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は 

じ 

め 

に 
 

東
京
都
教
育
委
員
会
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
、
学
校
・
家
庭
・
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
全
て
の
公
立
小
・
中
学
校
で
実
施
さ
れ
、
現
在
で
は
都
内
全
て
の
公
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
を
設
置
し
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
。 

本
資
料
集
は
、
都
内
公
立
小
・
中
学
校
等
に
お
い
て
充
実
し
た
道
徳
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
全
て
の
児
童
・
生
徒
が
、
人
間
と
し
て
の 

在
り
方
を
自
覚
し
、
人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
を
身
に
付
け
、
豊
か
で
強
い
心
を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成

し
ま
し
た
。 

作
成
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
都
教
育
委
員
会
の
教
育
目
標
に
基
づ
き
、
学
習
指
導
要
領
の
道
徳
に
示
さ
れ
た
内
容
項
目
の
う
ち
、「
思
い
や
り
」

「
規
範
意
識
」
「
勤
労
・
奉
仕
」
「
個
性
伸
長
」
「
生
命
尊
重
」
を
中
心
に
、
東
京
を
象
徴
す
る
よ
う
な
行
事
や
自
然
、
施
設
、
そ
し
て
連
綿
と
受

け
継
が
れ
て
き
た
文
化
や
伝
統
、
さ
ら
に
は
東
京
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
営
み
な
ど
を
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
児
童
・
生
徒
に
と
っ
て
魅
力
あ

る
読
み
物
資
料
を
そ
の
活
用
例
と
と
も
に
編
集
し
た
も
の
で
す
。 

各
学
校
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
資
料
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
資
料
集
の
編
集
に
当
た
ら
れ
た
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座
推
進
委
員
会
の
皆
様
、
資
料
提
供
を
し
て
く
だ
さ
い

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

 

平
成
二
十
三
年
三
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育
庁
指
導
部
長 
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つ

な

が

る

い

の

ち 

  

き

ょ

う

は

、

お

父と
う

さ

ん

の

 

ふ

る

さ

と

の

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

と

 
お

ば

あ

ち

ゃ

ん

の

 

家い
え

に

 

あ

そ

び

に

行い

く

日ひ

。 

 

い

と

こ

の

 

み

ん

な

や

 

お

じ

さ

ん

、

お

ば

さ

ん

た

ち

も

 

来き

て

い

た

。 

  

お

じ

い

ち

ゃ

ん

と

 

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

の

 

家

の

中な
か

で

は

、

お

に

 

ご

っ

こ

や

 

か

く

れ

ん

ぼ

が

 

で

き

る

。 

 

き

ょ

う

も

、

さ

っ

そ

く
 

い

と

こ

の

 

み

ん

な

と

 

か

く

れ

ん

ぼ

を

 

す

る

こ

と

に

し

た

。 

  

ぼ

く

は

、

ど

の

へ

や

に

 

か

く

れ

よ

う

か

 

こ

っ

そ

り

と

 

あ

る

い

て

い

た

。 

（

そ

う

だ

、

こ

こ

の

 

へ

や

に

し

よ

う

。
）
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ぼ

く

が

 

入は
い

っ

た

 

へ

や

に

は

、

む

か

し

の

人ひ
と

の

 

し

ゃ

し

ん

が

た

く

さ

ん

 

か

ざ

ら

れ

て

い

た

。 

（

そ

う

か

、

こ

こ

は

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

や

 

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

よ

り 

も

っ

と

 

む

か

し

の

人

の

 

し

ゃ

し

ん

が

 

か

ざ

ら

れ

て

い

る

 
へ

や

な

ん

だ

…

…

。
）

 

と

思お
も

っ

た

。 

  

お

し

い

れ

に

 
か

く

れ

よ

う

と

 

し

た

と

き

に

、

は

し

ら

に

 

し

る

し

が

 

あ

る

こ

と

に
 

気き

が

つ

い

た

。 

  

ひ

ろ

ゆ

き

七な
な

さ

い

 

た

け

や

七

さ

い

 

ひ

ろ

ゆ

き

八は
っ

さ

い

…

…

。 

 

（

ひ

ろ

ゆ

き

っ

て

、

お

父

さ

ん

の

こ

と

？

 

た

け

や

っ

て

、

お

父

さ

ん

の

 

弟

の

お
と
う
と

 

た

け

や

お

じ

さ

ん

の

こ

と

か

な

あ

。
）
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「

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

、

こ

の

は

し

ら

の

 

し

る

し

は

 

な

あ

に

？

」 

 

か

く

れ

ん

ぼ

が

 

お

わ

っ

て

か

ら

、

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

に

 

聞き

い

て

み

た

。 
「

こ

れ

は

ね

、

お

父

さ

ん

と

 

お

じ

さ

ん

が

 

子こ

ど

も

の

こ

ろ

の

せ

の

高た
か

さ

の

 

し

る

し

よ

。
」 

 

い

と

こ

の
 

み

ん

な

も

 

あ

つ

ま

っ

て

き

た

。 

「

お

も

し

ろ

い

な

あ

。

た

け

や

っ

て

 

父

ち

ゃ

ん

の

こ

と

か

あ

。
」 

  

よ

く

見み

る

と

、
お

じ

い

ち

ゃ

ん

や

 

知し

ら

な

い

人

の

 

名な

前ま
え

も

 

う

す

く

 

書か

か

れ

て

い

た

。 

 

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

が

、 

「

そ

う

い

え

ば

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

が

 

子

ど

も

の

こ

ろ

の

 

し

る

し

も

 

こ

こ

に

あ

っ

た

わ

ね

。
」 

と

、

な

つ

か

し

そ

う

に

 

は

し

ら

を

 
見

は

じ

め

た

。 

 

ぼ

く

も

 

は

し

ら

に

む

か

っ

て

、

せ

を
 

く

ら

べ

て

み

た

。 
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（

お

父

さ

ん

が

 

七

さ

い

の

 

と

き

は

、

こ

の

く

ら

い

 

だ

っ

た

の

か

あ

。

ぼ

く

の

方ほ
う

が

 

ち

ょ

っ

と

 

高

い

な

。
） 

  
ぼ

く

の

 

お

父

さ

ん

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

…

…

。

そ

の

ま

た

 

お

父

さ

ん

、

お

じ

い

ち

ゃ

ん

…

…

。

み

ん

な

が

 

生い

き

て

き

た

し

る

し

。 

 

な

ん

だ

か

、

ふ

し

ぎ

な

気

も

ち

に

な

っ

た

。 

 

「

う

わ

あ

、

な

つ

か

し

い

な

あ

。
」 

 

お

父

さ

ん

も

 
へ

や

に

 

入

っ

て

き

て

、

は

し

ら

の

 

し

る

し

を

 

さ

わ

り

は

じ

め

た

。 

「

よ

う

し

、

な

か

ま

入い

り

し

よ

う

。

そ

の

ま

ま

 

そ

の

ま

ま

。
」 

 

お

父

さ

ん

が

、

ぼ

く

の

 
頭あ

た
ま

の
 

高

さ

に

 

手て

を

当あ

て

て

、

は

し

ら

に

 

ぼ

く

の

 

名

前

を

 

書

い

て

、
し

る

し

を

 

つ

け

て

く

れ

た

。 

「

ぼ

く

も

。
」 

「

わ

た

し

も

。
」
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い

と

こ

の

 

み

ん

な

も

 

う

ら

や

ま

し

そ

う

に

 

言い

い

出だ

し

た

。 

 

ぼ

く

は

 

は

し

ら

の

 

じ

ぶ

ん

の

 

し

る

し

を

 

見

て

 

に

っ

こ

り

し

た

。 

（

山

西

 

香

織

 

作

） 
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 8

 

わ

た

し

が

 

も

ち

ま

す 

  

き

ょ

う

は

、

学が
っ

校こ
う

の

 

近ち
か

く

に

す

む

 

お

じ

い

さ

ん

や

 

お

ば

あ

さ

ん

た

ち

を

 

お

む

か

え

し

て

、

い

っ

し

ょ

に

 

き

ゅ

う

食し
ょ
く

を

 

食た

べ

る

日ひ

で

す

。 

さ

や

か

た

ち

は

、
き

ょ

う

の

た

め

に

 

手て

紙が
み

や

 

歌う
た

の

 

じ

ゅ

ん

び

を

 

し

て

き

ま

し

た

。 

「

ど

ん

な

人ひ
と

が
 

来く

る

の

か

な

。
」 

 

楽た
の

し

み

な

 
気き

も

ち

と

、

心し
ん

ぱ

い

な

 

気

も

ち

と

で

、

ど

き

ど

き

し

ま

す

。 

  

時じ

間か
ん

に

な

る

と

、

み

な

さ

ん

が

 

少す
こ

し

ず

つ

教き
ょ
う

室し
つ

に

 

や

っ

て

き

ま

し

た

。

 

一

人

ひ

と

り

一

人

ひ

と

り

が

 
ざ

せ

き

に

 

あ

ん

な

い

さ

れ

て

 

い

き

ま

す

。 

 

さ

や

か

の

前ま
え

に

も

、

上う
え

田だ

さ

ん

と

い

う 

つ

え

を

つ

い

た

 

お

ば

あ

さ

ん

が

 

ゆ

っ

く

り

と

 

す

わ

り

ま

し

た

。 



 9

 

食

じ

は

す

す

み

ま

す

が

、

さ

や

か

は

 

上

田

さ

ん

に

 

な

か

な

か

 

話は
な

し

か

け

る

こ

と

が

 

で

き

ま

せ

ん

。 

（

ど

ん

な

こ

と

を

 

話

そ

う

か

な

。
）

 

 
さ

や

か

は

 

上

田

さ

ん

を

 

見み

ま

し

た

。
す

る

と

、
上

田

さ

ん

が

、

 

「

お

か

わ

り

を

 

し

た

ら

ど

う

。
」 

と

、

話

し

か

け

て

 

く

れ

ま

し

た

。 

「

は

い

。

い

た

だ

き

ま

す

。
」 

 

さ

や

か

は

、

ど

き

ど

き

し

な

が

ら

 

へ

ん

じ

を

 

し

ま

し

た

。 

 

そ

れ

か

ら

、

た

く

さ

ん

 

話は
な
し

を

 

し

て

い

る

う

ち

に

、

上

田

さ

ん

が

 

さ

や

か

と

同お
な

じ

 
ア

パ

ー

ト

に

 

す

ん

で

い

る

こ

と

が

 

分わ

か

り

ま

し

た

。 

（

そ

う

い

え

ば

、

会あ

っ

た

こ

と

が
 

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。
）

 

 

さ

や

か

は

、

ア

パ

ー

ト

で

 
上

田

さ

ん

に

 

ま

た

会

う

こ

と

が 

楽

し

み

に

 

な

り

ま

し

た

。 
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つ

ぎ

の

週し
ゅ
う

の

 

あ

る

朝あ
さ

。

さ

や

か

が

 

学

校

へ

 

行い

こ

う

と

 

ア

パ

ー

ト

の

 

か

い

だ

ん

を

 

下お

り

て

い

く

と

、

上

田

さ

ん

が

 

お

ど

り

ば

に

 

い

ま

し

た

。

つ

え

を

 

つ

き

な

が

ら

 

ご

み

ぶ

く

ろ

を

 
も

っ

て

い

て

、

た

い

へ

ん

そ

う

で

す

。 

「

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。
」 

 

さ

や

か

が
 

あ

い

さ

つ

を

す

る

と

、

上

田

さ

ん

も

、 

「

あ

ら

、

こ

の

間あ
い
だ

は

 

あ

り

が

と

う

。

い

っ

し

ょ

に

 

き

ゅ

う

食

を

食

べ

て

 

楽

し

か

っ

た

わ

。
」 

と

、

あ

い

さ

つ

を

 
か

え

し

て

 

く

れ

ま

し

た

。 

「

上

田

さ

ん

、

ご

み

す

て

で

す

か

。
」

 

と

、

さ

や

か

が

聞き

く

と

 
上

田

さ

ん

は

 

こ

ま

っ

た

顔か
お

を

し

て

、 

「

そ

う

な

の

よ

。
」 

と

言い

っ

て

、

う

な

ず

き

ま

し

た

。 

（

ど

う

し

よ

う

。
） 

 

さ

や

か

は

 

ま

よ

い

ま

し

た

。 
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さ

や

か

は

 

し

ば

ら

く

 

考か
ん
が

え

ま

し

た

が

、 

「

ご

み

ぶ

く

ろ

を

 

わ

た

し

が

 

も

ち

ま

す

。
」

 

と

言

っ

て

、

上

田

さ

ん

の

 

ご

み

ぶ

く

ろ

を

 

う

け

と

り

ま

し

た

。 

 
上

田

さ

ん

は

、

と

て

も

 

う

れ

し

そ

う

な

顔

で

何な
ん

ど

も

 

お

れ

い

を

 
言

っ

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

こ

の

日

は

、

一い
ち

日に
ち

中じ
ゅ
う

、

さ

や

か

は

 

は

れ

ば

れ

と

し

た

 

気

も

ち

で

す

ご

し

ま

し

た

。 

（

そ

う

だ

、
つ

ぎ

の

と

き

も

 

「

わ

た

し

が

 

も

ち

ま

す

。
」
っ

て

 

言

お

う

。
） 

 

さ

や

か

は

、

上

田

さ

ん

に

 

会

う

の

が

 

ま

す

ま

す

 

楽

し

み

に

 

な

り

ま

し

た

。 

（

茂

呂

 

佳

江

 

作

） 
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は

く

ぶ

つ

か

ん

で

 

  

夏な
つ

休や
す

み

の

 

あ

る

日ひ

の

こ

と

。 

 
け

ん

じ

は

、
お

母か
あ

さ

ん

と

 

は

く

ぶ

つ

か

ん

へ

 

出で

か

け

ま

し

た

。

大だ
い

す

き

な
 

き

ょ

う

り

ゅ

う

の

 

ほ

ね

や

 

か

せ

き

を

 

見み

る

た

め

で

す

。 

  

入い

り

口ぐ
ち

の

先さ
き

に

、

大お
お

き

な

 

テ

ィ

ラ

ノ

サ

ウ

ル

ス

の

 

ほ

ね

が 

か

ざ

っ

て

あ

る

の

が
 

見

え

ま

し

た

。 

「

う

わ

あ

。
」 

 

け

ん

じ

は

、

近ち
か

く

で

 
見

た

く

て

 

走は
し

り

出だ

し

ま

し

た

。

と

ち

ゅ

う

で

、

何な
ん

人に
ん

か

の

人ひ
と

に

 

ぶ

つ

か

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

が

、

気き

に

な

り

ま

せ

ん

。 

「

お

母

さ

ん

、

早は
や

く

 

早

く

。

す

ご

い

よ

。
」

 

 

お

母

さ

ん

に

も

 

見

て

ほ

し

く

て

、
大

き

な

声こ
え

で

 

よ

び

ま

し

た

。 

＊
テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス 

 

き
ょ
う
り
ゅ
う
の 

し
ゅ
る
い
の
ひ
と
つ
。 

＊
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お

母

さ

ん

は

、

け

ん

じ

が

 

ぶ

つ

か

っ

た

人

に

 

あ

や

ま

り

な

が

ら

、

け

ん

じ

の

そ

ば

に

来き

て

 

言い

い

ま

し

た

。 

「

け

ん

じ

。

こ

こ

に

は

 

た

く

さ

ん

の

人

が

 

来

て

い

る

の

よ

。

き

ま

り

は

 

ま

も

ら

な

き

ゃ

。
」 

 

小ち
い

さ

な
 

声

で

し

た

が

、
と

て

も

 

こ

わ

い

顔か
お

を

 

し

て

い

ま

す

。 

「

だ

っ

て

…

…

。
」 

 

け

ん

じ

は

 

口

を

 

と

が

ら

せ

ま

し

た

。 

  

そ

の

と

き

で

し

た

。 

「

す

ご

い

 

す

ご

い

。

お

父と
う

さ

ん

、

見

て

 

見

て

。
」 

 

そ

う

言

っ

て

 

走

っ

て

来

た
 

小

さ

な

 

男お
と
こ

の

子こ

が

、

け

ん

じ

の

 

う

で

に

 

ぶ

つ

か

り

ま

し

た

。 

 

男

の

子

は

、

ぶ

つ

か

っ

て

も

 
ぜ

ん

ぜ

ん

 

知し

ら

ん

ぷ

り

で

す

。 

 

け

ん

じ

は

、

男

の

子

を

 

じ

っ

と

見

つ

め

ま

し

た

。 
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や

じ

る

し

に

そ

っ

て

 

歩あ
る

い

て

行い

く

と

、

ト

リ

ケ

ラ

ト

プ

ス

の

ほ

ね

が

 

か

ざ

っ

て

あ

る

の

が

 

見

え

ま

し

た

。

ゆ

っ

く

り

 

近

づ

く

と

、
ま

わ

り

に

 

ロ

ー

プ

が

 

は

っ

て

あ

り

ま

し

た

。
と

な

り

で

 

見

て

い

る
 

女お
ん
な

の

子

が

、

手て

を

 

の

ば

し

て

 

し

っ

ぽ

を

 

さ

わ

ろ

う

と

し

て

い

ま

す

。

け

ん

じ

も

 

さ

わ

り

た

く

て

、

手

を

 

の

ば

し

た

 

そ

の

と

き

、

赤あ
か

で

書か

か

れ

た

字じ

に

 

気

が

つ

き

ま

し

た

。 

   

さ

わ

っ

て

は

 
い

け

ま

せ

ん

。

 
 

  

「

…

…

。
」

 

 

け

ん

じ

は

 

手

を

 

下お

ろ

し

ま

し

た

。 

  

帰か
え 

り

道み
ち 

、

け

ん

じ

は

 

お

母

さ

ん

に

 
が

ま

ん

し

た

こ

と

を

 

つ

＊
ト
リ
ケ
ラ
ト
プ
ス 

 

き
ょ
う
り
ゅ
う
の 

し
ゅ
る
い
の
ひ
と
つ
。 

＊
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た

え

ま

し

た

。 

「

え

ら

か

っ

た

わ

ね

。
」 

 

お

母

さ

ん

は

、

け

ん

じ

の

 

頭あ
た
ま

を

 

な

で

な

が

ら

 

に

っ

こ

り

 
わ

ら

い

ま

し

た

。 

 

そ

し

て

、

け

ん

じ

は

、

え

顔

で

 

こ

た

え

ま

し

た

。 

「

だ

っ

て

、

き

ま

り

は

 

ま

も

ら

な

い

と

ね

。
」

 

（

茂

呂

 

佳

江

 

作

） 
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ラ

イ

オ

ン

の

赤

ち

ゃ

ん 

ハ

ナ 

  

東と
う

京き
ょ
う

の

と

あ

る

動ど
う

物ぶ
つ

園え
ん

で

、

四

頭

の

ラ

イ

オ

ン

が

生

ま

れ

ま

し

た

。

四

頭

は

す

く

す

く

と

成せ
い

長ち
ょ
う

し

、

三

か

月

が

た

ち

ま

し

た

。 

 

こ

の

こ

ろ

に

な

る

と

、

大お
と

人な

の

ラ

イ

オ

ン

た

ち

と

い

っ

し

ょ

の

ラ

イ

オ

ン

園

で

の

生

活

が

始は
じ

ま

り

ま

す

。

ラ

イ

オ

ン

園

で

の

生

活

が

始

ま

っ

た

、

あ

る

日

の

こ

と

で

す

。

と

つ

ぜ

ん

大

人

同ど
う

士し

の

け

ん

か

が

始

ま

り

、

ハ

ナ

は

、

そ

の

け

ん

か

に

ま

き

こ

ま

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

 

け

ん

か

が

お

さ

ま

っ

た

と

き

、

ハ

ナ

は

、

後

ろ

足

の

付つ

け

根ね

か

ら

血ち

を

流な
が

し

て

う

ず

く

ま

っ

て

い

ま

し

た

。
お

ど

ろ

い

た

飼し

育い
く

員い
ん

の

山や
ま

川か
わ

さ

ん

は

ハ

ナ

を

だ

い

て

、

獣じ
ゅ
う

医い

さ

ん

の

所と
こ
ろ

に

行

き

ま

し

た

。 

 

ハ

ナ

の

け

が

は

こ

と

の

ほ

か

重お
も

く

、
ほ

ね

が

折お

れ

て

い

ま

し

た

。
さ

っ

そ

く

手し
ゅ

術じ
ゅ
つ

を

し

ま

し

た

が

、

元

通

り

に

歩

け

る

よ

う

に

な

る

の

か

分

か

り

ま

せ

ん

で

し

た

。 

（

こ

ん

な

じ

ょ

う

た

い

で

は

、

ハ

ナ

は

思

う

よ

う

に

歩

け

な

く

な

っ

て

し

ま

う

。

ほ

か

の

ラ

イ

オ

ン

と

い

っ

し

ょ

に

は

、

く

ら

せ

な

い

か

も

し

れ

な

い

。
） 

 

山

川

さ

ん

は

気

が

重

く

な

り

ま

し

た

。 



 17

 

ハ

ナ

は

毎

日

毎

日

、
動う

ご

か

な

い

足

を

引

き

ず

り

な

が

ら

、
も

が

い

て

い

ま

し

た

。 

 

あ

る

日

、

き

ょ

う

だ

い

た

ち

が

遊あ
そ

ん

で

い

る

と

き

に

、

遠

く

か

ら

さ

び

し

そ

う

に

そ

の

様よ
う

子す

を

な

が

め

て

い

る

ハ

ナ

の

す

が

た

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

立

っ

て

は

転こ
ろ

び

、

転

ん

で

は

立

つ

と

い

う

こ

と

を

く

り

返か
え

し

な

が

ら

、

き

ょ

う

だ

い

た

ち

の

い

る

所

へ

行

こ

う

と

し

て

い

ま

し

た

。 

（

も

う

、

思

う

よ

う

に

歩

く

こ

と

は

で

き

な

い

だ

ろ

う

。
） 

と

、

山

川

さ

ん

は

、

心

を

い

た

め

て

い

ま

し

た

。 

  

そ

れ

か

ら

、

何

日

も

た

っ

た

あ

る

日

の

こ

と

で

し

た

。

山

川

さ

ん

が

ハ

ナ

を

見

つ

め

て

い

る

と

、

ハ

ナ

が

、

よ

ろ

よ

ろ

し

な

が

ら

ゆ

っ

く

り

と

立

ち

上

が

り

ま

し

た

。

す

る

と

今こ
ん

度ど

は

け

が

を

し

た

足

を

引

き

ず

る

よ

う

に

し

て

、

ふ

ん

ば

っ

て

足

を

前

に

出

そ

う

と

し

ま

し

た

が

、

ハ

ナ

は

ド

ス

ン

と

転

ん

で

し

ま

い

ま

し

た

。 

 

