


こ
の
資
料
の
編
集
に
あ
た
っ
た
先
生
方
（
順
不
同
）

　
　
◇
道
徳
副
読
本
作
成
委
員

　
　
　
　

長　

島　

香
乃
子
（
八
幡
平
市
教
育
委
員
会
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

菊　

池　

一　

章
（
中
部
教
育
事
務
所
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

内　

川　

千
亜
希
（
県
南
教
育
事
務
所
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

福　

徳　
　
　

潤
（
宮
古
教
育
事
務
所
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

向
折
戸　

博　

昭
（
普
代
村
教
育
委
員
会
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

堀　

切　

茂　

行
（
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
　
研
修
指
導
主
事
）

　
　
◇
道
徳
副
読
本
協
力
委
員

　
　
　
　

伊　

藤　

一　

彦
（
岩
手
大
学
教
育
学
部
附
属
総
合
教
育
実
践
セ
ン
タ
ー
　
客
員
教
授
）

　
　
　
　

佐
々
木　

保　

子
（
盛
岡
市
教
育
委
員
会
　
教
育
相
談
員
）

　
　
　
　

加　

藤　

孔　

子
（
釜
石
市
立
釜
石
小
学
校
　
校
長
）

　
　
◇
表
紙
、
本
文
中
イ
ラ
ス
ト

　
　
　
　

齊　

藤　

眞
理
子
（
盛
岡
市
立
黒
石
野
中
学
校
　
副
校
長
）

　
　
◇
題
　
字

　
　
　
　

藤　

岡　

宏　

章
（
岩
手
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　
主
任
指
導
主
事
）

　
　
◇
事
務
局

　
　
　
　

多　

田　

英　

史
（
岩
手
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　
首
席
指
導
主
事
兼
義
務
教
育
課
長
）

　
　
　
　

須　

藤　
　
　

孝
（
岩
手
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　
主
任
指
導
主
事
）

　
　
　
　

飯　

岡　

竜
太
郎
（
岩
手
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　
指
導
主
事
）

　
　
　
　

水　

城　

久
美
子
（
岩
手
県
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
　
主
事
）



− 1−

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
　
え
　
が
　
き

　

我
が
国
に
お
け
る
教
育
改
革
の
大
き
な
節
目
と
し
て
、
平
成
二
十
年
三
月
に
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
道
徳
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
、
す
で
に
先
行
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
学
校
現
場
に
お
い
て
は
、
今
ま
さ
に
、
新
学
習
指
導
要
領
の
趣

旨
と
改
善
事
項
に
基
づ
く
授
業
実
践
に
取
り
組
ま
れ
、
あ
わ
せ
て
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
、
年
間
指
導
計
画
の
見
直
し
、
改
善
作
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
指
導
要
領
改
訂
で
は
、「
道
徳
の
時
間
を
要(

か
な
め)

と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
」
な

ど
の
道
徳
教
育
の
ポ
イ
ン
ト
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
児
童
生
徒
が
感
動
を
覚
え
る
魅
力
的
な
教
材
を
開

発
・
活
用
す
る
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
。

　

本
県
に
お
き
ま
し
て
も
、
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
分
野
の
今
後
十
年
間
の
基
本
方
向
を
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、「
岩
手
の
教
育

振
興
」
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
、生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
力
の
育
成
と
心
の
教
育
の
充
実
を
図
り
、

他
人
を
思
い
や
り
、
良
好
な
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
る
力
、
自
然
や
命
あ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
心
な
ど
、
児
童
生
徒
の
内
面
に
根

ざ
し
た
道
徳
性
の
育
成
」「
岩
手
の
先
人
、
歴
史
、
文
化
を
学
ぶ
こ
と
を
位
置
付
け
た
教
育
の
構
想
」
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

　

本
資
料
「
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
て
～
郷
土
の
先
人
の
生
き
方
に
学
ぶ
～
」
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
や
計
画
に
基
づ
き
、
岩
手
県
の

先
人
を
教
材
と
し
て
、
小
学
校
高
学
年
向
け
に
、
道
徳
の
時
間
を
中
心
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
資
料
集
と
し
て
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
に
は
、
こ
の
資
料
集
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
と
同
じ
自
然
や
風
土
で
育
っ
た
先
輩
の
、
様
々
な
困
難
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
も
、
辛
抱

強
く
、
あ
る
い
は
創
意
工
夫
を
し
な
が
ら
乗
り
越
え
て
い
っ
た
姿
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
今
の
自
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
自
己
の
生

