度、班長として頑張ってみようと思った。 

 
・班員の行動を批判するばかり

で注意できない主人公の姿に

着目させる。 
 
・おじいさんの一言から、班長と

しての自覚のない自分の行動

を振り返り、葛藤する主人公の

心情に迫らせる。 
 
 
・新しい目標に向かって、班長と

しての役割と責任を果たそう

と決意する主人公の前向きな

姿勢に共感させる。 

３ 「心のノート」を活用して、集団の中の自分の役割につ

いて考え、発表し合う。 
・全体の立場から自分のすべきことを考え、行動する。 
・集団のきまりを守り、協力する。 

・集団の一人としての責任を果

たす行動を目指し、協力し合う

ための自分の役割について考

えさせる。 
４ 教師の説話を聞く。 
 ・一人一人が輝く集団について話す。 

・一人一人の役割と責任への自

覚がよりよい集団を構成する

ことに気付かせる。 
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