し

か

し

、

ま

た

立

ち

上

が

っ

て

足

を

前

に

出

そ

う

と

し

て

い

ま

す

。

足

が

思

う

よ

う

に

動

く

た

め

に

は

、

ほ

ね

の

周ま
わ

り

の

き

ん

肉

が

強

く

な

ら

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。 

 

山

川

さ

ん

は

、

そ

の

す

が

た

を

何

日

も

何

日

も

見み

守ま
も

り

ま

し

た

。 
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け

が

を

し

て

か

ら

数

か

月

。

つ

い

に

ハ

ナ

は

自

分

の

足

で

立

っ

て

歩

け

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

な

ん

と

、

ハ

ナ

の

足

の

き

ん

肉

は

、

立

っ

て

は

転

ぶ

こ

と

を

く

り

返

し

な

が

ら

強

く

な

っ

て

い

た

の

で

す

。 

 
そ

の

様

子

を

山

川

さ

ん

は

、

ほ

ほ

え

み

な

が

ら

見

つ

め

て

い

ま

し

た

。 

  

ハ

ナ

は

、
ま

だ

足

を

引

き

ず

る

も

の

の

、
ラ

イ

オ

ン

園

で

く

ら

せ

る

ほ

ど

に

回か
い

復ふ
く

し

ま

し

た

。 

 

ハ

ナ

は

大

け

が

に

打う

ち

勝か

っ

た

の

で

す

。 

（

ハ

ナ

を

見

守

っ

て

き

て

よ

か

っ

た

…

…

。
） 

山

川

さ

ん

は

、

今

日

も

ハ

ナ

を

見

つ

め

て

い

ま

す

。 

 

今

も

、

ハ

ナ

の

足

は

完か
ん

全ぜ
ん

に

治な
お

っ

た

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

れ

か

ら

体

が

大

き

く

な

る

の

で

足

の

ほ

ね

が

ど

う

な

る

の

か

は

分

か

り

ま

せ

ん

。

で

も

、

ハ

ナ

は

今

、

ラ

イ

オ

ン

園

で

元

気

に

く

ら

し

て

い

ま

す

。 

(

安

倍 

威 

作)
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電

車

で

の

で

き

ご

と 

  

駅え
き

の

ホ

ー

ム

に

電

車

が

す

べ

り

こ

ん

で

来

た

。

ま

さ

と

は

黄

色

の

線

ま

で

下

が

り

、

頭

上

に

か

か

げ

ら

れ

て

い

る

案あ
ん

内な
い

の

表ひ
ょ
う

示じ

を

見

上

げ

た

。 

「

東と
う

京き
ょ
う

行

き

…

…

。
」 

（

ま

ち

が

い

な

い

。
） 

  

ま

さ

と

は

都と

内な
い

の

小

学

校

に

通

う

小

学

四

年

生

。

今

日

は

中な
か

野の

に

住す

ん

で

い

る

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

の

家

に

行

く

。

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

に

旅り
ょ

行こ
う

の

お

み

や

げ

を

と

ど

け

る

よ

う

、

お

母

さ

ん

か

ら

た

の

ま

れ

た

か

ら

だ

。

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

の

家

に

行

く

に

は

電

車

に

乗の

ら

な

く

て

は

い

け

な

い

。

お

母

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

何

回

か

行

っ

た

こ

と

が

あ

る

が

、

一

人

で

行

っ

た

こ

と

は

な

い

。

お

母

さ

ん

か

ら

た

の

ま

れ

た

時

は

心

が

ゆ

れ

た

。

で

も

、 

「

も

う

四

年

生

な

ん

だ

か

ら

…

…

。
」 

と

い

う

お

母

さ

ん

の

言こ
と

葉ば

が

ま

さ

と

の

せ

中

を

お

し

た

。 
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電

車

が

速そ
く

度ど

を

落お

と

し

て

静し
ず

か

に

止

ま

っ

た

。

ド

ア

が

開ひ
ら

く

と

同

時

に

た

く

さ

ん

の

人

が

お

り

て

き

た

。

ま

さ

と

は

ま

だ

人

が

す

べ

て

お

り

な

い

う

ち

に

ド

ア

の

横よ
こ

か

ら

体

を

入

れ

、
ド

ア

近

く

の

手

す

り

の

あ

る

場ば

所し
ょ

に

立

っ

た

。
こ

こ

は

外

の

景け

色し
き

が

よ

く

見

え

る

た

め

、

乗

り

す

ご

す

心し
ん

配ぱ
い

が

な

い

。

前

に

、

お

母

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

の

時

も

こ

の

場

所

に

い

た

。

ま

さ

と

は

ほ

っ

と

ひ

と

安あ
ん

心し
ん

し

た

。 

 

ま

さ

と

が

お

り

る

一

つ

前

の

駅

で

、

ま

さ

と

の

立

っ

て

い

る

側が
わ

の

ド

ア

が

開あ

い

た

。

乗

る

人

は

少

し

い

た

が

、

お

り

る

人

は

い

な

い

よ

う

だ

っ

た

。

ド

ア

が

そ

ろ

そ

ろ

し

ま

り

そ

う

な

時

に 

「

お

り

ま

す

よ

。

ご

め

ん

な

さ

い

ね

。
」 

と

い

う

言

葉

が

聞

こ

え

、

ま

さ

と

が

せ

お

っ

て

い

た

リ

ュ

ッ

ク

サ

ッ

ク

が

ぐ

い

ぐ

い

お

さ

れ

た

。 

（

ぼ

く

は

、

こ

こ

で

お

り

る

ん

じ

ゃ

な

い

。

ぜ

っ

た

い

に

、

動う
ご

か

な

い

ぞ

。
） 

 

ま

さ

と

は

手

す

り

に

つ

か

ま

り

ふ

ん

ば

っ

た

が

、

電

車

か

ら

お

し

出

さ

れ

て

し

ま

っ

た

。

お

じ

さ

ん

が

持も

っ

て

い

た

大

き

な

荷に

物も
つ

が

リ

ュ

ッ

ク

サ

ッ

ク

に

引

っ

か

か

っ

た

の

だ

。

お

じ

さ

ん

が

申も
う

し

わ

け

な

さ

そ

う

な

顔

を

し

て

ペ

コ

ン

と

頭

を

下

げ

た

。

ま

さ

と

は

急い
そ

い

で

電

車

に

も

ど

っ

た

。

す

ぐ

に

ド

ア

は

し

ま

り

、

電

車

が



 22

動

き

出

し

た

。

後

ろ

に

遠

ざ

か

っ

て

い

く

お

じ

さ

ん

を

じ

っ

と

見

な

が

ら

ま

さ

と

は

た

め

息い
き

を

つ

い

た

。 

  
ま

さ

と

は

、

無

事

ぶ

じ

に

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

に

お

み

や

げ

を

と

ど

け

た

。

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

は

と

て

も

喜よ
ろ
こ

び

、
ご

ほ

う

び

に

ま

さ

と

の

好す

き

な

お

か

し

を

た

く

さ

ん

く

れ

た

。

ま

さ

と

は

う

き

う

き

し

た

気

持

ち

で

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

の

家

を

後

に

し

た

。 

 

駅

の

ホ

ー

ム

は

人

で

あ

ふ

れ

て

い

た

。

ち

ょ

う

ど

、

つ

と

め

帰

り

の

人

が

乗

る

時

間

と

重か
さ

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

だ

。

ま

さ

と

は

行

き

の

電

車

と

同

じ

よ

う

に

ド

ア

付ふ

近き
ん

の

場

所

に

立

と

う

と

し

た

が

、

後

か

ら

乗

っ

て

き

た

大

ぜ

い

の

人

に

お

さ

れ

て

、

お

り

る

ド

ア

の

反は
ん

対た
い

側

に

お

し

こ

め

ら

れ

て

し

ま

っ

た

。

つ

か

む

と

こ

ろ

も

な

く

、

電

車

が

ゆ

れ

る

た

び

に

た

お

れ

そ

う

に

な

っ

た

。

周ま
わ

り

の

人

の

せ

が

高

く

て

外

が

見

え

な

い

。

今

ど

こ

を

走

っ

て

い

る

の

か

、

車

内

ア

ナ

ウ

ン

ス

だ

け

が

た

よ

り

だ

っ

た

。 

 

よ

う

や

く

お

り

る

駅

に

着つ

く

よ

う

だ

。

電

車

が

速

度

を

落

と

し

て

停て
い

車し
ゃ

し

、

ド

ア

が

開

く

音

が

し

た

。

し

か

し

、

人

の

動

き

が

な

い

。

ド

ア

を

目

指

め

ざ

し

て

人

を

お

し

の

け

て

い

く

が

、

ま

だ

先

が

長

い

。 
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（

大た
い

変へ
ん

だ

、

こ

の

ま

ま

で

は

ド

ア

が

し

ま

っ

て

し

ま

う

。
） 

思

わ

ず

声

が

出

た

。 

「

す

み

ま

せ

ん

、

お

り

ま

す

。
」 

 
そ

の

し

ゅ

ん

間

、

ま

さ

と

の

前

に

道

が

で

き

た

。

前

に

い

た

人

た

ち

が

一

回

お

り

て

道

を

開

け

て

く

れ

た

の

だ

。 

 

ま

さ

と

が

お

り

た

後

、

道

を

つ

く

っ

て

く

れ

た

人

た

ち

は

何な
に

事ご
と

も

な

か

っ

た

か

の

よ

う

に

電

車

に

も

ど

り

、

ド

ア

が

し

ま

っ

た

。 

（

電

車

か

ら

お

り

る

こ

と

が

で

き

て

よ

か

っ

た

。
） 

 

ま

さ

と

は

大

き

な

た

め

息

を

つ

い

た

。

そ

し

て

ゆ

っ

く

り

と

走

り

出

し

た

電

車

を

見

な

が

ら

、

行

き

の

電

車

で

の

で

き

ご

と

を

思

い

起お

こ

し

て

い

た

。 

（

武

田 

淳 

作

） 
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山

の

マ

ナ

ー 

  

夏

休

み

に

、

ぼ

く

が

お

父

さ

ん

と

高た
か

尾お

山さ
ん

に

行

っ

た

と

き

の

こ

と

で

す

。

山

ち

ょ

う

で

お

べ

ん

当

を

食

べ

た

と

き

、

ご

み

を

す

て

よ

う

と

ご

み

箱ば
こ

を

さ

が

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

ど

こ

を

見

て

も

ご

み

箱

は

あ

り

ま

せ

ん

。

ぼ

く

は

お

父

さ

ん

に

、 

「

ご

み

箱

は

ど

こ

に

あ

る

の

。
」 

と

聞

い

て

み

る

と

、

お

父

さ

ん

は

、 

「

山

に

は

ご

み

箱

は

な

い

よ

。

ご

み

は

持も

っ

て

帰

る

ん

だ

よ

。

そ

れ

が

山

で

の

マ

ナ

ー

だ

よ

。
」 

と

教

え

て

く

れ

ま

し

た

。 

「

え

っ

。

家

ま

で

持

っ

て

帰

る

の

。
」 

 

す

る

と

お

父

さ

ん

は

、 

「

そ

う

い

え

ば

、

お

父

さ

ん

が

小

学

生

の

と

き

に

遠

足

で

こ

こ

に

来

た

と

き

に

は

ご

み

箱

が

あ

っ

た

よ

う

な

気

が

す

る

な

。

ち

ょ

っ

と

聞

い

て

み

よ

う

か

。
」 

と

言

い

ま

し

た

。
そ

し

て

、
お

父

さ

ん

と

い

っ

し

ょ

に

、
山

ち

ょ

う

に

あ

る 

ビ

ジ

タ

ー

セ

ン

タ

ー

へ

行

っ

て

聞

い

て

み

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

係か
か
り

の

人

は

高

尾

山

の

＊
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー 

 

あ
ん
な
い
や
か
ん

さ
つ
の
手
助
け
を
す

る
場
所
。 

＊
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本

を

持

っ

て

き

て

話

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

  

そ

れ

は

四

十

年

く

ら

い

前

の

こ

と

だ

そ

う

で

す

。 

 
高

尾

山

の

ふ

も

と

に

駅え
き

が

で

き

て

か

ら

、

高

尾

山

に

は

多

く

の

人

々

が

登の
ぼ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

当

時

は

、

休

け

い

で

き

る

所と
こ
ろ

や

山

ち

ょ

う

に

は

、

お

客き
ゃ
く

さ

ん

が

気

持

ち

よ

く

登

れ

る

よ

う

に

と

、

い

く

つ

も

ご

み

箱

が

あ

り

ま

し

た

。

日

曜

日

や

休

日

な

ど

は

、

と

く

に

た

く

さ

ん

の

人

々

が

登

る

た

め

、

次つ
ぎ

の

日

は

た

く

さ

ん

の

ご

み

が

ご

み

箱

か

ら

あ

ふ

れ

る

ほ

ど

で

し

た

。 

 

ケ

ー

ブ

ル

カ

ー

の

し

ょ

く

員い
ん

や

茶

店

の

人

な

ど

、

高

尾

山

で

働は
た
ら

く

人

た

ち

が

、

ご

み

の

回

し

ゅ

う

作さ

業ぎ
ょ
う

を

し

て

も

き

り

が

な

い

ほ

ど

、

た

く

さ

ん

の

ご

み

が

す

て

ら

れ

て

い

ま

し

た

。 

 

ま

た

、
ご

み

が

ふ

え

た

こ

と

で

、
高

尾

山

に

は

カ

ラ

ス

や

ハ

ト

が

た

く

さ

ん

住す

み

つ

き

、

そ

れ

ま

で

住

ん

で

い

た

鳥

た

ち

が

に

げ

て

行

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

 

そ

こ

で

、

高

尾

山

で

働

く

人

た

ち

は

、

ご

み

を

へ

ら

す

た

め

の

話

し

合

い

を

し

ま

し

た

。

そ

の

結け
っ

果か

、

ご

み

箱

を

な

く

し

、

お

客

さ

ん

に

ご

み

を

持

ち

帰

る

よ

う

に

よ

び

か

け

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。 
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は

じ

め

の

う

ち

は

、 

「

ご

み

が

す

て

ら

れ

な

く

て

不ふ

便べ
ん

だ

。
」 

と

言

っ

て

い

た

人

た

ち

も

い

ま

し

た

が

、

時

が

た

つ

に

つ

れ

て

ご

み

を

勝か
っ

手て

に

す

て

る

人

が

へ

り

、

山

が

き

れ

い

に

な

っ

て

き

た

そ

う

で

す

。 

 

係

の

人

は

最さ
い

後ご

に

、 

「

し

か

し

、

完か
ん

全ぜ
ん

に

ご

み

が

な

く

な

っ

た

わ

け

で

は

な

い

の

で

、

た

ま

に

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

人

た

ち

が

集あ
つ

ま

っ

て

、

高

尾

山

の

ご

み

拾ひ
ろ

い

を

し

て

く

れ

て

い

ま

す

。
」 

と

、

付つ

け

加く
わ

え

ま

し

た

。 

  

山

を

下

り

る

と

き

、
ぼ

く

は

休

け

い

で

き

る

所

で

、
ポ

ケ

ッ

ト

か

ら

タ

オ

ル

を

取と

り

出

し

、

あ

せ

を

ふ

き

ま

し

た

。

そ

の

と

き

ぽ

ろ

っ

と

、

あ

め

が

入

っ

て

い

た

ふ

く

ろ

が

落お

ち

ま

し

た

。

い

つ

も

だ

っ

た

ら

何な
に

気げ

な

く

拾

っ

て

い

ま

し

た

が

今

日

は

ち

が

い

ま

す

。 

（

お

っ

と

。

山

を

よ

ご

し

ち

ゃ

い

け

な

い

。
） 

と

、

さ

っ

き

の

係

の

人

の

話

を

思

い

出

し

な

が

ら

拾

い

ま

し

た

。 
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（

安

倍 

威 

作

） 
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和か
ず

也や

ら

し

い

花 

  

東と
う

京き
ょ
う

。
あ

み

の

目

の

よ

う

に

張は

り

め

ぐ

ら

さ

れ

た

鉄

道

。
朝

夕

は

家

、
仕

事

場

、

学

校

と

、

た

く

さ

ん

の

人

々

を

運

び

、

日

中

は

仕

事

や

用

事

で

都

内

を

か

け

回

る

人

々

を

運

ぶ

。

そ

の

鉄

道

の

仕

事

を

し

て

い

る

人

の

少

年

の

こ

ろ

の

話

で

あ

る

。 

 

「

今

週

の

目

標

は

、
『

休

み

時

間

は

外

で

元

気

よ

く

遊

ぼ

う

』

で

す

よ

。

み

ん

な

、

校

庭

に

出

な

さ

い

。

ほ

ら

、

和

也

く

ん

も

。
」 

 

先

生

に

言

わ

れ

て

、

和

也

は

校

庭

に

出

た

。

ク

ラ

ス

の

み

ん

な

は

ド

ッ

ジ

ボ

ー

ル

を

し

よ

う

と

、

チ

ー

ム

分

け

を

し

て

い

た

。 

 

す

る

と

、

係

の

仕

事

を

終

え

て

校

庭

に

出

て

き

た

健け
ん

ち

ゃ

ん

が

、 

「

和

也

く

ん

も

、

い

っ

し

ょ

に

や

ろ

う

よ

。
」 

と

声

を

か

け

、

和

也

の

手

を

引

っ

張

っ

て

み

ん

な

の

も

と

へ

連

れ

て

行

っ

た

。 

「

ぼ

く

た

ち

も

入

れ

て

。
」 

 

二

人

は

同

じ

チ

ー

ム

に

な

っ

た

。 

 

い

よ

い

よ

、

ド

ッ

ジ

ボ

ー

ル

が

始

ま

っ

た

。

和

也

は

、

ボ

ー

ル

を

取

ろ

う

と

す

る

が

、

あ

と

一

歩

の

と

こ

ろ

で

、

ボ

ー

ル

に

さ

わ

れ

な

い

。

健

ち

ゃ

ん

は

た

く

さ
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ん

ボ

ー

ル

を

取

っ

て

、

力

強

く

投

げ

て

い

る

。

そ

の

ま

ま

、

和

也

は

一

度

も

ボ

ー

ル

に

さ

わ

る

こ

と

が

で

き

ず

に

チ

ャ

イ

ム

が

鳴

っ

て

し

ま

っ

た

。

み

ん

な

と

歩

く

大

好

き

な

健

ち

ゃ

ん

の

後

ろ

姿す
が
た

を

見

て

、

和

也

は

た

め

息

を

つ

い

た

。 

  

あ

る

日

の

夕

方

、

和

也

が

部

屋

で

本

を

読

ん

で

い

る

と

、

カ

チ

カ

チ

、

目

覚

ま

し

時

計

の

秒

針し
ん

の

音

が

ひ

び

い

て

い

た

。

和

也

は

、

ぼ

ん

や

り

と

秒

針

を

見

つ

め

た

。

毎

朝

、

目

覚

ま

し

の

鳴

る

六

時

半

に

な

っ

た

と

き

、

時

計

は

カ

ツ

ッ

と

音

を

立

て

て

、

ま

た

カ

チ

カ

チ

と

動

き

続

け

た

。 

（

時

計

の

中

は

、

ど

う

な

っ

て

い

る

ん

だ

ろ

う

。
） 

 

和

也

は

興き
ょ
う

味み

を

も

っ

た

。 

 

そ

の

数

日

後

、

父

親

の

う

で

時

計

の

電

池

が

切

れ

て

、

い

っ

し

ょ

に

時

計

屋

さ

ん

に

行

っ

た

。

小

さ

な

ド

ラ

イ

バ

ー

で

ね

じ

を

あ

け

、

電

池

を

交

か

ん

す

る

様

子

が

お

も

し

ろ

い

。

時

計

屋

さ

ん

に

た

の

み

、

仕

組

み

を

見

せ

て

も

ら

っ

た

。 

「

時

計

が

好

き

な

の

か

い

？

」 

 

時

計

屋

さ

ん

の

お

じ

さ

ん

が

言

っ

た

。 

「

時

計

と

い

う

か

…

…

。

機

械

か

な

…

…

。
」 
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そ

れ

以い

降こ
う

、

和

也

は

、

ま

す

ま

す

様

々

な

機

械

に

興

味

が

わ

い

た

。

近

所

の

自

動

車

修し
ゅ
う

理り

工

場

の

様

子

を

し

ゃ

が

み

こ

ん

で

見

た

り

、

機

械

に

関

す

る

本

を

読

ん

だ

り

す

る

よ

う

に

も

な

っ

た

。

夏

休

み

の

自

由

研

究

で

機

械

で

動

く

お

も

ち

ゃ

を

作

っ

て

み

ん

な

を

び

っ

く

り

さ

せ

た

り

、

健

ち

ゃ

ん

の

弟

の

お

も

ち

ゃ

を

直

し

て

あ

げ

た

り

も

し

た

。

そ

し

て

、

い

ろ

い

ろ

な

友

達

が

、

機

械

で

分

か

ら

な

い

こ

と

が

あ

る

と

和

也

を

た

よ

っ

て

聞

い

て

く

る

よ

う

に

な

っ

た

。 

  

こ

う

し

て

和

也

は

大

人

に

な

り

、

機

械

を

あ

つ

か

う

仕

事

に

つ

い

た

。

東

京

を

走

る

電

車

を

整せ
い

備び

す

る

仕

事

だ

。

た

く

さ

ん

の

人

を

乗

せ

、

一

日

よ

く

走

っ

た

電

車

。

和

也

は

そ

の

ブ

レ

ー

キ

が

ち

ゃ

ん

と

き

く

か

ど

う

か

点て
ん

検け
ん

し

、

必

要

な

手

入

れ

を

行

っ

て

い

る

。

部

品

の

一

つ

一

つ

は

重

く

、

機

械

の

油

に

ま

み

れ

、

時

間

と

の

戦

い

の

中

で

、

も

く

も

く

と

作

業

は

行

わ

れ

る

。

点

検

作

業

は

チ

ー

ム

で

行

わ

れ

る

の

で

そ

の

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

も

大

切

だ

。
機

械

を

あ

つ

か

う

の

は

大

好

き

だ

が

、

現げ
ん

実じ
つ

の

仕

事

は

厳き
び

し

い

。
た

く

さ

ん

の

人

の

命

に

か

か

わ

る

仕

事

で

あ

る

。
責せ

き

任に
ん

の

重

さ

は

、

部

品

の

重

さ

よ

り

も

ず

っ

と

重

く

の

し

か

か

っ

て

く

る

。

し

ゅ

味

と

仕

事

は

大

ち

が

い

だ

と

感

じ

る

日

々

だ

っ

た

。 
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あ

る

日

、

久ひ
さ

し

ぶ

り

に

電

車

に

乗

る

こ

と

に

な

っ

た

。

ホ

ー

ム

に

入

っ

て

き

た

電

車

の

番

号

を

見

る

と

、

こ

の

間

、

和

也

が

手

入

れ

を

し

た

車

両

だ

っ

た

。

耳

を

す

ま

し

、

ブ

レ

ー

キ

の

音

を

聞

い

た

。 
（

よ

し

。
） 

 