き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
て
も
ら
え
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
指
導
さ
れ
る
先
生
方
の
授
業
構
想
に
少
し
で
も
役
立
て
れ
ば

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
対
応
し
た
「
指
導
編
」
も
示
し
ま
し
た
。

　

各
小
学
校
に
お
い
て
は
、
こ
の
資
料
集
刊
行
の
趣
旨
を
十
分
に
理
解
し
、
道
徳
の
時
間
を
は
じ
め
、
広
く
活
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
終
わ
り
に
、
本
資
料
集
の
作
成
に
当
た
り
、
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
関
係
各
位
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
三
月

�

岩
手
県
教
育
委
員
会　

教
育
長　
　

法
　
貴
　
　
　
敬
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本
書
の
利
用
に
つ
い
て

一
、
資
料
編
に
つ
い
て

（
一
）
本
資
料
集
は
、「
人
（
先
人
）
の
生
き
方
や
考
え
方
か
ら
道
徳
的
価
値
を
学
ぶ
」
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
、
岩
手
県
出
身
の
先
人

　
　
　

の
生
き
方
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
主
に
、「
道
徳
の
時
間
」
に
活
用
す
る
資
料
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
以

　
　
　

外
に
も
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
先
人
学
習
や
郷
土
学
習
な
ど
で
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
二
）
本
資
料
集
は
、
小
学
校
高
学
年
用
と
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。
岩
手
の
子
ど
も
た
ち
に
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
内
容
を
精
選
し
て
掲
載

　
　
　

し
て
い
ま
す
が
、
児
童
の
実
態
や
年
間
指
導
計
画
に
照
ら
し
、
自
由
に
資
料
を
選
択
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
指
導
編
に
つ
い
て

（
一
）「
指
導
展
開
例
」
は
、
一
般
的
な
道
徳
の
時
間
の
指
導
過
程
に
基
づ
い
て
作
成
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
児
童
の
実
態
、
指
導
の
内

　
　
　

容
や
意
図
等
に
応
じ
て
発
問
や
展
開
を
工
夫
し
て
く
だ
さ
い
。

（
一
）
事
前
・
事
後
の
指
導
例
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
ま
す
。学
校
教
育
全
体
を
通
し
て
の
道
徳
教
育
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
二
）「
参
考
資
料
等
」
は
、
先
生
方
が
、
読
み
物
資
料
の
内
容
の
理
解
を
深
め
た
り
説
話
を
し
た
り
す
る
上
で
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る

　
　
　

事
項
を
補
足
し
た
も
の
で
す
。
指
導
の
参
考
と
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。



− 3−

　
　

も
　
く
　
じ

　
　
　
　
　

ま
え
が
き

　
　
　
　
　

本
書
の
利
用
に
つ
い
て

　
　
第
一
章
　
資
料
編
　
　
　

　
　
　

一　

世
界
か
ら
認み

と

め
ら
れ
る
学
者
に　
　

―　

木き　

村む
ら　

　

泰た
い　

賢け
ん　

―　

�

　

６

　
　
　

二　

本
の
虫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―　

野の　

村む
ら　
　

胡こ　

堂ど
う　

―　

�

　

10

　
　
　

三　

み
ち
の
く
の
電
信
王　
　
　
　
　
　

―　

谷や　

村む
ら　
　

貞て
い　

治じ　

―　

�

　

14

　
　
　

四　

学
問
は
人
々
の
幸
せ
の
た
め
に　
　

―　

芦あ
し　
　
　
　

東と
う　

山ざ
ん　

―　

�

　

18

　
　
　

五　

沖お
き

へ
の
ち
ょ
う
戦　
　
　
　
　
　
　

―　

大お
お　

越こ
し　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん　

―　

�

　

22

　
　
　

六　

学
び
と
っ
た
も
ぐ
り
の
技わ
ざ　
　
　
　

―　

磯い
そ　

崎ざ
き　
　

定さ
だ　

吉き
ち　

―　

�

　

26





第
一
章
　
資
　
料
　
編



− 6−

　
　
　

世
界
か
ら
認み
と

め
ら
れ
る
学
者
に�

 

木き

　
村む
ら

　
泰た
い

　
賢け
ん

　
　

　

木き

村む
ら

泰た
い

賢け
ん

は
、
岩
手
県
の
滝た
き

沢ざ
わ

村む
ら

に
生
ま
れ
、
イ

※

ン
ド
仏ぶ
っ

教
き
ょ
う

哲て
つ

学が
く

の
研
究
で
は
、

「
泰た
い

賢け
ん

よ
り
も
優す
ぐ

れ
た
研
究
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
学
者
で
す
。

　

お
さ
な
い
こ
ろ
の
泰た
い

賢け
ん

は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
だ
れ
に
も
負
け
た
く
な
か
っ
た

た
め
、
よ
く
け
ん
か
を
し
ま
し
た
。
成せ
い

績せ
き

は
飛
び
ぬ
け
て
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、

あ
ま
り
に
も
行
動
が
乱ら
ん

暴ぼ
う

で
あ
っ
た
た
め
、
父ふ

母ぼ

に
は
い
つ
も
心
配
を
か
け
て
い

ま
し
た
が
、
と
て
も
か
わ
い
が
ら
れ
て
育
ち
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
泰た
い

賢け
ん

が
十
才
の
と
き
に
、
父
が
病
気
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
収
し
ゅ
う

入に
ゅ
う
が
な
く
て
く
ら
し
に

こ
ま
っ
た
た
め
、
泰た
い

賢け
ん

は
、
父
が
勤つ
と

め
て
い
た
酒さ
か

屋や

で
、
住
み
こ
み
で
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
泰た
い

賢け
ん

は
、
早
起
き
が
つ
ら
く
て
も
、
つ
か
れ
て
い
て
も
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

仕
事
を
し
、
時
間
を
見
つ
け
て
は
、
近
く
に
あ
る
父
の
墓は
か

に
、
新
し
い
花
を
そ
な
え
続
け
ま
し
た
。

　

父
の
墓は
か

が
あ
る
東と
う

慈じ

寺じ

の※

住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
は
、
泰た
い

賢け
ん

の
そ
の
よ
う
す
を
見
て
、

「
泰た
い

賢け
ん

を
わ
た
し
の
寺
に
よ
こ
さ
な
い
か
。
中
学
校
に
入
れ
て
勉
強
を
さ
せ
る
か
ら
。」

と
母
に
申
し
出
た
た
め
、
泰た
い

賢け
ん

は
、
東と
う

慈じ

寺じ

で※

子こ

坊ぼ
う

さ
ん
と
し
て
働
き
、
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
岩
手
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
東と
う

慈じ

寺じ

か
ら
は
、
そ
の
ゆ
う
大
な
す
が
た
が
よ
く
見
え
ま
し
た
。

写真提供：東慈寺
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泰た
い

賢け
ん

は
、
東と
う

慈じ

寺じ

で
も
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
働
き
ま
し
た
。
朝
は

だ
れ
よ
り
も
早
く
起
き
、
寺
の
中
と
庭
の
そ
う
じ
を
し
て
、
み
ん
な
の
朝

食
を
つ
く
り
、か
た
づ
け
も
し
ま
し
た
。
東と
う

慈じ

寺じ

の
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
と
す
え
夫ふ

人じ
ん

は
、

そ
ん
な
泰た
い

賢け
ん

を
、
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
に
か
わ
い
が
り
ま
し
た
。

　

十
三
才
の
と
き
に
、
盛
岡
の
中
学
校
へ
進
学
し
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く

た
っ
た
こ
ろ
、
泰た
い

賢け
ん

は
思
い
切
っ
て
、
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
に
お
願
い
を
し
ま
し
た
。

「
わ
た
し
は
、
学
者
に
な
る
た
め
に
、
も
っ
と
勉
強
が
し
た
い
の
で
す
。

ど
う
か
、
東

※

京
の
中
学
校
で
勉
強
を
さ
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。」

「
お
前
は
、
寺
の
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
で
は
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
東
京
に
行
っ
て

勉
強
を
し
な
さ
い
。」

　

そ
う
言
っ
て
、
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
は
、
泰た
い

賢け
ん

の
願
い
を
こ
こ
ろ
よ
く
聞
き
入
れ
て
く

れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
東
京
で
の
生
活
が
始
ま
っ
た
翌よ
く

年と
し

、
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
住
じ
ゅ
う

職
し
ょ
く

夫ふ

妻さ
い

に
は
子
ど
も
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
泰た
い

賢け
ん

は
な
や
み
ま
し
た
。

「
後
を
つ
い
で
、
寺
の
住
じ
ゅ
う

職し
ょ
く
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
東と
う

慈じ

寺じ

に
も
ど
ろ
う
か
。
で
も
、
こ
の
ま

ま
勉
強
を
続
け
た
い
。」



− 8−

　