和

也

は

無む

意い

識し
き

に

、

ブ

レ

ー

キ

の

音

に

異い

常じ
ょ
う

が

な

い

こ

と

を

確か
く

認に
ん

し

て

い

た

。 

「

和

也

じ

ゃ

な

い

か

。
」 

 

和

也

は

、

そ

の

声

に

び

っ

く

り

し

た

よ

う

に

ふ

り

向

い

た

。 

「

ぼ

く

だ

よ

。

健け
ん

太た

だ

よ

。
」 

 

そ

こ

に

は

、

大

人

に

な

っ

た

健

ち

ゃ

ん

が

、

に

こ

に

こ

笑

い

な

が

ら

立

っ

て

い

た

。

健

ち

ゃ

ん

は

、

何

年

か

ぶ

り

の

再さ
い

会か
い

を

喜

ん

で

く

れ

た

。

健

ち

ゃ

ん

は

都

心

の

ス

ポ

ー

ツ

関

係

の

会

社

に

勤つ
と

め

て

お

り

、

和

也

の

整

備

す

る

電

車

に

毎

日

乗

っ

て

い

る

そ

う

だ

。 

 

そ

し

て

、

健

ち

ゃ

ん

は

別

れ

際ぎ
わ

に

こ

う

言

っ

た

。 

「

ぼ

く

は

和

也

の

お

か

げ

で

毎

日

安

全

な

電

車

に

乗

れ

る

ん

だ

ね

。

い

い

仕

事

を

し

て

い

る

ん

だ

な

あ

…

…

。

和

也

ら

し

い

花

を

さ

か

せ

た

ん

だ

ね

。

す

ご

い

な

あ

…

…

。
」 

 

健

ち

ゃ

ん

に

そ

う

言

わ

れ

て

、

和

也

は

と

て

も

う

れ

し

い

気

持

ち

に

な

っ

た

。 
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（

和

也

ら

し

い

花

か

…

。
） 

 

和

也

は

健

ち

ゃ

ん

の

言

葉

を

か

み

し

め

て

い

た

。 

（

橋

本 

ひ

ろ

み 

作

） 
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ペ
ッ
ト
の
行ゆ

く

方え 

  

土
曜
日
の
夕
方
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、
あ
る
河か

原わ
ら

で
日
本
に
は
生
息
し
て
い
な
い

は
ず
の
ト
カ
ゲ
が
つ
か
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
き
た
。 

「
な
ん
で
そ
ん
な
ト
カ
ゲ
が
い
る
の
か
な
。
」 

 

ぼ
く
は
興

き
ょ
う

味み

が
わ
き
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
し
ば
ら
く
見
て
い
た
。
現げ

ん

在ざ
い

、
日
本
に
は
い

な
か
っ
た
は
ず
の
生
物
が
多
く
な
り
、
も
と
も
と
日
本
に
生
息
し
て
い
る
生
物
が
絶ぜ

つ

め
つ

に
追
い
や
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
は
熱
心
に
話
し
て
い
た
。 

 

昔
は
た
く
さ
ん
い
た
メ
ダ
カ
や 

タ
ガ
メ
の
数
も
、
今
で
は
減
少

げ
ん
し
ょ
う

し
て
い
る
ら
し
い
。 

（
ふ
ー
ん
、
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
よ
う
か
な
。)

 

 

夕
食
ま
で
の
間
、
ぼ
く
は
そ
の
ト
カ
ゲ
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
る
こ

と
に
し
た
。
す
る
と
、
ト
カ
ゲ
の
他
に
も
日
本
に
は
い
な
い
は
ず
の
様
々
な
動
物
が
日
本

に
生
息
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
が
の
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
生
物

の
こ
と
を
「
外が

い

来ら
い

種し
ゅ

」
と
言
い
、
飼か

い
主
が
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
っ
て
い
た
生
物
を
、
近
く

の
公
園
な
ど
に
無む

責せ
き

任に
ん

に
捨す

て
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
、
外
来
種
が
増ふ

え
る
原げ

ん

因い
ん

だ
と
分

か
っ
た
。 

 

外
来
種
が
多
く
生
息
し
て
い
る
場
所
と
し
て
、
家
の
近
く
の
「
石

し
ゃ
く

神じ

井い

公こ
う

園え
ん

」
の
名
前

＊
タ
ガ
メ 

 

こ
ん
虫
の
種
類
の

一
つ
。 

＊ 
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が
あ
っ
た
。
ブ
ル
ー
ギ
ル
と
い
う
魚
や
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
と
い
う
カ
メ
な
ど
、

外
来
種
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
た
。 

（
あ
の
池
に
も
い
る
の
か
。)

 

  

そ
の
日
の
夕
食
時
、
家
族
に
外
来
種
の
話
を
し
て
み
た
。
す
る
と
、
お
父
さ
ん
が
言
っ

た
。 

「
石
神
井
公
園
に
も
い
る
の
か
。
そ
れ
は
困こ

ま

っ
た
な
。
」 

「
そ
う
い
え
ば
こ
の
間
、
係
の
人
が
魚
を
と
っ
て
い
た
な
。
あ
れ
は
外
来
種
を
つ
か
ま
え

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
。
捨
て
た
人
は
ど
ん
な
人
た
ち
な
ん
だ
ろ
う
。
」 

 

兄
は
お
こ
っ
て
い
る
。 

「
で
も
、
池
に
捨
て
る
の
は
仕
方
な
い
の
か
も
よ
。
」 

 

ぼ
く
は
話
し
始
め
た
。 

「
だ
っ
て
こ
の
前
、
転
校
し
た
泰や

す

史し

君
は
、
フ
ェ
レ
ッ
ト
と
い
う
小
さ
な
イ
タ
チ
の
よ
う

な
生
き
物
を
飼
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
新
し
い
家
の
事じ

情
じ
ょ
う

で
飼
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、

み
ん
な
に
フ
ェ
レ
ッ
ト
を
も
ら
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
た
の
ん
で
い
た
よ
。
」 

「
そ
れ
で
ど
う
な
っ
た
の
。
」 

と
、
台
所
か
ら
も
ど
っ
た
お
母
さ
ん
は
言
っ
た
。 
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「
結
局
、
も
ら
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
、
す
ご
く
困
っ
て
い
た
よ
。
」 

「
そ
う
か
…
…
。
そ
の
フ
ェ
レ
ッ
ト
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
」 

と
、
お
父
さ
ん
は
一
言
だ
け
言
う
と
、
そ
の
後
は
何
も
言
わ
ず
に
、
だ
ま
っ
て
ご
飯
を
食

べ
て
い
た
。 

 

み
ん
な
が
食
べ
終
わ
る
こ
ろ
に
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
は
静
か
に
話
を
始
め
た
。 

「
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
か
ら
、
確た

し

か
に
難

む
ず
か

し
い
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
ペ
ッ

ト
を
飼
う
か
ら
に
は
、
飼
い
主
が
責
任
を
も
つ
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ね
。
そ
れ
に
、
石

神
井
公
園
の
池
の
わ
き
に
は
、
『
外
か
ら
持
ち
こ
ん
だ
ペ
ッ
ト
を
放
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
』
と
い
う
き
ま
り
が
書
か
れ
た
看か

ん

板ば
ん

が
あ
る
よ
。
見
た
こ
と
が
あ
る
か
い
。
」 

「
…
…
。
」 

 

い
つ
も
友
達
と
遊
ぶ
公
園
だ
が
、
注
意
し
て
看
板
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

「
確
か
に
あ
る
な
あ
。
」 

と
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
兄
が
言
っ
た
。 

「
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
き
ま
り
が
あ
る
の
か
。
そ
の
き
ま
り
の
意
味
に
つ
い
て
、
み
ん

な
が
本
気
で
考
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
な
。
」 

と
、
お
父
さ
ん
は
言
っ
た
。
ぼ
く
は
だ
ま
っ
て
聞
い
て
い
た
。 

 

夕
食
が
終
わ
り
、
自
分
の
部
屋
に
も
ど
っ
て
も
、
お
父
さ
ん
の
話
が
気
に
な
っ
た
。 
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次
の
日
曜
日
、
ぼ
く
は
、
石
神
井
公
園
に
行
っ
て
み
た
。
お
父
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ

う
に
池
の
わ
き
の
看
板
に
は
、
ペ
ッ
ト
を
放
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て

い
た
。 

 

ぼ
く
は
、
池
を
の
ぞ
い
て
み
た
。
ブ
ル
ー
ギ
ル
や
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
の
姿

す
が
た

は

見
え
な
い
。
で
も
こ
の
池
に
は
必
ず
外
来
種
が
い
る
。
ぼ
く
は
池
を
ず
っ
と
見
つ
め
て
い

た
。 

（
遠
藤 

信
幸 

作
） 
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東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

 

「
利と

し

男お

、
早
く
起
き
な
さ
い
。
ち
こ
く
す
る
わ
よ
。
」 

 
お
母
さ
ん
の
声
は
聞
こ
え
た
が
、
布ふ

団と
ん

か
ら
出
た
く
な
い
。
ぼ
く
は
た
め
息
を
つ
い
た
。 

 

今
日
は
東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
日
だ
。「
東
京
が
ひ
と
つ
に
な
る
日
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
東
京

を
代
表
す
る
イ
ベ
ン
ト
だ
。
高
校
生
に
な
っ
た
ぼ
く
は
、
今
年
初
め
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
参
加
す
る
。 

  

東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ラ
ン
ナ
ー
に
水
を
わ
た

し
た
り
、
荷
物
を
預あ

ず

か
っ
た
り
、
ど
れ
も
大
切
な
仕
事
だ
。
事
前
に
学
校
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
内な

い

容よ
う

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
ぼ
く
た
ち
の
学
校
は
、
走
っ
て
い
る
ラ
ン
ナ
ー
に
水

を
わ
た
す
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

「
パ
ー
ン
。
」 

と
、
ピ
ス
ト
ル
の
合
図
と
と
も
に
、
選
手
た
ち
は
走
り
出
し
た
。
ぼ
く
た
ち
の
い
る
給
水

所
で
は
、
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
水
を
取
っ
て
走
り
去
っ
て
い
く
人
、
友
達
と
い
っ
し
ょ
に

走
っ
て
い
る
人
な
ど
、
そ
の
人
数
の
多
さ
に
ぼ
く
は
圧あ

っ

倒と
う

さ
れ
た
。
始
め
は
上
手
に
水
を
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わ
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
心
配
で
緊き

ん

張
ち
ょ
う

し
た
が
、
次
々
と
の
び
て
く
る
ラ
ン
ナ
ー
の
手
に

水
を
わ
た
す
こ
と
に
精せ

い

一い
っ

杯ぱ
い

で
、
し
だ
い
に
緊
張
も
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

し
か
し
、
上
手
に
わ
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
時
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
た
く
さ
ん
の
ラ
ン

ナ
ー
か
ら
、 

「
あ
り
が
と
う
。
」 

と
、
声
を
か
け
ら
れ
た
。
ぼ
く
は
い
つ
の
間
に
か
、 

「
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。
」 

「
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
、
気
持
ち
を
こ
め
て
力
い
っ
ぱ
い
声
を
か
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
上
手
に
水
を
わ
た
す

よ
う
に
心
が
け
た
。
ふ
と
、
今
朝
お
母
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
を
思
い
出
し
た
。
近
所
に
住

む
高た

か

島し
ま

さ
ん
も
東
京
マ
ラ
ソ
ン
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
い
つ
も
、
あ
い
さ
つ
は

す
る
が
、
あ
ま
り
話
を
し
た
こ
と
は
な
い
。 

 

時
間
が
経た

つ
に
つ
れ
て
、
ラ
ン
ナ
ー
の
数
も
少
し
ず
つ
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
走
っ
て

く
る
集

し
ゅ
う

団だ
ん

を
見
て
い
る
と
、
ゆ
っ
く
り
走
っ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
。 

（
高
島
さ
ん
だ
。)

 

「
高
島
さ
ん
。
」 

 

ぼ
く
は
大
き
な
声
を
出
し
た
。
高
島
さ
ん
は
お
ど
ろ
い
て
ぼ
く
の
方
に
来
た
。 
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「
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
水
を
飲
ん
で
、
元
気
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
言
っ
て
、
ぼ
く
は
水
を
差
し
出
し
た
。
高
島
さ
ん
は
受
け
取
り
な
が
ら
、 

「
あ
り
が
と
う
ね
。
利
男
君
も
ご
く
ろ
う
さ
ま
。
水
を
わ
た
す
の
が
ん
ば
っ
て
。
」 

と
言
っ
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ハ
ン
カ
チ
を
出
し
て
額

ひ
た
い

を
ふ
い
た
。 

「
四
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
長
い
わ
ね
。
」 

 

高
島
さ
ん
は
そ
う
言
う
と
、
ま
た
走
り
出
し
て
い
っ
た
。 

 

す
る
と
、
そ
の
と
き
、
高
島
さ
ん
の
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
何
か
が
落
ち
た
。 

 

ぼ
く
は
、
す
ぐ
に
、 

「
高
島
さ
ん
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
何
か
落
ち
ま
し
た
よ
。
」 

と
、
大
き
な
声
を
か
け
た
が
、
高
島
さ
ん
は
も
う
だ
い
ぶ
先
に
走
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
、

声
に
気
付
い
て
く
れ
な
い
。
高
島
さ
ん
が
落
と
し
て
い
っ
た
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
、
そ

れ
は
お
守
り
だ
っ
た
。 

（
帰
り
に
届と

ど

け
て
あ
げ
よ
う
。
） 

  

す
べ
て
の
ラ
ン
ナ
ー
が
走
り
去
り
、
給
水
所
の
片
付
け
が
始
ま
っ
た
。
テ
ー
ブ
ル
や
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
な
ど
を
片
付
け
、
ぼ
く
た
ち
が
い
た
場
所
は
い
つ
も
の
道
路
の
姿

す
が
た

に
も
ど
り
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
は
終
わ
っ
た
。 
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「
な
ん
か
楽
し
か
っ
た
な
あ
。
」 

「
そ
う
だ
ね
。
あ
り
が
と
う
と
言
わ
れ
て
、
こ
っ
ち
が
う
れ
し
く
な
っ
た
よ
。
」 

 

ク
ラ
ス
の
友
達
は
今
日
の
話
を
興こ

う

奮ふ
ん

し
て
話
し
て
い
た
。 

「
利
男
、
帰
ろ
う
。
」 

と
、
友
達
に
さ
そ
わ
れ
、
ぼ
く
は
家
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。 

  

駅
に
着
い
た
。
電
車
の
中
か
ら
ず
っ
と
、
高
島
さ
ん
が
ゴ
ー
ル
で
き
の
た
か
ど
う
か
が

気
に
な
っ
て
い
た
。
ぼ
く
は
手
に
持
っ
た
お
守
り
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
。 

（
家
に
届
け
る
か
。
で
も
ゴ
ー
ル
し
て
い
た
ら
そ
ろ
そ
ろ
帰
っ
て
く
る
時
間
か
な
。
） 

 

ぼ
く
は
、
改
札
を
出
た
と
こ
ろ
で
立
ち
止
ま
り
、
高
島
さ
ん
を
少
し
待
っ
て
み
る
こ
と

に
し
た
。 

 

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
経
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

（
も
う
家
に
帰
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。)

 

と
思
い
、
あ
き
ら
め
か
け
た
そ
の
時
、
高
島
さ
ん
が
改
札
か
ら
出
て
き
た
。
高
島
さ
ん
の
胸む

ね

に
は
メ
ダ
ル
が
か
か
っ
て
い
た
。 

「
高
島
さ
ん
。
」 

 

ぼ
く
は
か
け
寄よ

っ
た
。 
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「
こ
れ
、
高
島
さ
ん
の
お
守
り
で
す
よ
ね
。
完
走
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
す
ご
い
。
」 

 

高
島
さ
ん
は
優や

さ

し
い
声
で
言
っ
た
。 

「
あ
り
が
と
う
。
孫
か
ら
も
ら
っ
た
大
事
な
お
守
り
な
の
。
と
ち
ゅ
う
で
落
と
し
ち
ゃ
っ

た
こ
と
に
気
付
い
て
ね
。
よ
か
っ
た
、
見
つ
か
っ
て
…
…
。
完
走
で
き
な
い
か
な
と
思
っ

た
と
き
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
が
が
ん
ば
れ
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
。

だ
か
ら
な
ん
と
か
が
ん
ば
れ
た
わ
。
」 

 

ぼ
く
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
お
守
り
を
わ
た
し
た
。 

「
利
男
君
の
声
も
わ
た
し
の
心
に
ひ
び
い
た
わ
よ
。
き
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
も
届
い
た

は
ず
よ
。
」 

 

ぼ
く
は
な
ん
だ
か
、
照
れ
く
さ
か
っ
た
。 

  

ぼ
く
と
高
島
さ
ん
は
と
ち
ゅ
う
ま
で
い
っ
し
ょ
に
帰
っ
た
。
高
島
さ
ん
は
、
ゴ
ー
ル
ま

で
の
様
々
な
出
来
事
や
、
コ
ー
ス
か
ら
見
え
た
色
々
な
風
景
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
た
。 

 

東
京
マ
ラ
ソ
ン
は
た
く
さ
ん
の
人
の
心
を
一
つ
に
つ
な
げ
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
行
事
だ
。 

「
来
年
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
よ
う
。
」 

 

ぼ
く
は
心
に
ち
か
っ
た
。 

（
遠
藤 

信
幸 

作
） 
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気
を
つ
け
る
の
よ 

  

い
よ
い
よ
今
週
は
サ
ッ
カ
ー
の
公
式
戦
だ
。
早
く
練
習
に
行
き
た
い
。
信の

ぶ

行ゆ
き

は
学
校
か

ら
家
に
帰
る
と
す
ぐ
に
し
た
く
を
し
た
。 

「
じ
ゃ
あ
、
サ
ッ
カ
ー
に
行
っ
て
く
る
か
ら
。
」 

 

げ
ん
関
を
出
る
と
す
ぐ
に
、
自
転
車
に
乗
っ
て
外
へ
出
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
、
母
が

げ
ん
関
か
ら
出
て
き
て
大
声
で
言
っ
た
。 

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
信
行
、
事
故

じ

こ

に
あ
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
の
よ
。
暗
く
な
っ

た
ら
、
絶ぜ

っ

対た
い

に
ラ
イ
ト
を
つ
け
る
の
よ
。
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
す
ぎ
て
は
だ
め
よ
。
信
行

は
あ
わ
て
ん
ぼ
う
な
ん
だ
か
ら
。
」 

「
あ
あ
、
も
う
そ
れ
く
ら
い
分
か
っ
て
い
る
よ
。
」 

 

信
行
は
、
ふ
て
く
さ
れ
な
が
ら
、
自
転
車
を
こ
ぎ
出
し
た
。 

  

次
の
日
、
総そ

う

合ご
う

的
な
学
習
の
時
間
に
、「
働
く
人
の
思
い
や
考
え
か
ら
学
ぼ
う
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、
同
級
生
の
川か

わ

口ぐ
ち

君
の
お
母
さ
ん
か
ら
話
を
聞
い
た
。
川
口
君
の
お
母
さ
ん
の

川
口
康や

す

子こ

さ
ん
は
、
都
内
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
お
医
者

さ
ん
だ
。 
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東
京
都
で
は
、
「
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
様
々
な
症

し
ょ
う

状
じ
ょ
う

」
の
救
急
患か

ん

者じ
ゃ

に
対た

い

応お
う

で
き

る
東
京
Ｅ
Ｒ
（
総
合
救
急
診し

ん

療
り
ょ
う

科
）
を
設せ

っ

置ち

し
て
い
て
、
川
口
さ
ん
が
働
い
て
い
る
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
東
京
Ｅ
Ｒ
の
一
つ
で
あ
る
。 

 
川
口
さ
ん
は
と
て
も
い
そ
が
し
い
中
、
ぼ
く
た
ち
の
学
習
の
た
め
に
学
校
に
来
て
く
だ

さ
っ
た
の
だ
。 

 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
三
百
六
十
五
日
、
二
十
四
時
間
体た

い

制せ
い

で
救
命
医い

療
り
ょ
う

を

行
う
。
一
分
で
も
一
秒
で
も
早
く
治ち

療
り
ょ
う

を
し
な
け
れ
ば
命
の
危き

険け
ん

に
さ
ら
さ
れ
る
救
急
患

者
が
次
々
と
運
ば
れ
て
く
る
。
一
人
で
も
多
く
の
命
を
救
う
た
め
に
、
も
の
す
ご
い
緊き

ん

張
ち
ょ
う

感か
ん

の
中
で
、
患
者
と
向
き
合
っ
て
い
る
毎
日
だ
そ
う
だ
。 

 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
の
仕
事
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、
川
口
さ
ん
は
、
先
日
運
ば

れ
て
き
た
患
者
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

  

夜
も
か
な
り
お
そ
く
な
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
救
急
患
者
の
治
療
が
一ひ

と

段だ
ん

落ら
く

し
、
少
し
眠ね

む

ろ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。 

「
先
生
、
す
ぐ
に
来
て
く
だ
さ
い
。
」 

と
看か

ん

護ご

師し

が
大
あ
わ
て
で
連
ら
く
に
来
ま
し
た
。
わ
た
し
は
す
ぐ
に
起
き
あ
が
り
、
救
急

車
の
と
う
着
場
所
に
大
急
ぎ
で
向
か
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
患
者
を
乗
せ
た
救
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急
車
が
着
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。 

「
に
ん
婦ぷ

さ
ん
で
す
。
お
な
か
が
痛い

た

い
と
ず
っ
と
う
な
っ
て
い
ま
す
。
先
生
、
お
願
い
し

ま
す
。
」 

と
救
急
隊
員
は
わ
た
し
に
伝
え
、
患
者
を
す
ぐ
に 

ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
移う

つ

し
ま
し
た
。
そ

の
に
ん
婦
さ
ん
は
、
強
い
痛
み
と
苦
し
み
の
あ
ま
り
、
顔
を
ゆ
が
め
て
い
ま
し
た
。
検け

ん

査さ

を

終
え
、
看
護
師
と
い
っ
し
ょ
に
大
急
ぎ
で
手
術
室

し
ゅ
じ
ゅ
つ
し
つ

へ
運
び
ま
し
た
。
に
ん
婦
さ
ん
の
状

じ
ょ
う

態た
い

か
ら
、
一い

っ

刻こ
く

で
も
早
く
治
療
を
し
な
け
れ
ば
、
お
な
か
の
中
の
赤
ち
ゃ
ん
が
危あ

ぶ

な
い
と
思

い
ま
し
た
。 

 

わ
た
し
は
心
の
中
で
、 

（
赤
ち
ゃ
ん
が
無
事
に
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に
。
） 

と
願
い
な
が
ら
、
生
ま
れ
て
く
る
小
さ
な
命
と
向
き
合
い
ま
し
た
。 

 

看
護
師
は
必
死
に
な
っ
て
、
苦
し
む
に
ん
婦
さ
ん
を
は
げ
ま
し
て
い
ま
し
た
。 

  

そ
し
て
、
つ
い
に
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
治
療
が
間
に
合
っ
た
の
で
す
。
本
当

に
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。 

「
元
気
に
大
き
く
な
る
ん
だ
よ
。
」 

 

看
護
師
を
は
じ
め
、
そ
の
場
に
立
ち
合
っ
た
人
は
み
ん
な
で
喜
び
合
い
、
笑
顔
と
は
く

＊
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー 

 

患
者
を
ね
か
せ
た

ま
ま
運
ぶ
車
輪
の
つ

い
た
ベ
ッ
ド
。 

＊ 
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手
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

「
こ
の
子
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
大
事
に
育
て
て
い
き
ま
す
。
」 

 
そ
う
言
い
な
が
ら
、
お
母
さ
ん
の
顔
は
う
れ
し
な
み
だ
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
…
…
。 

  

信
行
は
、 

「
本
当
に
無
事
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
」 

と
思
わ
ず
声
に
出
し
て
い
た
。 

 

す
る
と
川
口
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

  

わ
た
し
は
毎
日
、
人
の
命
と
向
き
合
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、
命
が
あ
る
こ
と
は
、

本
当
に
ど
れ
ほ
ど
尊

と
う
と

い
こ
と
か
を
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
は
、
様
々
な
症
状
の
人
が
次
々
と
運
ば
れ
て
き
ま
す
。
ど
の
人

も
、1

分

1

秒
が
生
死
に
か
か
わ
る
患
者
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
。
人
の
命
は
比く

ら

べ
ら

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
か
け
が
え
の
な
い
命
で
す
。
わ
た
し
は
、
か
け
が
え
の
な
い
、

そ
の
一
人
一
人
の
命
を
救
う
た
め
に
全
力
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。 

 

み
な
さ
ん
は
、
自
分
が
生
ま
れ
た
時
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
き
っ
と
、
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お
母
さ
ん
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
が
無
事
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
ん
で
く
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。 

 

み
な
さ
ん
が
、
こ
う
し
て
元
気
で
い
ら
れ
る
こ
と
も
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
い
の
で

す
よ
。 

  

信
行
は
川
口
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
、
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
。 

  

放
課
後
、
家
に
帰
り
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
に
行
く
準

じ
ゅ
ん

備び

を
し
た
。 

（
い
よ
い
よ
明
日
が
試
合
だ
。
今
日
も
早
く
行
っ
て
練
習
を
し
な
い
と
。
） 

と
信
行
は
張は

り
切
っ
て
い
た
。 

「
今
か
ら
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
に
行
っ
て
く
る
か
ら
。
」 

 

家
を
出
て
、
自
転
車
に
乗
ろ
う
と
し
た
。
す
ぐ
に
母
が
げ
ん
関
ま
で
出
て
き
て 

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
信
行
、
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
の
よ
。
」 

 

い
つ
も
の
よ
う
に
、
母
の
声
が
追
い
か
け
て
く
る
。 

 

信
行
は
ふ
り
向
い
て
、
笑
顔
で
言
っ
た
。 

「
お
母
さ
ん
、
い
つ
も
あ
り
が
と
う
。
じ
ゃ
あ
、
行
っ
て
き
ま
す
。
」 

（
鈴
木 

裕
子 

作
） 
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江え

戸ど

切き
り

子こ

へ
の
道 

  

江
戸
切
子
職
人
の
横よ

こ

井い

章あ
き

夫お

は
、 

「 

あ
っ
し
は
、
好
き
な
江
戸
切
子
を
職
に
で
き
て
、
幸
せ
者
だ
と
思
う
。
」 

と
、
語
る
。「
働
く
」
と
は
、
人
の
た
め
に
動
く
と
書
く
が
、
好
き
な
道
を
極
め
ら
れ
て
社
会
の
役
に
立
て
れ
ば
、
そ
れ

に
越こ

し
た
こ
と
は
な
い
。 

  

横
井
は
子
供
の
時
か
ら
器
用
で
、
小
学
校
・
中
学
校
時
代
は
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
得
意
な
少
年
で
あ
っ
た
。
小
学

生
の
と
き
に
作
っ
た
お
面
は
学
芸
会
の
劇
で
使
わ
れ
た
し
、
中
学
一
年
生
の
時
に
作
っ
た
湯ゆ

呑の
み

茶ち
ゃ

碗わ
ん

は
父
の
愛
用
だ
っ

た
。
横
井
は
漠ば

く

然ぜ
ん

と
、 

（
将
来
自
分
の
得
意
な
こ
と
が
生
か
せ
る
職
業
に
就
け
た
ら
い
い
な
。
） 

と
、
思
っ
て
い
た
。 

 

そ
の
横
井
に
転
機
が
訪
れ
た
。
両
親
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
横
井
は
、
小
学
六
年
生
の
時
に
母
親
を
、

中
学
二
年
生
の
時
に
父
親
を
亡
く
し
、
そ
の
後
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
兄
に
面め

ん

倒ど
う

を
見
て
も
ら
っ
て
い
た
。
横
井
は
、

中
学
三
年
生
に
な
っ
た
と
き
、
担
任
の
先
生
に
進
路
に
つ
い
て
相
談
し
た
。 

「
僕ぼ

く

は
進
学
す
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

と
、
言
っ
た
。
担
任
の
先
生
か
ら
は
、 

「
進
学
し
な
い
こ
と
を
後こ

う

悔か
い

し
な
い
か
。
お
兄
さ
ん
も
何
と
か
す
る
と
言
っ
て
く
れ
て
る
ぞ
。
」 

と
、
言
わ
れ
た
が
、 

「
い
え
、
こ
れ
以
上
、
兄
に
面
倒
を
か
け
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

と
、
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。 

「
で
は
、
就
職
す
る
と
い
う
ん
だ
ね
。
」 

＊
江
戸
切
子 

 

江
戸
末
期
に
始

ま
っ
た
カ
ッ
ト
ガ
ラ

ス
の
伝
統
工
法
。
ガ 

ラ
ス
の
表
面
に
彫
刻

を
す
る
こ
と
を
工
夫

し
た
の
が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
。 

＊
あ
っ
し 

 

江
戸
こ
と
ば 

江
戸
弁
で
「
私
」。 

 

＊ 

＊ 
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先
生
が
念ね

ん

を
押お

し
た
。 

「
正
直
な
と
こ
ろ
、
僕
自
身
、
働
く
と
い
う
実
感
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

 

す
る
と
、
先
生
が
質
問
し
た
。 

「
学
校
で
勉
強
す
る
の
と
、
職
業
に
就
く
と
い
う
の
は
全
然
違ち

が

う
か
ら
な
。
ど
ん
な
職
業
に
就
き
た
い
と
考
え
て
い
る

の
か
ね
。
」 

「
絵
を
描か

い
た
り
も
の
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
得
意
な
の
で
、
で
き
れ
ば
そ
れ
を
生
か
せ
る
職
業
に
就
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
」 

と
、
横
井
は
答
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
担
任
の
先
生
は
横
井
の
得
意
な
こ
と
が
少
し
で
も
生
か
せ
る
よ
う
に
と
、
東

京
に
住
ん
で
い
る
江
戸
切
子
の
職
人
を

紹
介

し
ょ
う
か
い

し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。 

  

弟
子
入
り
す
る
前
に
、
横
井
は
江
戸
切
子
の
工こ

う

房ぼ
う

の
見
学
に
出
か
け
た
。 

（
あ
ん
な
き
れ
い
な
も
の
を
つ
く
る
な
ら
、
や
り
が
い
が
あ
る
。
） 

 

横
井
は
す
ぐ
に
江
戸
切
子
の
カ
ッ
ト
の
美
し
さ
に
魅み

せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。 

  

横
井
は
、
師
匠

し
し
ょ
う

の
も
と
で
一
心
に
修
行
を
積
ん
だ
。
師
匠
は
仕
事
一
筋
、「
曲ま

が
っ
た
こ
と
は
大だ

い

嫌き
ら

い
」
と
い
っ
た
職
人

し
ょ
く
に
ん

気か
た

質ぎ

の
人
だ
っ
た
。
横
井
が
、 

「

郷
き
ょ
う

里り

に
い
る
友
人
の
よ
う
に
、
せ
め
て
週
に
一
度
休
み
が
あ
っ
た
ら
な
あ
。
」 

な
ど
と
愚
痴

ぐ

ち

を
こ
ぼ
す
と
、 

「
好
き
な
切
子
の
仕
事
が
で
き
る
の
に
、
休
み
が
た
り
な
い
と
は
何
事
だ
。
さ
っ
さ
と
荷
物
を
ま
と
め
て
郷
里
に
帰
れ
。
」 

と
、
雷
が

か
み
な
り

落
ち
た
。
い
く
ら
器
用
な
横
井
で
も
、
初
め
て
入
門
す
る
江
戸
切
子
の
道
は
生な

ま

易や
さ

し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

単
調
な
作
業
ば
か
り
が
続
き
、
嫌い

や

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。 

「
少
し
は
重
要
な
作
業
が
で
き
れ
ば
、
や
り
が
い
が
も
て
る
の
に
な
あ
。
」 

と
、
今
度
は
兄
弟
子
に
つ
ぶ
や
く
。
す
る
と
、
兄
弟
子
か
ら
小
言
が
飛
ぶ
。 
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「
仕
事
に
文
句
を
つ
け
る
な
ん
て
十
年
早
い
。
弟
子
は
、
与あ

た

え
ら
れ
た
仕
事
を
黙だ

ま

っ
て
や
る
も
ん
だ
。
そ
れ
で
一
人
前

に
な
っ
て
い
く
ん
だ
。
」 

 

思
う
よ
う
な
作
業
は
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
。
連
日
続
く
単
調
な
作
業
に
閉
口
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。 

 

そ
ん
な
あ
る
冬
の
寒
い
日
に
、 

金こ
ん

剛ご
う

砂し
ゃ

の
選
定
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
連
日
の
寒
さ
の
中
で
、
横
井
は

つ
い
う
っ
か
り
、 

「
冷
た
い
水
の
中
で
砂
を
二
百
種
類
に
も
振ふ

り
分
け
る
な
ん
て
手
が
か
じ
か
ん
で
し
ま
う
。
こ
ん
な
修
業
は
つ
ら
く
て

嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
。
」 

と
、
弟
弟
子
に
つ
ぶ
や
い
た
。
弟
弟
子
も
う
な
ず
き
な
が
ら
応
え
た
。 

「
僕
も
郷
里
に
帰
り
た
い
。
職
人
の
道
は
厳
し
い
な
。
」 

 

す
る
と
、
ど
こ
で
ど
う
聞
い
て
い
た
の
か
、
師
匠
か
ら
、 

「
何
言
っ
て
や
が
る
。
地
道
な
作
業
が
な
け
り
ゃ
切
子
は
で
き
や
し
な
い
。
集
中
し
て
や
ら
な
い
と
江
戸
切
子
が
泣
く

ぜ
。
そ
れ
に
、
ご
ひ
い
き
に
し
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
の
た
め
に
も
、
愛
情
を
も
っ
て
作
業
を
し
な
い
で
ど
う
す
る
ん

だ
。
」 

と
、
大
声
で
し
か
ら
れ
た
。
そ
ん
な
と
き
、
師
匠
の
ま
な
ざ
し
は
職
人
と
し
て
の
誇ほ

こ

り
に
満
ち
て
い
た
。
そ
ん
な
師
匠

の
江
戸
切
子
に
注
ぐ
情
熱
と
お
客
さ
ん
へ
の
気
持
ち
に
感
動
し
、
横
井
は
自
分
も
師
匠
の
よ
う
な
一
人
前
の
職
人
に
な

ろ
う
と
決
意
し
た
。 

  

弟
子
入
り
し
て
十
年
以
上
が
経
ち
、
横
井
は
二
十
八
歳さ

い

で
独
立
し
た
。
江
戸
切
子
の
世
界
で
は
、
修
行
を
終
え
た
弟

子
は
師
匠
の
工
房
で
職
人
と
し
て
働
き
続
け
る
か
、
師
匠
の
も
と
を
離は

な

れ
て
自
分
の
工
房
を
構
え
る
か
の
二
つ
に
分
か

れ
る
。
横
井
は
独
立
す
る
こ
と
を
選せ

ん

択た
く

し
た
。
独
立
当
初
は
、
生
活
の
た
め
に
が
む
し
ゃ
ら
に
江
戸
切
子
を
作
っ
た
。

数
多
く
売
る
こ
と
で
、
次
第
に
横
井
工
房
の
経
営
も
軌き

道ど
う

に
乗
っ
て
い
っ
た
。 

  

し
か
し
、
横
井
が
四
十
歳
を
過
ぎ
た
時
、
横
井
工
房
に
、
お
客
さ
ん
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
き
た
。 

＊
金
剛
砂 

 

ガ
ラ
ス
を
切
断
し

た
り
、ガ
ラ
ス
に
細
工

を
し
た
り
す
る
際
に

使
う
砂
。 

＊
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「
横
井
工
房
で
は
、
客
に
傷
も
の
を
売
る
の
か
！
」 

 

お
客
さ
ん
は
か
ん
か
ん
に
怒お

こ

っ
て
い
る
。
商
品
は
、
横
井
工
房
の
最
も
売
れ
筋
の
「
青
い
花か

瓶び
ん

」
で
あ
っ
た
。
横
井

が
確
認
す
る
と
、
模
様
の
カ
ッ
ト
に
ず
れ
が
あ
っ
た
。
仕
事
の
忙
し

い
そ
が

さ
に
追
わ
れ
て
、
出
来
栄

で

き

ば

え
を
一
つ
一
つ
確
認
す

る
作
業
を
怠
っ

お
こ
た

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
師
匠
の
よ
う
な
職
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
お
客
さ
ん
の
立
場
で
仕

事
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
ご
ひ
い
き
の
お
客
さ
ん
か
ら
勧す

す

め
ら
れ
て
購こ

う

入
に
ゅ
う

し
た
新
規
の
お
客
さ
ん
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ご
ひ
い
き
の
お
客
さ
ん
の
信
用
ま
で
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

横
井
は
大
い
に
反
省
し
た
。
作
品
の
質
の
低
下
は
、
職
人
と
し
て
許
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
姿
勢
を
改

め
、
一
つ
一
つ
に
心
を
こ
め
、
江
戸
切
子
を
世
に
広
め
て
い
こ
う
と
誓ち

か

っ
た
。
さ
ら
に
、
師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
心
「
お

客
さ
ん
の
た
め
に
」
を
信
条
と
し
て
、
販は

ん

売ば
い

も
で
き
る
限
り
自
分
で
行
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
、「
自
分
で
作
っ
た
も

の
に
は
責
任
を
も
つ
。
自
分
で
販
売
も
す
る
こ
と
で
、
お
客
さ
ん
に
安
心
し
て
買
っ
て
も
ら
え
る
。
」
と
い
う
理
由
か
ら

だ
。
お
客
さ
ん
と
向
か
い
合
え
ば
、
仕
事
の
良
し
悪
し
を
肌は

だ

で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
加
減
な
仕
事
は
で
き
な

い
。
横
井
は
、
江
戸
切
子
職
人
と
し
て
の
こ
だ
わ
り
を
大
切
に
仕
事
を
し
よ
う
と
、
改
め
て
決
意
し
た
。 

  

再
び
横
井
工
房
は
信
用
を
取
り
戻も

ど

し
た
。 

 

失
敗
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
横
井
は
若
い
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
。 

「
あ
の
時
の
お
客
さ
ん
の
お
し
か
り
は
、
あ
っ
し
に
と
っ
て
は
師
匠
の
教
え
と
同
じ
く
ら
い
身
に
し
み
た
よ
。
機
械
と

違
っ
て
、
お
客
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
っ
た
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
職
人
な
ら
で
は
の
技
な
ん
だ
。
お

客
さ
ん
の
満
足
し
た
顔
を
見
る
の
が
何
よ
り
の
喜
び
さ
。
お
客
さ
ん
と
向
か
い
合
う
こ
と
で
自
分
の
腕う

で

も
上
が
る
っ

て
も
ん
だ
。
」 

 

現
在
、
師
匠
の
心
を
受
け
継
ぐ
横
井
は
、
制
作
の
か
た
わ
ら
江
戸
切
子
講
座
の
講
師
も
務
め
て
い
る
。
内
容
は
、
江

戸
切
子
の
基
本
カ
ッ
ト
か
ら
最
終
仕
上
げ
の
手て

磨み
が

き
に
つ
い
て
講
演
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
一い

っ

般ぱ
ん

の
人
を
相
手
に
、
江

戸
切
子
を
教
え
る
こ
と
で
、
自
分
も
新
し
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
江
戸
切
子
の
普ふ

及
き
ゅ
う

に
役
立
っ
て
い

る
と
胸
を
張
る
。
自
分
の
職
業
に
誇
り
を
抱い

だ

い
て
い
る
者
の
自
信
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。 
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「
あ
っ
し
は
実
に
幸
せ
者
だ
。
自
分
の
好
き
な
道
を
職
業
に
し
て
、
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
を
送
っ
て
い
る
。
江
戸
切

子
を
通
し
て
、
社
会
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
今
の
若
者
の
中
に
は
、
仕
事
に
就
い
て
も
、

す
ぐ
に
や
め
て
し
ま
っ
た
り
、
就
職
し
な
い
こ
と
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
た
り
し
て
い
る
人
も
い
る
ら
し
い
が
、
そ

ん
な
の
は
も
っ
た
い
な
い
な
あ
。
仕
事
を
し
て
世
の
中
の
役
に
立
つ
っ
て
の
は
い
い
も
ん
だ
よ
。
」 

と
、
横
井
は
若
い
弟
子
た
ち
に
し
み
じ
み
語
る
の
で
あ
る
。 

（
坂
口 

幸
恵 

作
） 

 

江戸切子の花瓶 

東京カットグラス工業共同組合ホームページより 
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誰だ
れ

の
た
め
に
…
… 

  

東
京
で
も
ま
だ
ま
だ
残
暑
が
厳
し
い
中
、
達た

つ

也や

の
学
校
の
始
業
式
が
体
育
館
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
夏
休
み
中
に

都
内
の
中
学
生
が
重
傷
を
負
う
自
転
車
の
交
通
事
故
が
多
発
し
た
と
い
う
話
が
、
生
活
指
導
の
先
生
か
ら
あ
り
、
達
也

の
学
校
で
は
自
転
車
利
用
マ
ナ
ー
講
習
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
講
習
会
は
、
生
徒
が
安
全
な
自
転
車
の

乗
り
方
や
交
通
ル
ー
ル
、
運
転
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
を
防
止
し
、
社
会
の
ル
ー
ル
を
守

る
意
識
を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。 

  

講
習
会
の
日
の
朝
、
達
也
は
い
つ
も
よ
り
少
し
遅お

く

れ
て
家
を
出
た
分
を
取
り
戻も

ど

そ
う
と
、
自
然
と
早
歩
き
に
な
っ
て

い
た
。
学
校
へ
行
く
途と

中
ち
ゅ
う

、
最
初
の
交
差
点
の
信
号
は
赤
だ
っ
た
が
、
車
の
来
る
気
配
が
な
か
っ
た
の
で
交
差
点
を
渡わ

た

り
始
め
た
。
そ
の
時
、
聞
き
慣
れ
た
声
が
し
た
。 

「
信
号
無
視
を
し
て
い
る
中
学
生
発
見
。
」 

 

達
也
が
振ふ

り
向
く
と
、
佐
知
子

さ

ち

こ

が
い
つ
の
間
に
か
後
ろ
に
立
っ
て
い
た
。
佐
知
子
は
、
家
が
二に

軒け
ん

隣
ど
な
り

で
、
小
さ
い
こ

ろ
か
ら
姉
弟
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
幼
な
じ
み
で
あ
る
。
し
っ
か
り
者
の
佐
知
子
は
、
面め

ん

倒ど
う

な
こ
と
を
嫌き

ら

う
達
也
に
と
っ

て
世
話
好
き
の
お
姉
さ
ん
役
だ
っ
た
が
、
中
学
生
に
な
っ
て
、
達
也
に
は
佐
知
子
の
真
面
目
さ
が
少
し

窮
き
ゅ
う

屈く
つ

に
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

「
な
ん
だ
よ
、
い
き
な
り
。
」 

 

達
也
は
、
佐
知
子
が
こ
ん
な
時
間
に
い
る
こ
と
が
珍
し

め
ず
ら

い
の
で
驚
き

お
ど
ろ

を
隠か

く

し
き
れ
な
か
っ
た
。
佐
知
子
を
無
視
す
る

と
後
で
厄や

っ

介か
い

な
の
で
、
交
差
点
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
止
ま
っ
た
。 

「
だ
っ
て
、
赤
だ
よ
。
」 

 

佐
知
子
は
少
し
怒お

こ

っ
て
い
た
。 

「
分
か
っ
て
る
よ
。
で
も
、
こ
こ
は
ほ
と
ん
ど
車
が
通
ら
な
い
し
誰
に
も
迷め

い

惑わ
く

を
か
け
て
な
い
だ
ろ
。
い
ち
い
ち
俺お

れ

に

構
う
な
よ
。
」 
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「
だ
っ
て
、
た
っ
ち
ゃ
ん
の
お
ば
さ
ん
か
ら
『
達
也
の
こ
と
よ
ろ
し
く
ね
。
』
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
し
…
…
。
そ
れ
に
、

本
当
に
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
て
い
な
い
の
か
な
。
」 

 

佐
知
子
は
、
不
満
そ
う
な
表
情
で
信
号
が
青
に
変
わ
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
佐
知
子
が
正
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
以
上
返
す
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
達
也
は
そ
の
ま
ま
一
人
で
学
校
に
向
か
っ
た
。 

 
朝あ

さ

学が
っ

活か
つ

で
は
担
任
の
先
生
か
ら
、
午
後
に
体
育
館
で
行
う
自
転
車
利
用
マ
ナ
ー
講
習
会
の
持
ち
物
な
ど
に
つ
い
て
連れ

ん

絡ら
く

が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
達
也
の
心
は
、
面
倒
だ
な
あ
と
い
う
気
持
ち
が
大
半
を
占し

め
て
い
た
。
日ひ

頃ご
ろ

の
自
分
の
自
転

車
の
乗
り
方
を
考
え
る
と
、
講
習
会
で
は
耳
が
痛
い
話
を
聞
く
こ
と
に
な
る
と
予
想
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ま
だ
ま
だ
残
暑
が
厳
し
く
温
室
の
よ
う
に
暑
い
体
育
館
を
考
え
る
と
、
気
持
ち
は
か
な
り
沈し

ず

ん
で
い
た
。 

  

給
食
後
、
体
育
館
へ
移
動
し
、
講
習
会
が
始
ま
っ
た
。
警
察
の
人
が
講
習
会
用
に
制
作
し
た
ド
ラ
マ
は
、
生
徒
の
視

線
を
ス
ク
リ
ー
ン
へ
と
引
き
付
け
た
。
映
像
が

衝
し
ょ
う

撃げ
き

的て
き

だ
っ
た
か
ら
だ
。 

 

そ
の
内
容
は
、
自
転
車
の
二
人
乗
り
を
し
た
中
学
生
が
、
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
信
号
無
視
を
し
て
道
路
を
渡
っ
た

と
た
ん
、
車
と

衝
し
ょ
う

突と
つ

し
、
救
急
病
院
に
搬は

ん

送そ
う

さ
れ
る
と
い
っ
た
映
像
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
故
に
よ
っ
て
本
人
た

ち
が
け
が
を
し
て
痛
い
思
い
を
し
た
だ
け
で
な
く
、
家
族
を
含ふ

く

め
多
く
の
人
が
心
を
痛
め
た
こ
と
も
、
こ
の
映
像
は
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
て
い
た
。 

 

引
き
続
き
警
察
の
人
は
、
自
転
車
利
用
の
正
し
い
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
詳く

わ

し
く
説
明
を
し
て
く
れ
た
。
映
像
に
あ
っ
た

よ
う
な
、
自
転
車
の
二
人
乗
り
や
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
、
信
号
無
視
の
他
に
も
、
二
列
走
行
、
無
灯
火
走
行
な
ど
が

中
学
生
に
多
い
違
反
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
七
月
か
ら
は
、
傘か

さ

差
し
運
転
や
運
転
中
の
携け

い

帯た
い

電
話
の
使
用
が
禁
止
に
な
っ
た
こ
と
も
再
度
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
京
都
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
説
明
が

あ
り
、
自
転
車
は
歩
道
で
は
な
く
車
道
の

左
ひ
だ
り

端は
し

を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
都
民
の
半
数
が
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
集
計
結
果
に
は
驚
か

お
ど
ろ

さ
れ
た
。 

 

そ
し
て
、
警
察
の
人
は
講
習
会
の
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
締し

め
く
く
っ
た
。 

「
わ
れ
わ
れ
警
察
官
が
、
取
り
締
ま
り
を
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
人
々
の
安
全
を
守
る
た
め
で
す
。
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そ
し
て
、
交
通
事
故
を
ゼ
ロ
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
み
な
さ
ん
に
交
通
安
全
へ
の
意
識
を

高
め
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
」 

 

こ
の
言
葉
は
、
達
也
の
心
に
残
っ
た
。 

「
今
日
の
話
を
受
け
て
、
ル
ー
ル
と
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
、
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
」 

と
い
う
話
が
担
任
の
先
生
か
ら
あ
り
、
そ
の
後
下
校
と
な
っ
た
。 

  

達
也
は
、
ど
こ
と
な
く
心
に
引
っ
か
か
る
も
の
を
感
じ
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
。 

 

家
に
着
く
な
り
達
也
は
、
自
転
車
に
乗
り
、
友
達
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
た
公
園
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
公
園

で
遊
ん
だ
後
自
転
車
に
乗
っ
て
一
人
で
帰
る
途
中
、
目
の
前
の
交
差
点
の
信
号
が
点て

ん

滅め
つ

し
始
め
た
。
達
也
は
い
つ
も
の

よ
う
に
、
何
と
か
渡
っ
て
し
ま
お
う
と
、
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
た
め
に
自
転
車
の
ペ
ダ
ル
を
強
く
踏ふ

み
込こ

ん
だ
。
と
こ

ろ
が
、
無
理
し
て
渡
る
に
は
ち
ょ
っ
と
危
険
な
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
止
ま
っ
た
。 

 

す
る
と
、
車
道
側
の
信
号
が
青
信
号
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
二
台
の
車
が
勢
い
よ
く
発
進
し
た
。
達
也
は
、
そ
れ
を

見
て
ほ
っ
と
し
た
が
、
後
に
続
く
車
が
な
か
っ
た
た
め
、
青
信
号
に
な
る
ま
で
の
時
間
が
と
て
も
長
く
感
じ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、 

（
も
う
行
っ
て
も
大だ

い

丈
じ
ょ
う

夫ぶ

だ
ろ
う
。
） 

と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た
と
き
に
は
、
赤
信
号
を
渡
り
始
め
て
い
た
。 

 

ド
キ
ッ
と
す
る
声
が
聞
こ
え
た
の
は
そ
の
と
き
だ
っ
た
。 

「
あ
の
お
兄
ち
ゃ
ん
、
赤
な
の
に
渡
っ
て
る
よ
。
」 

 

一い
っ

緒し
ょ

に
信
号
待
ち
を
し
て
い
た
男
の
子
が
お
母
さ
ん
に
訴
え

う
っ
た

て
い
た
。 

 

男
の
子
の
声
は
確
か
に
聞
こ
え
た
が
、
達
也
に
は
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

「
き
っ
と
急
い
で
い
る
の
よ
。
で
も
、
信
号
は
守
ら
な
い
と
ね
。
」 

 

そ
の
子
の
お
母
さ
ん
が
や
さ
し
く
男
の
子
に
話
し
て
い
た
。 

 

達
也
は
、
も
や
も
や
し
た
気
持
ち
を
抱か

か

え
な
が
ら
家
に
向
か
っ
た
。 
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「
た
だ
い
ま
。
」 

 

家
に
着
い
て
、
母
の
姿
を
見
る
な
り
、
朝
の
佐
知
子
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
話
し
始
め
た
。 

「
ま
っ
た
く
、
佐
知
子
は
い
ち
い
ち
う
る
さ
い
よ
な
あ
。
そ
れ
に
、
母
さ
ん
だ
っ
て
佐
知
子
に
余
計
な
こ
と
を
言
わ
な

い
で
よ
。
佐
知
子
は
母
さ
ん
か
ら
『
達
也
の
こ
と
よ
ろ
し
く
ね
』
っ
て
言
わ
れ
て
る
っ
て
言
っ
て
た
よ
。
」 

「
あ
ら
、
余
計
な
こ
と
か
し
ら
。
さ
っ
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
子
に
達
也
を
見
て
て
も
ら
え
て
、
母
さ
ん
は
安
心
だ
わ
。
私

が
言
っ
て
も
あ
な
た
は
な
か
な
か
素
直
に
聞
か
な
い
で
し
ょ
。
と
こ
ろ
で
さ
っ
ち
ゃ
ん
に
何
を
言
わ
れ
た
の
。
」 

 

母
は
、
す
ぐ
に
聞
き
返
し
て
き
た
。 

「
今
朝
、
そ
こ
の
道
路
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
、
信
号
を
守
れ
と
か
な
ん
と
か
さ
あ
。
」 

「
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
が
赤
信
号
で
渡
っ
て
た
っ
て
こ
と
で
し
ょ
。
」 

「
だ
っ
て
あ
の
道
路
は
、
車
が
ほ
と
ん
ど
通
ら
な
い
か
ら
赤
信
号
で
渡
っ
て
も
誰
に
も
迷
惑
か
け
て
な
い
で
し
ょ
。
」 

 

達
也
は
、
佐
知
子
に
言
っ
た
言
葉
を
母
に
も
言
っ
た
が
、
心
な
し
か
自
信
が
な
か
っ
た
。 

「
本
当
に
そ
う
思
う
。
」 

 

母
は
、
力
強
く
続
け
た
。 

「
中
学
生
が
赤
信
号
を
渡
っ
て
い
る
の
を
見
た
小
さ
な
子
供
は
、
僕ぼ

く

も
渡
れ
る
な
ん
て
思
う
で
し
ょ
。
そ
し
て
、
そ
の

小
さ
な
子
供
が
事
故
に
あ
っ
た
り
し
た
ら
ど
う
す
る
の
。
」 

 

母
は
、
と
て
も
具
体
的
に
話
を
進
め
た
。 

「
そ
れ
は
そ
の
子
が
ち
ゃ
ん
と
左
右
を
見
な
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
。
」 

「
そ
う
か
し
ら
、
事
故
に
あ
っ
た
小
さ
な
子
供
だ
け
の
責
任
と
言
い
切
れ
る
か
し
ら
。
」 

「
母
さ
ん
の
話
は

極
き
ょ
く

端た
ん

す
ぎ
る
よ
。
」 

 

達
也
は
、
そ
う
言
い
残
し
て
自
分
の
部
屋
の
あ
る
二
階
へ
と
逃に

げ
る
よ
う
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。
ベ
ッ
ド
の
上
に
大

の
字
に
な
り
目
を
閉
じ
る
と
、
今
日
の
講
習
会
の
最
初
の
映
像
が
鮮せ

ん

明め
い

に
思
い
出
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、「
誰
に
も
迷
惑

か
け
て
な
い
。
」
と
い
う
自
分
の
言
っ
た
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
い
た
。 

（
篠
塚 

浩
幸 

作
） 
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土
器
の
か
け
ら 

  

小
学
生
の
頃こ

ろ

の
ぼ
く
は
、
風
変
わ
り
な
も
の
を
集
め
る
の
が
好
き
で
、
石
こ
ろ
や
セ
ミ
の
抜ぬ

け
殻が

ら

な
ど
を
拾
っ
て
き

て
は
母
に
あ
き
れ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
学
校
で
は
理
科
や
社
会
が
好
き
で
、
そ
の
授
業
が
楽
し
み
だ
っ
た
。 

 
六
年
生
の
あ
る
日
、
社
会
の
歴
史
の
授
業
で
担
任
の
先
生
が
、 

「
都
内
に
は
た
く
さ
ん
の
遺い

跡せ
き

が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
こ
の
近
く
か
ら
も
、
土
器
が
出
て
き
ま
し
た
。
」 

と
、
教
え
て
く
れ
た
。
何
日
か
後
、
ぼ
く
は
、
偶ぐ

う

然ぜ
ん

に
も
畑
の
近
く
で
土
器
の
か
け
ら
の
よ
う
な
も
の
を
見
つ
け
た
。

先
生
の
話
を
聞
い
た
後
だ
っ
た
せ
い
か
、
そ
の
か
け
ら
と
の
出
合
い
に
不
思
議
な
感
動
を
味
わ
っ
た
が
、
そ
の
か
け
ら

が
何
な
の
か
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。 

  

中
学
校
に
入
学
す
る
と
、
ぼ
く
は
ど
の
部
活
動
に
入
る
か
悩な

や

ん
で
い
た
。
特
に
入
り
た
い
部
活
動
が
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
か
ら
だ
。
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
あ
こ
が
れ
、
サ
ッ
カ
ー
部
に
仮
入
部
を
し
た
友
達
が
楽
し
そ
う
に
練
習
の
話
を
し
て
い

た
の
で
、
何
と
な
く
ぼ
く
も
つ
ら
れ
て
仮
入
部
を
し
て
み
た
。
し
か
し
、
い
つ
も
み
ん
な
の
後
ろ
を
つ
い
て
い
く
ば
か

り
で
次
第
に
つ
ま
ら
な
く
な
り
、
サ
ッ
カ
ー
部
に
は
入
部
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
部
活
動
な
ど
入
ら
な
く
て

も
い
い
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
頃
の
ぼ
く
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
社
会
の
授
業
だ
け
は
好
き
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
白
地
図
を
て
い
ね
い
に
塗ぬ

り
分

け
る
よ
う
な
、
こ
つ
こ
つ
と
作
業
を
す
る
学
習
で
は
、
時
間
は
か
か
っ
て
も
自
分
が
納
得
す
る
ま
で
取
り
組
ん
だ
。 

社
会
科
を
担
当
す
る
横よ

こ

山や
ま

先
生
は
、 

「
色
づ
け
が
丁て

い

寧ね
い

で
、
見
や
す
い
地
図
が
で
き
た
ね
。
」 

と
、
ぼ
く
の
作
業
を
認
め
、
み
ん
な
に

紹
し
ょ
う

介か
い

し
て
く
れ
た
。
い
つ
も
は
目
立
た
な
い
ぼ
く
も
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
み

ん
な
の
注
目
の
的
と
な
り
、
晴
れ
が
ま
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。 

 

あ
る
日
の
こ
と
、
社
会
の
授
業
が
終
わ
る
と
横
山
先
生
は
ぼ
く
を
呼
ん
で
、
部
活
動
の
話
を
し
た
。 
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「
入
る
部
が
決
ま
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
歴
史
研
究
部
に
入
っ
て
み
な
い
か
。
」 

と
誘さ

そ

っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
先
生
は
歴
史
研
究
部
の
顧こ

問も
ん

だ
っ
た
。 

「
え
っ
、
歴
史
研
究
部
で
す
か
…
…
。
」 

 

突と
つ

然ぜ
ん

の
こ
と
に
、
ぼ
く
が
戸と

惑ま
ど

っ
て
い
る
と
、
先
生
は
、 

「
清し

水み
ず

君く
ん

は
時
間
を
か
け
て
こ
つ
こ
つ
と
作
業
を
す
る
こ
と
が
好
き
そ
う
だ
か
ら
、

歴
史
研
究
部
に
向
い
て
い
る
と
思
う
ん
だ
が
…
…
。
」 

と
、
付
け
加
え
た
。 

「
返
事
は
、
い
つ
で
も
い
い
。
」 

と
言
わ
れ
て
、
ぼ
く
は
迷
っ
た
。
横
山
先
生
の
授
業
は
好
き
だ
っ
た
し
、
先
生
な
ら
自
分
の
こ
と
を
分
か
っ
て
く
れ
る

よ
う
な
気
が
し
た
。
け
れ
ど
も
、 

（
部
活
動
な
ど
入
ら
な
く
て
も
い
い
。
） 

と
、
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
入
部
届
け
を
出
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
ふ
と
、
ぼ
く
は
小
学
六
年

生
の
と
き
に
見
つ
け
た
土
器
の
か
け
ら
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
先
生
に
見
せ
た
く
な
っ
た
。 

 

翌
日
、
そ
の
土
器
の
か
け
ら
を
横
山
先
生
に
差
し
出
す
と
、
先
生
は
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
た
。 

「
す
ご
い
ね
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

縄
じ
ょ
う

文も
ん

時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た 

深
ば
ち
型
土
器
の
一
部
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
ヘ
ビ
の 

文
様
は
珍
し

め
ず
ら

い
ね
。
こ
れ
を
ど
こ
で
見
つ
け
た
ん
だ
。
」 

「
家
の
近
く
の
畑
の
そ
ば
で
見
つ
け
ま
し
た
。
」 

 

ぼ
く
は
少
し
控ひ

か

え
め
に
答
え
た
が
、
先
生
に
自
分
の
宝
も
の
を
認
め
ら
れ
、
ほ
め
ら
れ
た
よ
う
で
内
心
は
と
て
も
う

れ
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
ぼ
く
は
、
入
部
届
け
を
出
す
決
心
を
し
た
。 

 

入
部
し
て
ま
も
な
く
、
横
山
先
生
の
引
率
で
歴
史
研
究
部
が
遺
跡
発は

っ

掘く
つ

現げ
ん

場ば

に
実
習
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

発
掘
現
場
に
到と

う

着
ち
ゃ
く

後
、
調
査
員
の
方
か
ら
発
掘
調
査
の
注
意
事じ

項こ
う

を
伝
え
ら
れ
る
と
、
早
速
、
土
器
を
掘
り
出
す
実
習

が
始
ま
っ
た
。
初
め
て
の
本
格
的
な
実
習
に
、
ぼ
く
を
含
め
て
部
員
の
み
ん
な
は
す
ぐ
に
土
器
の
掘
り
出
し
に
夢
中
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
始
め
て
か
ら
一
時
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
部
員
の
ほ
と
ん
ど
が
土
器
の
か
け
ら
を
堀
り
出
し
た
よ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深ばち型土器（勝坂式） 

三鷹市遺跡調査会「みたか遺跡展示室」

ホームページより 

＊
深
ば
ち
型
土
器 

 

縄
文
土
器
の
基
本

的
な
形
の
土
器
。 

＊
文
様 

 

模
様
の
こ
と
。 

＊

＊
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う
だ
っ
た
。
出
か
け
る
前
に
は
、
誰
が
一
番
早
い
か
競
争
す
る
話
も
出
て
い
た
が
、
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
作
業
を
し
た

い
ぼ
く
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
っ
た
。 

 

み
ん
な
よ
り
か
な
り
遅
れ
て
、
土
器
の
か
け
ら
を
掘
り
出
し
た
ぼ
く
は
、
集
合
場
所
へ
と
急
い
だ
。
手
に
は
、
掘
り

出
し
た
ば
か
り
の
土
器
の
か
け
ら
を
大
切
に
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
横
山
先
生
の
前
に
差
し
出
す
と
、
受
け

取
っ
た
先
生
は
し
ば
ら
く
土
器
の
か
け
ら
を
見
つ
め
て
か
ら
、
集
ま
っ
た
部
員
に
話
し
出
し
た
。 

「
全
員
が
、
土
器
の
か
け
ら
を
掘
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
で
も
、
掘
り
出
し
方
が
荒あ

ら

い
。
だ
が
、
清
水
君
の
を
見
て

ご
ら
ん
。
こ
れ
は
時
間
を
か
け
て
刷
毛

は

け

を
使
い
、
丁
寧
に
作
業
し
た
跡あ

と

が
分
か
る
も
の
だ
。
」 

 

ぼ
く
は
有
頂
天
に
な
っ
た
。
ぼ
く
の
掘
り
出
し
た
土
器
の
か
け
ら
が
横
山
先
生
に
認
め
ら
れ
、
み
ん
な
の
前
で
ほ
め

ら
れ
た
の
だ
。 

  

そ
の
頃
、
学
校
の
近
く
で
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
歴
史
研
究
部
か
ら
も
何
人
か
参
加
で
き
る
こ

と
に
な
り
、
ぼ
く
は
自
分
か
ら
希
望
し
て
発
掘
作
業
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
前
の
実
習
で
、
自
分
の
発
掘
に

自
信
を
つ
け
始
め
て
い
た
ぼ
く
は
、
大
規
模
な
発
掘
調
査
に
心
を
躍お

ど

ら
せ
、
作
業
へ
の
期
待
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
毎
週
土
曜
日
に
手
伝
う
発
掘
調
査
は
、
思
っ
た
以
上
に
大
変
で
根
気
の
い
る
作
業
だ
っ
た
。
調
査
員
の
人

た
ち
は
、
み
ん
な
黙も

く

々も
く

と
作
業
を
し
て
い
る
が
、
い
く
ら
や
っ
て
も
土
し
か
出
て
こ
な
い
。
作
業
を
手
伝
い
始
め
て
二

か
月
経
っ
た
頃
に
は
、
い
く
ら
ゆ
っ
く
り
、
じ
っ
く
り
型
の
ぼ
く
に
も
迷
い
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

あ
る
と
き
、
親
し
く
な
っ
た
調
査
員
の
一
人
に
尋た

ず

ね
て
み
た
。 

「
二
か
月
も
何
も
出
て
こ
な
い
発
掘
の
作
業
は
、
つ
ま
ら
な
く
な
い
で
す
か
。
」 

「
つ
ま
ら
な
い
な
ん
て
、
思
っ
た
こ
と
は
な
い
ね
。
二
か
月
や
三
か
月
何
も
出
て
こ
な
い
の
は
、
珍
し
く
な
い
こ
と
だ
。
」 

「
え
っ
、
珍
し
く
な
い
こ
と
な
ん
で
す
か
。
」 

 

ぼ
く
は
、
驚
い

お
ど
ろ

て
聞
き
返
し
た
。 

「
二
、
三
か
月
な
ん
て
作
業
し
た
う
ち
に
は
入
ら
な
い
。
発
掘
に
時
間
が
か
か
る
の
は
、
当
た
り
前
な
ん
だ
。
」 

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
ぼ
く
は
、 
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（
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
い
っ
た
い
こ
の
作
業
は
い
つ
ま
で
続
く
ん
だ
…
…
。
） 

と
い
う
迷
い
が
強
く
な
っ
た
。 

 

ぼ
く
は
、
横
山
先
生
を
訪
ね
た
。 

「
こ
の
二
か
月
間
い
く
ら
や
っ
て
も
土
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
本
当
に
こ
の
ま
ま
続
け
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」 

と
、
尋
ね
た
。
す
る
と
、
先
生
は
、 

「
清
水
君
の
迷
う
気
持
ち
は
よ
く
分
か
る
。
で
も
、
古
代
か
ら
時
間
を
か
け
て 

堆た
い

積せ
き

し
て
き
た
土
と
向
き
合
い
、
時
間

を
か
け
て
出
合
っ
た
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
ん
だ
。
」 

「
何
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
か
…
…
、
ど
う
し
た
ら
見
え
て
く
る
ん
で
す
か
…
…
。
」 

「
そ
れ
は
、
出
て
き
た
も
の
が
教
え
て
く
れ
る
さ
。
き
み
な
ら
、
で
き
る
と
思
う
ん
だ
が
…
…
。
」 

と
、
励は

げ

ま
し
て
く
れ
た
。『
見
え
て
く
る
も
の
』
と
い
う
横
山
先
生
の
言
葉
が
気
に
か
か
っ
た
。
そ
し
て
ぼ
く
は
、
も
う

少
し
作
業
を
手
伝
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

そ
の
後
、
二
か
月
経
っ
て
か
ら
、
柱

は
し
ら

穴あ
な

の
一
辺
が
一
メ
ー
ト
ル
も
あ
る 

掘ほ
っ

立た
て

柱
ば
し
ら

建た
て

物も
の

の
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
長
い

時
間
を
か
け
て
少
し
ず
つ
土
を
取
り
除
い
て
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
を
目
の
前
に
し
て
、
ぼ
く
は
そ
の
柱
の
跡
の
と
て
つ
も

な
い
大
き
さ
に
驚
い
た
。
多
く
の
調
査
員
が
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
こ
つ
こ
つ
と
作
業
に
取
り
組
ん
だ
か
ら
こ
そ
、

味
わ
え
た
感
動
だ
っ
た
。
発
掘
と
い
う
作
業
は
、
地
味
で
、
根
気
が
い
る
。
誰
も
が
あ
こ
が
れ
る
派
手
な
仕
事
で
は
な

い
が
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
自
分
ら
し
さ
が
発
揮
で
き
る
仕
事
だ
と
感
じ
た
。
そ
の
と
き
、
横
山
先
生
の
『
見
え
て
く

る
も
の
』
の
答
え
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

  

ぼ
く
は
今
、
博
物
館
で
働
い
て
い
る
。
出
土
し
た
土
器
の
か
け
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
も
と
の
形
に
復
元
す
る
修

復
師
の
仕
事
に
就
い
て
五
年
に
な
る
。
時
間
が
か
か
り
根
気
の
い
る
仕
事
だ
が
、
充

じ
ゅ
う

実じ
つ

し
た
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
横

山
先
生
は
ぼ
く
に
自
分
ら
し
さ
を
生
か
せ
る
道
を
示
し
て
く
れ
た
。
土
器
の
か
け
ら
を
手
に
す
る
た
び
に
、
ぼ
く
は
先

生
を
思
い
出
す
。 

（
菅
野 

由
紀
子 

作
） 

＊
堆
積 

 

土
砂
な
ど
が
高
く

積
み
重
な
る
こ
と
。 

＊
掘
立
柱
建
物 

 

地
面
に
穴
を
掘
り
、

そ
こ
に
柱
を
立
て
て
、

地
面
を
底
床
と
し
た

建
物
。 

＊

＊
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お
父
さ
ん
の
思
い 

  

二
〇
一
二
年
・
春 

 
「
お
母
さ
ん
、
や
っ
ぱ
り
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
こ
こ
か
ら
の
眺な

が

め
が
一
番
だ
よ
ね
。
」 

 

朋と
も

子こ

は
、
隅す

み

田だ

川が
わ

を
前
景
に
し
て
天
に
そ
び
え
る
よ
う
に
建
つ
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
見
な
が
ら
言
っ
た
。 

 

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
こ
の
春
、
開
業
し
た
。
朋
子
に
と
っ
て
、
こ
こ
隅す

み

田だ

公こ
う

園え
ん

か
ら
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
見
る

の
は
二
度
目
で
あ
っ
た
。
一
度
目
は
、
記
録
的
な
猛も

う

暑し
ょ

に
見
舞

み

ま

わ
れ
た
二
年
前
の
夏
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
建
設
途と

中
ち
ゅ
う

で
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超こ

え
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

  

二
〇
一
〇
年
・
夏
（
二
年
前
） 

  

中
学
三
年
生
の
朋
子
は
、
母
と
一い

っ

緒し
ょ

に
、
総
合
病
院
へ
入
院
し
て
い
る
父
の
お
見
舞
い
に
行
く
前
に
、
隅
田
公
園
に

寄
っ
て
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
写
真
を
撮と

っ
た
。
朋
子
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
写
真
を

撮
る
こ
と
が
最
近
の
趣し

ゅ

味み

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

今
日
は
、
父
の
誕
生
日
。
病
院
に
着
く
と
、
父
の
担
当
看
護
師
の
桜
井

さ
く
ら
い

さ
ん
た
ち
も
誕
生
日
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、

声
を
か
け
て
く
れ
た
。 

「
田た

中な
か

さ
ん
、
今
日
は
朝
か
ら
そ
わ
そ
わ
し
て
い
ま
し
た
よ
。
後
で
私
た
ち
も
顔
を
出
し
ま
す
。
私
た
ち
か
ら
の
プ
レ

ゼ
ン
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
…
…
。
」 

 

母
が
桜
井
さ
ん
に
礼
を
言
い
、
父
の
病
室
に
向
か
っ
た
。
母
は
、 

「
来
た
わ
よ
。
」 

と
、
明
る
い
声
を
か
け
て
病
室
に
入
っ
て
い
っ
た
。
朋
子
は
母
の
後
か
ら
、
お
そ
る
お
そ
る
入
っ
て
い
っ
た
。
パ
ジ
ャ
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マ
姿
の
父
は
ベ
ッ
ド
の
上
で
上
半
身
を
起
こ
し
て
い
て
、 

「
あ
あ
、
来
た
か
。
」 

と
軽
く
手
を
挙
げ
た
。
朋
子
は
そ
れ
を
見
る
と
ホ
ッ
と
し
て
、
ニ
コ
ッ
と
笑
っ
た
。 

「
だ
い
ぶ
よ
く
な
っ
て
い
る
み
た
い
ね
。
こ
の
前
来
た
と
き
よ
り
、
元
気
み
た
い
。
よ
か
っ
た
。
は
い
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
！ 

お
誕
生
日
お
め
で
と
う
。
」 

と
言
っ
て
、
後
ろ
手
に
持
っ
て
い
た
花
束
を
差
し
出
し
た
。 

「
お
お
、
あ
り
が
と
う
。
母
さ
ん
、
さ
っ
そ
く
花か

瓶び
ん

に
生
け
て
く
れ
な
い
か
。
」 

と
言
っ
て
、
受
け
取
っ
た
花
束
を
母
に
手て

渡わ
た

し
た
。 

「
今
日
も
た
く
さ
ん
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
写
真
撮
っ
て
き
た
よ
。
こ
こ
か
ら
の
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
、
私
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
ベ
ス
ト
ス
リ
ー
に
入
る
か
な
。
ほ
ら
ね
。
」 

 

朋
子
は
、
撮
っ
て
き
た
ば
か
り
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
写
真
を
父
に
見
せ
な
が
ら
言
っ
た
。 

「
二
〇
一
二
年
に
で
き
る
ん
だ
よ
。
み
ん
な
で
行
こ
う
ね
。
」 

 

た
た
み
か
け
る
よ
う
に
朋
子
は
言
っ
た
。
そ
こ
へ
、 

「
お
じ
ゃ
ま
し
て
い
い
か
し
ら
。
」 

と
、
看
護
師
の
桜
井
さ
ん
た
ち
が
入
っ
て
き
た
。 

「
お
誕
生
日
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
た
ち
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
。
」 

と
言
っ
て
、
色
紙
に
書
い
た
寄
せ
書
き
を
手
渡
し
た
。 

（
今
日
の
笑
顔
は
最
高
で
す 

 
 

 
 

 
 

桜
井
） 

（
今
の
よ
い
体
調
が
続
く
と
よ
い
で
す
ね 

 

柴し
ば

田た

） 

 

父
が
寄
せ
書
き
を
見
て
い
る
横
か
ら
朋
子
も
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
た
が
、 

「
私
に
も
書
か
せ
て
。
」 

と
言
っ
て
、
色
紙
を
父
か
ら
奪う

ば

う
よ
う
に
取
っ
た
。 

「
な
ん
て
書
こ
う
か
な
…
…
。
」 
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い
た
ら
ず
ら
っ
ぽ
い
笑
い
を
浮う

か
べ
て
、
父
を
横
目
で
見
な
が
ら
言
っ
た
。 

「
決
め
た
。
」 

（
私
の
誕
生
日
は
、
お
家
で
一
緒
に
パ
ー
テ
ィ
ー
を
し
よ
う
ね 
 

朋
子
） 

 

こ
う
書
く
と
、
両
手
で
父
の
目
の
前
に
色
紙
を
差
し
出
し
た
。 

「
ど
う
。
私
の
誕
生
日
ま
で
あ
と
二
か
月
あ
る
か
ら
、
今
の
調
子
だ
っ
た
ら
大だ

い

丈
じ
ょ
う

夫ぶ

よ
ね
。
お
父
さ
ん
頑が

ん

張ば

っ
て
ね
。

約
束
よ
。
」 

と
、
一
気
に
ま
く
し
立
て
る
よ
う
に
言
っ
た
。 

 

そ
の
と
き
父
は
、
ち
ょ
っ
と
悲
し
く
笑
い
、
母
も
看
護
師
た
ち
も
下
を
向
い
て
い
た
が
、
朋
子
は
そ
の
こ
と
に
気
が

つ
か
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
朋
子
は
何
度
か
お
見
舞
い
に
行
っ
た
。
父
は
少
し
痩や

せ
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
元
気
そ
う
だ
っ
た
の
で
、

朋
子
は
安
心
し
て
い
た
。 

 

朋
子
の
誕
生
日
の
二
週
間
前
。
母
が
言
っ
た
。 

「
明
日
の
土
曜
日
は
、
お
父
さ
ん
の
所
へ
行
く
か
ら
ね
。
一
時
に
は
帰
っ
て
き
て
よ
。
」 

「
え
っ
、
バ
レ
ー
部
の
練
習
試
合
が
あ
る
ん
だ
け
ど
…
…
。
明
日
は
試
合
に
出
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
。
ど
う
せ

誕
生
日
に
会
え
る
ん
だ
か
ら
、
行
か
な
く
て
も
い
い
で
し
ょ
。
」 

「
…
…
。
」 

 

母
は
、
黙だ

ま

っ
て
い
た
。 

  

そ
し
て
迎む

か

え
た
朋
子
の
誕
生
日
。 

「
お
父
さ
ん
、
お
帰
り
な
さ
い
。
退
院
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
家
に
帰
れ
て
よ
か
っ
た
ね
。
朋
子
の
誕
生
日
、
一

緒
に
お
祝
い
し
て
ね
。
」 

 

こ
こ
数
日
、
父
は
体
調
が
よ
く
、
先
生
か
ら
外
出
の
許
可
が
も
ら
え
た
の
だ
。 

「
朋
子
の
誕
生
日
だ
か
ら
な
。
お
父
さ
ん
頑
張
っ
た
よ
。
」 



 67

「
そ
う
だ
よ
。
だ
っ
て
、
約
束
だ
も
の
ね
。
」 

 

朋
子
は
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
そ
う
言
う
と
父
の
腕う

で

に
つ
か
ま
っ
た
。 

「
お
っ
と
っ
と
。
危
な
い
よ
。
」 

 

父
は
ち
ょ
っ
と
よ
ろ
け
た
が
明
る
く
笑
っ
た
。 

「
お
母
さ
ん
が
作
っ
た
お
い
し
い
ケ
ー
キ
が
あ
る
ん
だ
よ
。
み
ん
な
で
食
べ
よ
う
。
」 

「
ケ
ー
キ
の
前
に
…
…
。
こ
れ
、
お
父
さ
ん
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
朋
子
の
た
め
に
描か

い
た
ん
だ
。
」 

 

父
は
そ
う
言
う
と
、
額
に
入
っ
た
水す

い

彩さ
い

画が

を
差
し
出
し
た
。
そ
れ
は
、
隅
田
川
越ご

し
に
そ
び
え
る
東
京
ス
カ
イ
ツ 

 

リ
ー
の
絵
だ
っ
た
。
手
前
に
は
、
隅
田
公
園
の
満
開
の
桜
が
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
、

完
成
し
た
姿
だ
っ
た
。 

「
わ
あ
、
す
ご
い
。
い
つ
描
い
て
い
た
の
。
」 

「
な
い
し
ょ
だ
よ
。
」 

「
そ
れ
に
、
こ
の
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
、
完
成
し
た
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
だ
ね
。
桜
も
咲さ

い
て
…
…
。
そ
う
か
、
二
年
後
を
想
像

し
て
描
い
た
ん
だ
ね
。
な
ん
だ
か
わ
く
わ
く
し
ち
ゃ
う
ね
。
」 

 

楽
し
い
ひ
と
と
き
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
つ
か
の
間
だ
が
、
家
族
三
人
の
生
活
が
戻も

ど

っ
て
き
た
よ
う
だ
っ
た
。
父
も
満

足
し
て
病
院
へ
戻
っ
た
。 

  

翌
日
の
朝
。 

「
お
母
さ
ん
、
こ
の
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
絵
、
こ
こ
に
飾か

ざ

ろ
う
よ
。
あ
の
調
子
な
ら
も
う
す
ぐ
退
院
だ
ね
。
」 

 

朝
食
の
準
備
を
し
て
い
る
母
に
朋
子
が
言
っ
た
。
と
、
そ
の
時
、
電
話
が
鳴
っ
た
。
母
は
電
話
を
取
る
と
何
も
話
さ

な
か
っ
た
が
、
次
第
に
顔
が
青
ざ
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、 

「
わ
か
り
ま
し
た
。
す
ぐ
行
き
ま
す
。
」 

と
だ
け
言
っ
て
、
電
話
を
切
っ
た
。
そ
し
て
、
朋
子
に
、 

「
お
父
さ
ん
が
危き

篤と
く

だ
っ
て
…
…
。
す
ぐ
病
院
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
」 
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病
院
に
着
い
た
母
と
朋
子
に
見
守
ら
れ
て
、
父
は
深
い
眠ね

む

り
に
つ
く
よ
う
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
本
当
に
眠
っ
て
い

る
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。
朋
子
は
思
わ
ず
、
父
の
肩か

た

を
揺ゆ

す
っ
て
言
っ
た
。 

「
お
父
さ
ん
…
…
、
目
を
覚
ま
し
て
よ
…
…
。
」 

 

母
が
、
朋
子
の
両
肩
に
手
を
置
い
た
。
朋
子
は
母
を
見
上
げ
た
。
母
も
あ
ふ
れ
出
る
涙
を

な
み
だ

拭ぬ
ぐ

お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

  
看
護
師
の
桜
井
さ
ん
が
父
の
様
子
を
話
し
て
く
れ
た
。 

「
田
中
さ
ん
、
『
朋
子
の
誕
生
日
に
は
絶
対
に
帰
る
ん
だ
。
』
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
朋
子

さ
ん
へ
絵
を
贈お

く

る
こ
と
を
決
め
て
か
ら
は
、
『
こ
の
絵
を
私
の
生
き
た
証
に
す
る
ん
で
す
。
』
と
言
っ
て
、
絵
の
前
に

座
る
と
そ
れ
ま
で
具
合
が
良
く
な
く
て
も
急
に
元
気
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
不
思
議
な
こ
と
に
、
誕
生
日

が
近
づ
く
に
つ
れ
て
体
調
も
す
ご
く
安
定
し
だ
し
た
ん
で
す
。
『
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
』
っ
て
み
ん
な
で
言
っ
て
た
ん

で
す
け
ど
…
…
。
」 

 

朋
子
は
、
何
も
考
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
様
子
で
立
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
桜
井
さ
ん
は
続
け
た
。 

「
昨
日
、
夕
方
病
院
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
田
中
さ
ん
は
と
て
も
穏お

だ

や
か
な
お
顔
を
さ
れ
て
、
『
た
だ
い
ま
。

ち
ょ
っ
と
疲つ

か

れ
た
か
ら
も
う
休
み
ま
す
。
』
と
だ
け
言
っ
て
横
に
な
ら
れ
た
ん
で
す
…
…
。
」 

「
そ
う
で
す
か
…
…
。
主
人
も
覚か

く

悟ご

は
で
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
…
…
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」 

 

母
は
、
そ
う
言
っ
て
丁て

い

寧ね
い

に
お
辞
儀

じ

ぎ

を
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も
頭
を
上
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

  

二
〇
一
二
年
・
春 

 

「
お
父
さ
ん
の
絵
の
通
り
だ
ね
。
お
父
さ
ん
に
は
、
こ
の
景
色
が
見
え
て
い
た
の
か
な
…
…
。
」 

 

高
校
二
年
生
に
な
っ
た
朋
子
が
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
見
な
が
ら
つ
ぶ
や
い
た
。 

「
そ
う
ね
。
お
父
さ
ん
に
は
見
え
た
の
か
も
ね
…
…
。
」 

 

母
が
、
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
て
答
え
た
。 
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（
お
父
さ
ん
、
私
、
今
で
も
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
続
け
て
い
る
よ
。
私
も
頑
張
っ
て
い
る
よ
…
…
。
） 

 

朋
子
も
母
と
並
ん
で
空
を
見
上
げ
て
、
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
。 

（
小
貝 

宏 

作
） 

 

画像提供：東武鉄道株式会社・東武タワースカイツリー株式会社 
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第
二
章 
読
み
物
資
料
の
活
用 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ お父さんやお母さんのふるさとについてのイメージを話

し、資料に興味をもつ。 

 ○ お父さんやお母さんのふるさとに行ったことがある

か。どんなところだったか。 

・写真などを用意し、児童にふ

るさとのイメージをもてるよ

うにする。 

２ 資料「つながるいのち」を読んで、話し合う。 

(1) 昔の人の写真を見ながら「ぼく」はどんなことを考えた

か。 

 ・この写真は誰だろう。 

 ・どうして写真が飾ってあるのかなあ。 

 ・おじいちゃんと関係があるのかなあ。 

(2) みんなが生きてきたしるしを見ながら、「ぼく」はどんな

ことを思ったか。 

 ・生きてきたしるしが残っていて、すごいなあ。 

 ・ぼくのお父さんもこんなに小さかったんだ。 

 ・なんだかふしぎな気分だなあ。どこまで昔のしるしがあ

るのかな。 

(3) 柱のしるしを見てにっこりしたときの「ぼく」はどのよ

うな気持ちだったか。 

 ・ぼくも仲間入りできてうれしい。 

 ・お父さんの背と比べてどうなのかな、気になるな。 

 ・来年もまたしるしをしてもらおう。 

 

・自分との関わりで、先祖との

つながりを感じている「ぼく」

の考えを想起させる。 

 

 

・「すごいなあ」といった発言だ

けで終わらないように、生命

の連続性について考えられる

よう促す。 

 

 

・生きている証を実感し、その

ことに喜びを見いだすことに

よって生命の大切さを自覚で

きるようにする。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 親、兄弟、親戚と生命がつながっているなあと感じた

ことはあるか。 

 ・ある。不思議だなあと思った。 

 ・嬉しかった。 

 

・生命がつながっていると感じ

たときの気持ちについても考

えさせる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
低
学
年 

 
 

内
容
項
目 

３
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

つ
な
が
る
い
の
ち 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

生
命
の
つ
な
が
り
を
喜
び
、
生
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
児
童
に
と
っ
て
親
戚
な
ど
が
祖
父
母
の
家
で
集
ま
る
機
会
は
特

別
な
も
の
で
あ
り
、
魅
力
的
な
こ
と
で
あ
る
。 

・
主
人
公
が
先
祖
代
々
の
写
真
や
柱
の
し
る
し
を
見
付
け
る
場
面

を
通
し
て
、
生
命
の
つ
な
が
り
や
連
続
性
を
感
じ
さ
せ
た
い
。

柱
に
主
人
公
の｢

生
き
て
き
た
証｣

を
残
す
場
面
を
通
し
て
、
生

き
て
い
る
こ
と
の
実
感
と
喜
び
に
つ
な
げ
た
い
。 

・
い
と
こ
や
お
じ
さ
ん
な
ど
の
親
戚
の
登
場
か
ら
も
、
生
命
の
広

が
り
に
つ
い
て
気
付
か
せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
各
発
問
で
の
思
考
や
発
言
を
、「
お
も
し
ろ
い
」
、「
す
ご
い
」
と

い
っ
た
も
の
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
、
生
命
の
不
思
議
さ
や
連
続

性
な
ど
多
面
的
な
視
点
か
ら
生
命
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
発
言
を
促
す
。 

・
話
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
導
入
で
写
真
な
ど
を
生
か

し
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
の
様
子
を
話
し
合
わ

せ
る
。 

・
先
祖
代
々
の
写
真
や
柱
の
し
る
し
な
ど
、
補
助
説
明
を
取
り
入

れ
る
な
ど
、
児
童
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
よ
う
な
工
夫
を

す
る
と
よ
い
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 高齢者と触れ合った経験を想起する。 

 ○ 高齢者と会ったり、話したりしたことはあるか。 

 

 

・日常生活の中で身近な高齢者

とどのような関わりをしてい

るかについて考えさせる。 

２ 資料「わたしが もちます」を読んで、話し合う。 

(1) 上田さんが、さやかと同じアパートに住んでいるのが分

かったとき、さやかはどのような気持ちだったか。 

 ・また会えるといいな。 

 ・こんどは自分から挨拶をしよう。 

(2) 階段で、迷っているさやかはどのようなことを考えたか。

 ・手伝いたいけれど、声をかける勇気が出ない。 

 ・つえをついているから、階段を降りるのは大変だろうな。

 ・上田さんを助けてあげたい。 

(3) 次のときも、「わたしが もちます。」と言おうと思った

のは、どのような考えからか。 

 ・上田さんにお礼を言われてうれしかったから。 

 ・喜んでもらえると、自分もうれしいから。 

 

・上田さんが身近な存在である

ことが分かり、親近感を抱く

主人公に共感させる。 

 

・手を差し伸べようかどうしよ

うかと迷う場面では、葛藤の

中から、相手のことを思い、

手を差し伸べようとする気持

ちを引き出す。 

・親切な行為が、相手に喜ばれ

る心地よさを押さえる。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 困っている人を見て、親切にしたことはあるか。 

 ・近所に住んでいる幼稚園の子供が泣いているときに、声

をかけた。 

 ・おじいちゃんが前をゆっくり歩いていたけれど、ぬかさ

ず後ろをゆっくり歩いた。 

 

・高齢者だけではなく、いろい

ろな人に対して親切にするこ

との大切さを考えさせる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
低
学
年 

 
 

内
容
項
目 

２
―
(2) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

わ
た
し
が 

も
ち
ま
す 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

身
近
に
い
る
人
に
温
か
い
心
で
接
し
、
親
切
に
し
よ
う
と
す

る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
都
内
で
も
高
齢
者
だ
け
で
生
活
す
る
世
帯
が
増
え
て
い
る
。
身

内
だ
け
で
は
な
く
地
域
の
支
え
が
必
要
と
な
る
場
面
が
、
こ
れ

か
ら
ま
す
ま
す
増
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

・
本
資
料
は
、
一
年
生
の
主
人
公
が
、
学
校
で
地
域
の
高
齢
者
を

招
い
て
行
う
「
ふ
れ
あ
い
給
食
」
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
か
ら

親
切
な
行
為
を
行
う
こ
と
の
よ
さ
に
気
付
く
内
容
に
な
っ
て
い

る
。 

・
主
人
公
が
手
助
け
を
し
た
い
気
持
ち
と
、
恥
ず
か
し
い
と
い
う

気
持
ち
と
で
葛
藤
し
な
が
ら
も
、
自
分
が
必
要
と
さ
れ
、
感
謝

さ
れ
る
喜
び
を
通
し
て
、
親
切
に
す
る
こ
と
の
よ
さ
に
触
れ
さ

せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
指
導
の
時
期
と
し
て
は
、
一
年
生
で
あ
れ
ば
、
ふ
れ
あ
い
給
食

や
伝
承
遊
び
な
ど
、
地
域
の
高
齢
者
と
の
交
流
活
動
を
経
験
し

た
後
が
効
果
的
で
あ
る
。 

・
資
料
で
は
親
切
に
す
る
対
象
が
高
齢
者
で
あ
る
が
、
振
り
返
り

の
過
程
で
は
、
身
近
に
い
る
全
て
の
人
を
対
象
に
考
え
さ
せ
る

よ
う
に
し
た
い
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ みんなで使う場所や物について想起する。 

 ○ みんなで使う場所や物には、どんなものがあるか。 

 

・個人的な場所や物と、公共の

場所や物との区別を明確にさ

せる。 

２ 資料「はくぶつかんで」を読んで、話し合う。 

(1) 「だって……。」といって口をとがらせたけんじは、どの

ような気持ちだったか。 

 ・早く見たいんだから、いいじゃないか。 

 ・お母さんは、どうして怒るのだろう。 

(2) 走ってきた男の子をじっと見つめるけんじは、どのよう

な気持ちだったか。 

 ・いたいなあ、危ないじゃないか。 

 ・ぼくも、あんなふうに迷惑をかけたんだな。 

(3) 注意書きを見たけんじは、どのようなことを考えたか。

 ・他の子も触っているから、ぼくも触りたい。 

 ・きまりは、守らなきゃいけない。 

(4) 「きまりは、まもらないとね。」と言ったけんじは、どの

ような気持ちだったか。 

 ・守らないと、みんなが困る。 

 ・みんなが気持ち良く過ごせるように、これからは自分か

ら守ろう。 

 

・けんじの自己中心的な思いを

出させ、(2)の発問と対比させ

る。 

 

・けんじに共感させ、きまりを

守る意義について考えさせ

る。 

 

・自己中心的な思いと、公共の

きまりを守ろうとする思いと

の間で葛藤させる。 

・きまりを守ることによる心地

よさについて話し合わせる。

 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ みんなで使う場所や物を使うときに、どのようなきま

りを守っているか。また、それはどうしてか。 

 ・ボールをきちんと片付けている。それは、次に使う人が

困るから。 

 ・図書館では、大きな声でしゃべらないようにしている。

それは、本を読んでいる人に迷惑がかかるから。 

 

・理由も問うことで、きまりを

守ることとは、他の人のこと

を考えることでもあることに

触れる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
低
学
年 

 
 

内
容
項
目 

４
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

は
く
ぶ
つ
か
ん
で 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

約
束
や
き
ま
り
を
守
り
、
み
ん
な
で
使
う
も
の
を
大
切
に
す

る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
都
内
に
は
、
博
物
館
や
美
術
館
を
始
め
と
し
た
公
共
施
設
が
多

数
あ
る
。
多
く
の
人
が
集
ま
る
場
所
で
は
、
お
互
い
が
気
持
ち

よ
く
利
用
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
き
ま
り
が
存
在
す
る
。 

・
低
学
年
の
児
童
が
、
日
常
生
活
の
中
で
公
共
の
場
所
や
公
共
物

を
意
識
す
る
機
会
は
少
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
期
か
ら

積
極
的
に
意
識
さ
せ
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

本
資
料
で
は
、
児
童
が
興
味
を
も
ち
や
す
い
場
面
を
設
定
し
、

よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
は
前
半
の
場
面
で
は
、
公
共
の
場
所
で
の
き
ま
り
に
つ

い
て
、
ま
た
、
後
半
の
場
面
で
は
、
公
共
物
を
大
切
に
扱
う
と

い
う
視
点
で
組
み
立
て
て
い
る
。
両
方
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、

導
入
で
は
場
所
と
物
の
両
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
よ
い
。

・
資
料
の
前
半
の
場
面
で
は
主
人
公
は
相
手
の
こ
と
を
考
え
ず
に

行
動
し
て
し
ま
う
が
、
後
半
の
場
面
で
は
自
分
で
考
え
、
望
ま

し
い
行
動
を
す
る
。
主
人
公
の
心
の
変
化
を
追
う
こ
と
で
、
ね

ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
迫
り
た
い
。
ま
た
、
振
り
返
り
の

場
面
で
は
、
き
ま
り
は
他
の
人
の
こ
と
を
考
え
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
行
為
の
根
拠
に
つ
い
て
も
考

え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ ライオンの写真を見て、資料に興味をもつ。 

 ○ 動物園に行ってライオンを見たことがあるか。 

 

・ライオンの写真を提示し簡単

に説明する。 

２ 資料「ライオンの赤ちゃん ハナ」を読んで、話し合う。

(1) 気が重くなったときの山川さんはどんな思いだったか。

 ・ハナの生命はどうなってしまうのだろうか。 

 ・ハナを歩けるようにさせてこの動物園で育てたい。 

 ・こんな状態で過ごさせては、ハナがかわいそう。 

(2) ハナの姿を何日も見守っているときの山川さんはどんな

気持ちだったか。 

 ・ハナは一生懸命歩こうと頑張っているんだ。 

 ・歩こうとするハナの強さが感じられる。 

(3) 「ハナを見守ってきてよかった。」と思った山川さんの心

の中はどうだったか。 

 ・大けがを負ったときはハナがどうなってしまうのかと

思ったが、歩けるようになるまで見守れてよかった。 

 ・ハナの生きる力の強さを感じることができた。 

 

・ほかのライオンと一緒に暮ら

せないかもしれないとはどう

いうことなのかを考えさせな

がら、山川さんのハナへの思

いについて考えさせる。 

・どんどん回復していくハナの

姿を見た山川さんの思いに共

感させる。 

・「見守ってきてよかった」とい

う言葉に込められた、山川さ

んのハナへの思いについて想

起させる。 

 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 人や動植物の生命の強さを感じたことはあるか。それ

はどんな場面だったか。 

 ・今にも枯れそうだった植物に水をあげてみたら復活した。

 ・水がほとんどない砂漠や北極などの冷たい水の中で生き

ている生き物をテレビで見て生命の強さを感じた。 

 ・大けがや病気などに打ち勝って生きている人を見て強い

なあと感じた。 

 

・人や動植物などの生命の強さ

を感じた場面について紹介

し、話し合わせる。 

 

４ 教師の説話を聞く。 ・生命の尊さを話す。 

 

小
学
校
中
学
年 

 
 

内
容
項
目 

３
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

ラ
イ
オ
ン
の
赤
ち
ゃ
ん 

ハ
ナ 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

生
命
の
尊
さ
を
感
じ
取
り
、
生
命
の
あ
る
も
の
全
て
を
大
切

に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
人
間
は
身
の
回
り
に
い
る
生
物
た
ち
と
共
存
し
て
い
る
。
し
か

し
、
普
段
人
間
は
自
分
た
ち
を
中
心
に
考
え
な
が
ら
生
活
し
が

ち
で
あ
り
、
他
の
命
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

ふ
と
、
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。 

・
本
資
料
は
、
大
け
が
を
負
っ
た
ラ
イ
オ
ン
の
ハ
ナ
に
つ
い
て
の

話
で
あ
る
。
歩
け
な
い
ラ
イ
オ
ン
は
群
れ
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
可
能
性
が
あ
る
。
大
け
が
を
負
っ
た
ハ
ナ
を
見
守
る
山
川
さ

ん
の
心
情
を
追
い
な
が
ら
、
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
の

尊
さ
を
感
じ
取
り
、
生
命
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育

て
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
導
入
で
ラ
イ
オ
ン
の
写
真
を
提
示
し
、
児
童
に
資
料
に
つ
い
て

の
関
心
を
も
た
せ
る
。 

・
大
け
が
を
負
っ
た
ハ
ナ
が
、
も
が
き
な
が
ら
も
歩
け
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
姿
を
見
守
る
山
川
さ
ん
の
心
情
を
追
い
つ
つ
、
生

命
の
あ
る
も
の
全
て
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
た

い
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 混んでいる電車に乗った時の体験を発表し合う。 

 ○ 混んでいる電車に乗ったことがあるか。 

 

・遠足や校外学習などでの体験

も想起させる。 

２ 資料「電車でのできごと」を読んで、話し合う。 

(1) 自分を押しのけて降りようとしたおじさんに対して、ま

さとはどんな気持ちをもったのか。 

 ・自分勝手な人だ。 

 ・まわりの人のことを考えて。 

 ・乗り過ごしてしまったらどうしよう。 

 ・困った。だれか助けてほしい。 

(2) 降りるために道をつくってくれた人に対してまさとはど

んな気持ちをもったのか。 

 ・降りることができてうれしい。 

 ・助かりました。ありがとう。 

 ・なんて優しい人たちなんだろう。 

(3) まわりの人に助けられたまさとは、行きの電車の出来事

を思い出しながら何を考えていたのか。 

 ・今の自分の立場はさっきのおじさんと同じだった。 

 ・おじさんも自分のように困っていたんだ。 

 ・道をつくってあげなかった自分は情けない。 

 ・困っている人がいたら助けてあげたい。 

 

・おじさんに押し出されてしま

い不服に思っているまさとの

気持ちに共感させる。 

 

 

 

・周りの人の親切な行為に助け

られたまさとの喜びと感謝の

気持ちを押さえる。 

 

 

・補助発問や問い返しにより、

まさとの思いをより深く考え

させる。 

・まさとの心情面にしぼって考

えさせる。 

３ 自分の生活を振り返って話し合う。 

 ○ 今まで進んで親切にしたことがあるか。それはどんな

気持ちからか。 

 ・友達が困っているときに助けてあげたくて、親切にした。

 

・どんな気持ちから親切な行為

をしたのか振り返らせる。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
中
学
年 

 
 

内
容
項
目 

２
―
(2) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

電
車
で
の
で
き
ご
と 

 

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 

・
都
内
に
は
、
電
車
、
地
下
鉄
、
バ
ス
、
モ
ノ
レ
ー
ル
な
ど
様
々

な
交
通
機
関
が
あ
る
。
他
の
都
市
に
比
べ
て
も
、
そ
の
種
類
や

数
は
圧
倒
的
に
多
い
。
中
で
も
電
車
は
都
内
の
移
動
に
は
欠
か

せ
な
い
交
通
機
関
で
あ
る
。
朝
夕
の
通
勤
時
間
帯
に
お
け
る
混

雑
は
、
大
都
市
・
東
京
の
過
密
化
を
示
す
特
徴
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。 

・
本
資
料
で
は
、
お
使
い
を
頼
ま
れ
た
小
学
四
年
生
が
電
車
の
中

で
親
切
に
さ
れ
た
自
分
自
身
を
見
つ
め
ど
ん
な
思
い
を
も
っ
た

の
か
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
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
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
電
車
に
乗
っ
た

と
き
の
体
験
を
想
起
さ
せ
る
。
児
童
の
発
言
を
受
け
な
が
ら
満

員
電
車
の
中
で
の
出
来
事
に
焦
点
を
当
て
、
資
料
及
び
価
値
へ

の
導
入
と
す
る
。 

・
主
人
公
「
ま
さ
と
」
の
心
情
を
共
感
的
に
考
え
さ
せ
る
。 

・
展
開
後
段
で
は
、
こ
れ
ま
で
進
ん
で
親
切
に
で
き
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
よ
う
に
す
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 高尾山の美しい写真を見せ、資料に興味をもつ。 

 ○ この山の景色を見てどんなことを感じるか。 

 

・高尾山の写真を提示し簡単に

説明する。 

２ 資料「山のマナー」を読んで、話し合う。 

(1) お父さんにごみは家まで持ち帰ることを聞いた「ぼく」

はどんな気持ちだったか。 

 ・どうしてごみ箱がないんだ。 

 ・ごみを家に持ち帰るなんてめんどうくさい。 

 ・ごみを持ったまま登山するのはいやだな。 

 ・ごみをどこかに捨ててしまいたい。 

(2) ビジターセンターの人の話を聞いたとき、「ぼく」はど

んなことを考えたか。 

 ・ごみを家まで持ち帰らなければならないわけがわかった。

 ・山をきれいにしないと動物たちのすみかがなくなる。 

 ・まだまだごみのポイ捨てをする人がいるんだ。 

 ・なんとかしないといけないな。 

(3) 落としてしまったあめの袋を拾った「ぼく」はどんなこ

とを考えたか。 

 ・みんなが気持ちよく登山をするために、ごみは捨てては

いけない。 

 ・山をきれいにするためにもごみを拾わなければいけない。

 

・ごみを持ち帰るのが面倒だと

思う「ぼく」の気持ちに共感

させる。 

 

 

 

・山にごみを捨ててはならない

ことについて考える。 

 

 

 

 

・下山途中にごみを落としたと

きの「ぼく」の気持ちについ

て考えさせる。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ みんなが使う場所を大切に使っていただろうか。 

 ・みんなが使う公園で食べたおかしのごみをそのままにし

てしまったことがある。 

 ・みんなが使うことを考えて、行動しないといけないな。

 

・自分たちが普段生活している

教室や遊んでいる公園を大切

に使っているか振り返らせ

る。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
中
学
年 

 
 

内
容
項
目 

４
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

山
の
マ
ナ
ー 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

ル
ー
ル
を
守
り
、
公
共
の
場
所
を
き
れ
い
に
使
お
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
高
尾
山
は
都
心
に
近
く
、
手
軽
に
登
山
の
で
き
る
山
で
、
一
年

を
通
じ
て
多
く
の
人
々
が
登
山
を
楽
し
ん
で
い
る
。
ま
た
、
小

学
校
で
の
遠
足
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
が

利
用
す
る
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
大
切

な
場
所
と
し
て
意
識
付
け
を
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。 

・
本
資
料
は
、
親
子
が
高
尾
山
の
登
山
を
し
た
際
に
、
ご
み
箱
が

な
い
こ
と
に
気
付
く
と
と
も
に
、
係
の
人
か
ら
ご
み
箱
は
撤
去

さ
れ
て
、
ご
み
は
持
ち
帰
る
と
い
う
、
今
で
は
登
山
の
一
般
的

な
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え
ら

れ
る
話
で
あ
る
。
主
人
公
が
ご
み
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

を
通
し
て
、
公
共
の
場
所
を
気
持
ち
よ
く
利
用
す
る
た
め
に
一

人
一
人
が
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
高
尾
山
の
ポ
ス
タ
ー
や
写
真
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
関
心
を
も
た
せ
る
。 

・
振
り
返
り
の
場
面
で
は
、
子
供
た
ち
が
普
段
使
用
し
て
い
る
場

所
の
写
真
を
活
用
し
、
公
共
の
場
所
に
つ
い
て
意
識
付
け
さ
せ

る
。 

・
山
で
ご
み
拾
い
活
動
を
し
て
い
る
映
像
や
携
わ
っ
て
い
る
人
の

話
な
ど
を
録
画
し
て
教
師
の
説
話
な
ど
に
活
用
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 自分の特徴を考える。 

 ○ 自分の「長所」「短所」はどんなところか。 

 

・ねらいとする価値に目を向け

させ、自分との関わりで考え

られるようにする。 

２ 資料「和也らしい花」を読んで、話し合う。 

(1) 健ちゃんの後ろ姿を見てため息をつく和也の気持ちはど

んなものだったか。 

 ・自分はだめだな。どうしてうまくできないのだろう。 

 ・健ちゃんみたいにできるようになりたいな。 

 ・自分の得意なことってどんなことだろう。 

(2) 機械のことで友達から頼りにされるようになったときの

和也の気持ちはどんなものだったか。 

 ・自分にもいいところがあった。 

 ・頼りにされるのはうれしい。 

 ・運動は苦手だが、得意なことがあってよかった。 

 ・もっと、機械のことを勉強したい。  

(3)「和也らしい花を咲かせたんだね。」と言われたとき、和

也はどんなことを思ったか。 

 ・健ちゃんにほめられてうれしい。 

 ・自分の力が人の役に立ってうれしい。 

 ・自分のよさを生かして生きることは素晴らしいことだ。

 ・好きなことを続けてきてよかった。さらに伸ばしたい。

 

・自分のよさを見い出せない気

持ちについて考えさせる。 

 

 

 

・自分の個性が認められ、うれ

しい、よかっただけではなく、

更に伸ばそうとする気持ちに

ついて考えさせる。 

 

 

・自分の個性を伸ばしていくこ

とについての感じ方・考え方

について新たに考えさせ、価

値理解を深める。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ どんなところが「自分のよさ」だと思うか。 

 ・みんなを楽しませることができる。 

 ・だれにでも優しくできる。 

 

・自分の個性を伸ばしていくこ

とに対する思いや課題を培え

るようにする。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
高
学
年 

 
 

内
容
項
目 

１
―
(6) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

和
也
ら
し
い
花 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

自
分
が
気
付
い
た
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
積
極
的
に
伸
ば
そ

う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
京
の
発
達
し
た
交
通
網
や
運
行
時
間
の
正
確
さ
、
安
全
に
対

す
る
取
組
な
ど
は
世
界
に
誇
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、

小
さ
な
頃
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
機
械
と
向
き
合
い
、
安
全
な
運

行
の
た
め
に
、
車
両
整
備
に
取
り
組
む
人
の
生
き
生
き
と
し
た

姿
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
人
一
人
が
個
性
を
生
か

し
、
も
て
る
力
を
出
し
合
い
な
が
ら
社
会
生
活
を
支
え
て
い
る
。

・
本
資
料
で
は
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
、
興
味
を

も
つ
と
こ
ろ
が
違
い
、
そ
の
違
い
を
伸
ば
し
て
生
か
す
こ
と
こ

そ
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
だ
と
い
う
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
と
比
べ
て
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
ば

か
り
が
気
に
な
る
年
頃
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
中
に
あ
る

よ
さ
に
目
を
向
け
、
伸
ば
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 

・
ね
ら
い
に
対
す
る
思
い
や
課
題
を
培
う
た
め
に
、
児
童
が
個
性

を
光
ら
せ
活
躍
す
る
姿
を
写
真
等
の
記
録
に
残
し
て
お
き
、
終

末
で
音
楽
と
共
に
映
像
で
紹
介
す
る
と
よ
い
。 



 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 写真を見て、「外来種」の存在に関心をもつ。 

 ○ これらの魚を知っているか。 

 

 

・児童も見たことのあるブラッ

クバスなどの魚の写真を見せ

て、資料への導入を図る。 

２ 資料「ペットの行方」を読んで、話し合う。 

(1) インターネットで外来種について調べているとき、「ぼ

く」はどのようなことを思ったか。 

 ・外来種について、初めて知った。 

 ・なんでこんなことが起きたのだろう。 

 ・外来種が増えたことを、みんなはどう思っているのだろ

う。 

(2) 夕食の後、「ぼく」は自分の部屋に戻ってどのようなこと

を考えたか。 

 ・理由があるにせよ、きまりを守らないのはいけないこと

だ。 

 ・飼い主は最後まで面倒みないと無責任だ。 

 ・分かってはいるけれど、悩んでしまう。 

 ・生き物を捨てるとは自分勝手だ。 

(3) 日曜日、石神井公園の池をずっと見つめていた「ぼく」

は、どのようなことを考えたか。 

 ・みんなが、なぜペットを放さないというきまりができた

のか、考えないといけない。 

 ・捨てる人がいるからきまりができた。 

 ・飼い主は責任を果たすべきだ。 

 ・どんな理由があろうときまりは守るべきだ。 

 

・好きなものを飼う権利と育て

る責任について考えさせる。

 

 

 

・「ぼく」に共感し、飼えない事

情と起きている問題との間で

葛藤する気持ちについて考え

させる。 

 

 

 

 

・実際に近隣の公園の写真を掲

示することによって、自分と

の関わりで考えやすくする。

・きまりの意義を考えさせると

ともに、自分の都合を優先さ

せないといった規範意識の大

切さを意識させるようにす

る。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 自分の都合を抑えて、法やきまりをすすんで守ったこ

とがあるか。 

 

・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。  

 

小
学
校
高
学
年 

 
 

内
容
項
目 

４
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

ペ
ッ
ト
の
行
方 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

法
や
き
ま
り
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
進
ん
で
き
ま
り
を
守
ろ

う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
現
在
、
日
本
の
生
物
環
境
を
脅
か
し
て
い
る
「
外
来
種
」
に
関

す
る
内
容
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
で
は
法
律
に
よ
っ
て
、
日
本

に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
生
物
を
規
制
し
、
生
態
系
の
維

持
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
生
活
場
面
で
は
、
山
や

川
に
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
「
外
来
種
」

を
捨
て
る
人
が
後
を
絶
た
な
い
。
生
活
に
身
近
な
ペ
ッ
ト
の
話

題
だ
け
に
、
児
童
が
関
心
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

・
本
資
料
は
、
都
立
石
神
井
公
園
を
舞
台
に
設
定
し
て
い
る
。
石

神
井
公
園
で
は
、
外
来
種
の
魚
の
駆
除
を
行
っ
て
お
り
、
池
の

近
く
の
看
板
に
は
、
ペ
ッ
ト
の
放
し
飼
い
を
禁
止
す
る
言
葉
を

記
載
し
て
い
る
。
具
体
的
な
場
の
設
定
に
よ
り
、
児
童
も
身
近

な
問
題
と
し
て
捉
え
や
す
い
と
考
え
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
家
族
と
の
話
合
い
に
よ
っ
て
、
葛
藤
す
る
「
ぼ
く
」
の
気
持
ち

を
中
心
と
し
て
発
問
し
、
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
迫
り

た
い
。 

・「
生
命
尊
重
」
や
「
動
物
愛
護
」
の
価
値
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
迫
る
よ
う
に
、
法
や
き
ま
り
に

つ
い
て
考
え
る
主
人
公
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 東京マラソンについて知っていることを伝え合い、資料
に興味をもつ。 

 ○ 東京マラソンを知っているか。 

 
・実際の写真を用意し、大会の
裏ではたくさんのボランティ
アが働いていることを知ら
せ、資料への導入を図る。 

２ 資料「東京マラソンのボランティア」を読んで、話し合
う。 

(1) 利男は、当日の朝、どのようなことを思ったか。 
 ・うまくできるかな。 
 ・どんな人と出会うのかな。 
 ・自分が走るのではないから、面倒だ。 
(2) ランナーに気持ちを込めて声をかけられるようになった
のはなぜか。 

 ・みんながんばっているから。 
 ・ありがとうと言われて、やる気になってきたから。 
 ・自分のしていることが人の役に立っていると感じたから。
 ・人を励ますことができたから。 
(3) 高島さんと帰りながら、来年もボランティアをしようと
思ったのは、どのような気持ちからか。 

 ・自分も人のために何かできてうれしい。 
 ・人が喜んでくれると自分もうれしい。 
 ・自分も東京マラソンの役に立つことができた。 
 ・みんなのために自分が精一杯できることは素晴らしいか

ら、またその喜びを感じたいから。 

 
 
・利男に共感し、人のために勤
労・奉仕をしようとする気持
ちの難しさについて考え、人
間理解を深めさせる。 

・水を渡すことを通した様々な
人との関わりから働く意識が
芽生えたことを押さえる。 

・利男の気持ちが充実していっ
たことについて、話し合わせ
る。 

・補助発問として、人のために
働く喜びを感じている友達の
心情を聞き、勤労について考
えを深めさせる。 

・ボランティアを終えた達成感
について触れる。 

・照れくさい気持ちの他に、人
のために働くことの大切さや
気持ち良さに気付かせる。 

３ 自分の生活を振り返る。 
 ○ 人のために進んで仕事をしたことはあるか。 

 
・ワークシートを用意し、十分
時間をとり、振り返らせる。

４ 教師の説話を聞く。  
 

小
学
校
高
学
年 

 
 

内
容
項
目 

４
―
(4) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

東
京
マ
ラ
ソ
ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
り
、
公
共
の
た
め
に
尽
く
そ
う

と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
京
マ
ラ
ソ
ン
は
東
京
を
代
表
す
る
大
き
な
行
事
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
最
近
の
マ
ラ
ソ
ン
人
気
に
伴
い
、
参
加
者
の
数
も

増
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
東
京
マ
ラ
ソ
ン
を
支
え
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
人
数
も
年
々
増
加
し
、
そ
の
数
は
一
万
人
を
超
え

る
。
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
の
行
事
は
、

勤
労
奉
仕
の
喜
び
を
体
験
で
き
る
場
で
も
あ
り
、
公
共
の
た
め

に
尽
く
そ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。 

・
主
人
公
が
自
分
の
働
き
が
人
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
実
感
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
公
の
た
め
に
働
く
喜
び
を
知
っ
て
い
く
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
、
考
え
、
公
の
た
め
に
働
く
喜
び
を

知
っ
て
い
く
の
か
、
主
人
公
に
対
す
る
共
感
を
も
と
に
考
え
さ

せ
、
ね
ら
い
に
迫
り
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
年
齢
は
決
ま
っ
て
い
る
。

本
資
料
の
主
人
公
の
利
男
は
高
校
生
で
は
あ
る
が
、
利
男
の
思

い
に
共
感
し
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

・
話
の
内
容
で
は
、
お
守
り
を
拾
う
こ
と
か
ら
、「
思
い
や
り
」
と

い
っ
た
道
徳
的
価
値
と
関
連
が
あ
る
。
人
の
喜
び
が
自
分
の
働

く
喜
び
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
。 



 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 生命とはどんなものであるかについて話し合う。 

 ○ 生命とはどんなものか。 

 

・ねらいとする価値への方向付

けをする。 

２ 資料「気をつけるのよ」を読んで、話し合う。 

(1) ふてくされながら自転車をこぎ出したときの信行の心の

中はどうだったか。 

 ・うるさいな。もうわかっているよ。 

 ・わざわざ大きな声で言わなくてもいいのに。 

(2) 「元気でいられることも決して当たり前ではない。」とい

う川口さんの言葉を聞いて、信行はどんなことを考えたか。

 ・生命があることを当たり前だと思っていた。 

 ・生命があることに、感謝が足りなかった。 

 ・生命があるのは、多くの人のおかげなんだ。 

(3) どんな気持ちで信行は「お母さん、いつもありがとう。」

と言ったのか。 

 ・ぼくの生命をいつも大切に思ってくれてありがとう。 

 ・ここまで大切に産み育ててくれてありがとう。 

 ・かけがえのない生命を大切にしていくからね。 

 ・サッカーができるのも生命があるからだね。精一杯頑張

るからね。 

 

・母親の言葉の意味や思いを深

く考えずにいる信行の心情を

押さえる。 

 

・自分の生命があり、元気に過

ごしていることは当たり前で

はなかったということに気付

いたときの信行の多様な思い

を引き出すようにする。 

・信行の気持ちに共感し、自分

の生命があることに感謝をし

たり、生命を大切にしていこ

うとしたりする気持ちについ

て、考えを深めさせる。 

・交通安全のみにとどまること

なく考えを広げさせるように

する。 

３ 自分の生活を振り返る。 

 ○ 生命を大切にするとは、どういうことだと思うか。 

 ・力いっぱい生きることだと思う。 

 ・自分の生命だけではなく、他の人の生命も大切にするこ

とだと思う。 

 

・ワークシートを用いて振り返

らせる。 

・自他の生命について考えさせ

るようにする。 

４ 教師の説話を聞く。  

 

小
学
校
高
学
年 

 
 

内
容
項
目 

３
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

気
を
つ
け
る
の
よ 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

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

の
生
命
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
東
京
都
で
は
、
東
京
発
医
療
改
革
の
具
体
策
の
一
つ
と
し
て
、

救
急
医
療
体
制
充
実
の
た
め
に
東
京
Ｅ
Ｒ
が
開
設
さ
れ
て
い

る
。
東
京
Ｅ
Ｒ
と
は
、
救
急
患
者
へ
の
医
療
を
三
百
六
十
五
日

二
十
四
時
間
、
施
す
救
急
医
療
施
設
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
救

命
救
急
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
は
、
救
命
救

急
セ
ン
タ
ー
に
運
ば
れ
、
胎
児
が
生
命
を
取
り
留
め
無
事
に
出

産
さ
れ
る
話
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
。 

・
主
人
公
で
あ
る
信
行
は
日
常
生
活
の
中
で
、
自
分
の
生
命
が
あ

る
こ
と
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
感
じ
過
ご
し
て
い
た
。
そ
ん
な

と
き
に
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
医
師
の
話
を
聞
く
こ
と
に
な

る
。
医
師
を
は
じ
め
多
く
の
人
の
支
え
の
中
で
生
命
の
危
機
を

乗
り
越
え
無
事
に
出
産
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
妊
婦
さ
ん
の

話
か
ら
、
誕
生
の
素
晴
ら
し
さ
や
生
命
の
尊
さ
に
気
付
く
。
そ

し
て
、
生
命
を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
変
容
し
て

い
く
。
こ
の
主
人
公
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
な
が
ら
、
自
他
の

生
命
を
尊
重
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
み
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

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

大
切
に
扱
う
。
自
分
や
他
人
の
生
命
を
大
事
に
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
と
思
う
か
、
特
別
な
出
来
事
に
限
ら
ず
、
日
常
生

活
の
中
か
ら
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 将来の自分の職業について考えを発表させる。 
 ○ 将来の自分の職業をどのように選択するか。 

 
・どんなことで職業を選択する
か考え、資料への導入を図る。

２ 資料「江戸切子への道」を読んで、話し合う。 
(1) 中学卒業後、江戸切子の道を選んだ横井はどんな気持ち
だったか。 

 ・兄に迷惑をかけたくない。 
 ・自分の特技を生かして、早く一人前になりたい。 
(2) 江戸切子職人として修行していたときの横井はどんな気
持ちだったか。 

 ・単純作業ばかりで嫌だ。休みもほしい。 
 ・兄弟子のようにやりがいのある仕事がしたい。 
 ・いつになったら、江戸切子のカットの仕事ができるのだ

ろう。 
 ・修行はつらいが、職人としての師匠にあこがれる。 
(3) 独立した後、お客さんからクレームが寄せられたときの
横井はどんな気持ちだったか。 

 ・職人としての気のゆるみがあった。 
 ・忙しさを理由に、師匠の職人魂を忘れていた。 
 ・江戸切子はカットが命なのに油断していた。 
 ・お客さんの立場に立った仕事をしていなかった。 

 
・状況を考え、江戸切子の職業
を選択した主人公の気持ちに
共感させる。 

 
・弟子入りして間もない頃、修
行のつらさから不満を抱く主
人公に共感させながらも、弟
子として頑張ろうとする主人
公の気持ちを考えさせ、ねら
いに迫るようにしていきた
い。 

・「お客さんのために」という師
匠の心情を受け継ぐとはどの
ようなことか、深く考えさせ
る。 

３ 勤労の意義や尊さについて考える。 
 ○ やりがいをもって仕事をするということはどういうこ

とか。 
 ・自分の特技を生かし、そのことが世の中に役立っていく

こと。 
 ・家族のために働くこと、誇りがもてる職業であること。
 ・仕事を通して社会の発展のために尽くすこと。 

 
・お互いに考えを発表し合う。
・「何のために働くのか」という

ことを考えさせ、社会に貢献
するとはどういうことかを理
解させる。 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・職業選択の際の悩みや努力、教師としての職業観につい

て話す。 

・教師自身の職業観を語り、勤
労の尊さと意義について理解
させる。 

中
学
校 

 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
(5) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

江
戸
切
子
へ
の
道 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

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

展
に
尽
く
そ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
中
学
校
を
卒
業
後
、
江
戸
切
子
職
人
の
道
を
選
ん

だ
主
人
公
が
、
勤
労
を
通
し
て
働
く
喜
び
や
生
き
が
い
を
味
わ

う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
自
分
の
特
技
を
生
か
し
て
生
き
て
い

く
主
人
公
の
姿
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
勤
労
を
通
し
て
社
会

の
発
展
に
尽
く
す
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

・
中
学
生
の
時
期
は
、
自
ら
の
進
路
や
職
業
に
つ
い
て
真
剣
に
考

え
る
時
期
に
な
る
。
本
資
料
の
主
人
公
の
職
人
と
し
て
の
誇
り

や
生
き
が
い
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
勤
労
の

尊
さ
や
意
義
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
特
別
活
動
に
お
け
る
進
路
指
導
と
の
関
連
も
考
え
、
相
互
補
完

で
き
る
よ
う
、
道
徳
の
授
業
で
は
生
徒
の
内
面
を
深
め
る
指
導

に
重
点
を
お
き
た
い
。 

・
個
人
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
技
術
や
能
力
を
生
か
し

な
が
ら
、
社
会
の
発
展
に
尽
く
そ
う
と
す
る
大
切
さ
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

・
展
開
で
は
、
勤
労
の
意
義
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
主
人
公
の
姿

に
共
感
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 交通ルールにはどのようなものがあるかを発表する。 

 ○ 交通ルールにはどのようなものがあるか。  

 

・様々なルールをいくつか自由

に発表させる。 

２ 資料「誰のために……」を読んで、話し合う。 

(1) 達也が、佐知子に「誰にも迷惑かけてないのかな」と言

われたときの気持ちを考えてみよう。 

 ・いちいちうるさいなあ。 

 ・信号無視が悪いのは分かっているのに。 

(2) 警察の人の最後の言葉を聞いて達也はどんな気持ちに

なったのか。 

 ・交通ルールを守らないといけないことは分かっているけ

れど、守れないことだってあるよな。 

(3) 達也が、男の子の声にドキッとしたのはなぜか。 

 ・小さな子に何か言われるとは思っていなかったから。 

 ・誰かに見られていることを自覚させられたから。  

(4) 達也は、自分の部屋で「誰にも迷惑かけていない」と言っ

た言葉について考えているとき、どんな思いになっていた

のか。 

 ・やっぱりきまりは守らないといけない。 

 ・誰かに迷惑をかけるから決まりを守るのではない。 

 ・社会の一員としてきまりは守らないといけない。 

 

・達也の心情の変化に注目して

授業を展開する。 

・達也の規範意識の低さを確認

できるとよい。 

・達也が今までの考えに違和感

をもち始めたことに気付かせ

る。 

 

・達也が信号無視に対して後ろ

めたさを感じ始めたことに注

目させる。 

・達也の心境をあらゆる方面か

ら考えて、多くの意見を引き

出すようにする。 

３ きまりの意義を確認し、規律の向上について考える。 

 ○ 社会や学校におけるきまりの意義は何か、そして規律

を高めるためにどうするべきか。 

 

・きまりの意義の確認だけにと

どまらず、規範意識の向上ま

でつなげたい。 

４ 教師の説話を聞く。 

 ・社会生活や集団生活におけるきまりの意義やそれを守る

ことの大切さについて話す。 

 

・きまりを守ることは、社会生

活、集団生活において、そこ

に所属する人にとっての義務

であることを伝えたい。 

中
学
校 

 
 
 
 
 

内
容
項
目 

４
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

誰
の
た
め
に
…
… 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

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

め
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
規
範
意
識
の
低
下
が
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
か
ら

か
な
り
経
つ
が
、
規
範
意
識
の
向
上
を
図
る
の
は
な
か
な
か
難

し
い
現
状
も
あ
る
。 

・
本
資
料
は
、
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
話
題
を
取
り
上
げ
、
登
場

人
物
の
心
情
を
考
え
る
こ
と
で
、
法
や
き
ま
り
の
意
義
に
対
す

る
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
資
料
の
内
容
が
、
身
近
に
起
こ
り
う
る
内
容
の
た
め
、
過
去
の

事
実
を
取
り
上
げ
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
道
徳
の
授
業
が
生
活
指

導
の
場
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
あ
く
ま
で
も
資
料
の
中
で
様
々
な
角
度
か
ら
登
場
人
物

の
心
情
を
考
え
さ
せ
た
い
。 

・
社
会
生
活
、
学
校
生
活
、
集
団
生
活
に
お
け
る
き
ま
り
の
意
義

に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
討
議
を
す
る
な
ど
、
き
ま
り
に
対
す
る

個
々
の
考
え
を
発
表
す
る
場
を
設
け
、
法
や
き
ま
り
に
対
す
る

意
識
を
向
上
さ
せ
る
。 

・
授
業
後
の
学
級
活
動
や
学
校
行
事
に
お
い
て
、
き
ま
り
の
検
討

な
ど
を
す
る
際
に
、
道
徳
の
授
業
で
確
認
し
た
き
ま
り
の
意
義

な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 「今、熱中しているもの」について考える。 

 ○ 熱中したり、夢中になっているものがあるか。それは

なぜか。 

 

・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「土器のかけら」を読んで、話し合う。 

(1) 部活動に入らなくてもいいと思ったのはなぜか。 

 ・何をやってもだめだろうと思ったから。 

 ・自信がなくなり、自暴自棄になったから。 

(2) 歴史研究部に入ろうと思ったのは、なぜか。 

 ・横山先生なら、自分のことをよく理解してくれると思っ

たから。 

 ・部活動に入って何かに打ち込んでみたいという気持ちが

あったから。 

(3) 横山先生の言った「見えてくるもの」とは何か。 

 ・根気強く取り組んだ後に得られる感動。 

 ・自分らしさへの気付き。 

 ・自分の得意なことを生かして、生きることの大切さ。 

 

・思い通りにいかないことで、

現実から目をそらそうとして

いる主人公の心情に気付かせる。

・自分を理解してくれる横山先

生との出会いから、主人公の

自分らしい充実した中学校生

活への期待があることに気付

かせる。 

・発掘調査への参加を通して、

自分らしさに気付き、それを

発揮することの価値に共感さ

せる。 

３ 「心のノート」を活用して、自分らしさについて考える。

 ○ どうしたら、自分らしさが発揮できるのか。 

 ・ちょっとした磨きを加えることで、自分らしさが輝き出

す。 

 ・自分らしさを知ることが、よりよい生き方につながって

いく。 

 

・自分のもっているいろいろな

特徴や可能性を前向きに捉

え、よりよい生き方につなげ

る。 

４ 教師の説話を聞く。 

 ・自分らしさに気付き、個性を伸ばすことが充実した生き

方につながることを話す。 

 

・自己受容や自己理解に努める

ことで、個性を伸ばすことが

できることに気付かせる。 

中
学
校 

 
 
 
 
 

内
容
項
目 

１
―
(5) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

土
器
の
か
け
ら 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

自
己
理
解
を
深
め
つ
つ
、
自
分
ら
し
さ
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
を
理
解
し
た
り
、
自
分
な
り
の

生
き
方
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
の
姿
を
自
ら
の
基
準
に
照
ら
し

て
考
え
た
り
、
他
と
比
較
し
た
り
し
て
、
そ
の
至
ら
な
さ
に
悩

む
こ
と
も
あ
る
。
成
長
期
の
こ
の
時
期
に
、
人
と
の
出
会
い
に

よ
り
、
充
実
し
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を

深
め
、
自
分
自
身
の
よ
さ
や
個
性
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る

態
度
を
育
て
た
い
。 

・
本
資
料
は
、
好
き
な
こ
と
に
は
地
道
に
最
後
ま
で
取
り
組
む
の

だ
が
、
希
望
し
た
調
査
の
手
伝
い
に
途
中
で
挫
折
し
そ
う
に
な

る
主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
横
山
先
生
と
の
出
会
い
に

よ
り
、
自
分
を
見
つ
め
、
自
分
ら
し
さ
を
将
来
に
つ
な
げ
て
い

く
主
人
公
の
変
容
に
着
目
す
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 

・
横
山
先
生
の
ひ
と
言
か
ら
、
自
分
を
見
つ
め
、
自
分
ら
し
さ
に

気
付
き
、
そ
れ
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
。 

・
資
料
後
半
の
発
掘
調
査
の
場
面
を
通
し
て
、
内
容
項
目
１
―
(4)

と
し
て
理
想
の
実
現
を
目
指
し
て
自
己
の
人
生
を
切
り
開
い
て

い
く
態
度
を
育
て
る
こ
と
も
で
き
る
。 
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指導の意図・学習活動 指導上の留意点 

１ 東京スカイツリーについて知る。 
 ○ 東京スカイツリーについて知っていることがあるか。

それはどんなことか。 

 
・東京スカイツリーについて知
り、資料への導入を図る。 

・写真などを提示する。 

２ 資料「お父さんの思い」を読んで、話し合う。 
(1) 練習試合があると言って、見舞いに行くのを断った朋子
をどう思うか。 

 ・部活の練習試合を優先させてもこの場合は仕方がない。
 ・お父さんの調子がよさそうなので、油断した。 
 ・お父さんが重病なのは気がついているはずなのに、部活

に行くのはどうかと思う。 
 
 
 
(2) どうして父にとって絵を描くことが、自分の『生きた証』
になるのか。 

 ・今できるすべてを絵に込めようとしたから。 
 ・最後まで生きる希望になったから。 
 ・朋子のためにも、朋子への思いや自分の頑張りを絵とい

う形に残したかったから。 
(3)（私も頑張ってるよ。）と心の中でつぶやいた時、朋子は
どんな気持ちだったのか。 

 ・私もお父さんのように精一杯生きるからね。 
 ・お父さん、私の頑張りを見ていてね。そして応援してね。

 
・見舞いに行かなかった朋子の
行動の是非を理由を付けて考
えさせることによって、朋子
が生命の重みをつかみきれて
いないことに気付かせる。 

・「朋子は、お父さんの病気が重
病だと気が付いていたのか」
といった補助発問をし、考え
させる。 

・絵に込められた父の思いを追
求することによって、生命の
有限性と、有限だからこそ精
一杯、生命を輝かせようとす
ることの大切さに気付かせる。

 
・父の遺志を受け継いで、精一
杯生きようとする朋子の心情
に迫り、生命の連続性に気付
かせたい。 

３ 自分とのかかわりで考える。 
 ○ 「精一杯に生きる」とはどのようなことか。 
 ・一日一日を大切にする。 
 ・夢や希望をもって生きる。 
 ・今できることを一生懸命にやる。 

 
・精一杯生きることが、生命を
輝かせることになることを、
自分の問題として考えさせ
る。 

４ 教師の説話を聞く。 
 ・生命の尊さや、精一杯生きようとすることの価値につい

て話す。 

・教師自身が自らの経験を語
り、生命の尊さについて理解
させる。 

中
学
校 

 
 
 
 
 

内
容
項
目 

３
―
(1) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

四 

展
開
例 

   

お
父
さ
ん
の
思
い 

 

一 

ね
ら
い 

 
 

生
命
の
尊
さ
を
理
解
し
、
精
一
杯
生
き
よ
う
と
す
る
心
情
を

育
て
る
。 

 

二 

資
料
選
定
の
理
由 

・
本
資
料
は
、
病
と
闘
い
な
が
ら
、
娘
の
誕
生
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

と
す
る
絵
を
描
い
た
父
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
父
に
と
っ
て
、

絵
を
描
く
こ
と
は
『
生
き
た
証
』
と
な
り
、
生
き
る
希
望
に
な
っ

た
。
ま
た
、
主
人
公
の
朋
子
が
、
父
の
絵
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
精
一
杯
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
様
子
も

描
か
れ
て
い
る
。
本
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命

の
有
限
性
・
連
続
性
と
尊
さ
、
精
一
杯
生
き
る
こ
と
が
、
生
命

を
輝
か
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に
考
え
さ

せ
た
い
。 

 

三 

指
導
上
の
留
意
点
と
工
夫 

・
本
資
料
を
効
果
的
に
活
用
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
死
を
目
前
に
し

た
父
が
、
絵
を
自
分
の
『
生
き
た
証
』
と
捉
え
、
最
後
の
生
き

る
力
を
か
け
た
思
い
を
追
求
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
命
が
有

限
だ
か
ら
こ
そ
、
精
一
杯
生
き
よ
う
と
し
、
精
一
杯
生
き
る
こ

と
が
生
命
に
輝
き
を
も
た
ら
す
こ
と
を
感
得
さ
せ
た
い
。 

・
ま
た
、
主
人
公
が
父
の
思
い
を
受
け
止
め
て
、
自
分
の
生
命
を

輝
か
せ
よ
う
と
す
る
思
い
に
共
感
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
精
一
杯
生
き
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
い
。

・
父
と
主
人
公
と
の
交
流
に
焦
点
を
当
て
て
「
家
族
愛
」
で
扱
う

こ
と
も
で
き
る
。 
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作 成 協 力 者 

（職名は平成２３年３月現在） 

《 東京都道徳教育読み物資料集 》 

 

平成２２年度 道徳授業地区公開講座推進委員会 

 

【小 学 校】 

 委員長 朝 倉 喩美子  練馬区立光和小学校長 

 委 員 武 田   淳  中野区立中野神明小学校主幹教諭 

     安 倍   威  府中市立府中第十小学校主幹教諭 

     鈴 木 裕 子  町田市立忠生第一小学校主幹教諭 

橋 本 ひろみ  世田谷区立池之上小学校主任教諭 

     茂 呂 佳 江  江戸川区立下鎌田西小学校主任教諭 

     山 西 香 織  文京区立窪町小学校教諭 

     遠 藤 信 幸  足立区立弘道第一小学校教諭 

【中 学 校】 

 委員長 坂 口 幸 恵  江戸川区立平井第二小学校長 

 委 員 菅 野 由紀子  東久留米市立久留米中学校副校長 

     小 貝   宏  江戸川区立南葛西第二中学校主任教諭 

     篠 塚 浩 幸  多摩市立青陵中学校主任教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，東京都教育委員会においては，次の者が本書の編集に当たった。 

 

    伊 東   哲  教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長 

相 原 雄 三    教 育 庁 指 導 部 主 任 指 導 主 事 

岩 﨑 治 彦  教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課統括指導主事 

前 田   元            同        指 導 主 事 

松 永 かおり            同        指 導 主 事 

阿 部 大 介            同        指 導 主 事 

藤 村 真 理            同        課務担当係長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。 
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