泰た
い

賢け
ん

が
深
く
な
や
み
続
け
て
い
る
と
き
、
そ
の
す
が
た
を
見
た
す
え
夫
人

は
、

「
自
分
の
目
標
に
向
か
い
、
東
京
で
の
勉
強
を
続
け
な
さ
い
。」

と
泰た
い

賢け
ん

を
は
げ
ま
し
ま
し
た
。
そ
の
一ひ
と

言こ
と

を
聞
い
て
、
泰た
い

賢け
ん

は
、

「
こ
の
ま
ま
勉
強
を
続
け
て
、
世
界
か
ら
認み
と

め
ら
れ
る
、
り
っ
ぱ
な
学
者
に

な
ろ
う
。」

と
固
く
心
に
決
め
た
の
で
す
。

　

中
学
校
卒
業
後
は
、
大
学
に
進
み
、
学
費
の
た
め
に
塾
じ
ゅ
く

で
英
語
を
教
え
な
が
ら
、
自
分
も
英
語
の
勉

強
に
は
げ
み
ま
し
た
。

　

大
学
で
の
成せ
い

績せ
き

が
と
て
も
優す
ぐ

れ
て
い
た
た
め
、
さ
ら
に
、
東
※
と
う

京
き
ょ
う

帝て
い

国こ
く

大だ
い

学が
く

へ
進
学
し
て
勉
強
を
続

け
ま
し
た
。
そ
の
と
中
で
、
外
国
と
の
戦

※
そ
う
が
始
ま
り
、
外
国
の
病
院
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
と
き
で
も
、
泰た
い

賢け
ん

は
、
学
問
を
わ
す
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
病
気
や
け
が
で
苦
し
む
人
た
ち
の
世せ

話わ

と
い
う
、
と
て
も
つ
ら
い
仕
事
を
し
な
が
ら
も
、
い
つ
も
二
さ
つ
の
ド
イ
ツ
語
の
本
と
辞
書
を
持
ち

歩
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
少
し
の
時
間
を
見
つ
け
て
は
勉
強
を
続
け
、
つ
い
に
は
、
ド
イ
ツ
語
も
覚
え

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

大
学
を
卒
業
し
た
後
も
、
泰た
い

賢け
ん

は
そ
の
ま
ま
大
学
に
残
り
、
研
究
に
打
ち
こ
み
ま
し
た
。
昔
の
イ
ン
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ド
の
文
字
で
書
か
れ
た
資し

料り
ょ
う
を
、
何
度
も
何
度
も
読
み
返
し
て
徹て
っ

底て
い

的て
き

に

調
べ
、
イ
ン
ド
の
歴れ
き

史し

や
仏ぶ
っ

教き
ょ
う
の
考
え
方
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い

き
ま
し
た
。

　

そ
の
研
究
が
認み
と

め
ら
れ
、
四
十
二
才
に
な
っ
た
と
き
、
東と
う

京
き
ょ
う

帝て
い

国こ
く

大だ
い

学が
く

の
教
き
ょ
う

授じ
ゅ

と
な
り
ま
し
た
。
つ
い
に
泰た
い

賢け
ん

は
、
世
界
か
ら
認み
と

め
ら
れ
る
、

り
っ
ぱ
な
学
者
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

泰た
い

賢け
ん

が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
九
十
年
以
上
が
た
っ
た
今
で
も
、
泰た
い

賢け
ん

の
研
究
は
、
世
界
中
の
人
に
語

り
つ
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
泰た
い

賢け
ん

は
今
、
子
ど
も
の
こ
ろ
を
す
ご
し
た
東と
う

慈じ

寺じ

で
ね
む
っ
て
い
ま

す
。
東と
う

慈じ

寺じ

か
ら
見
え
る
岩
手
山
の
ゆ
う
大
な
す
が
た
は
、
そ
の
こ
ろ
の
ま
ま
で
す
。

※
イ
ン
ド
仏ぶ
っ

教
き
ょ
う

哲て
つ

学が
く�

イ
ン
ド
に
始
ま
っ
た
仏
教
の
考
え
方
を
ま
と
め
た
学
問

※
住
じ
ゅ
う

職
し
ょ
く�
�

�

お
寺
の
責
任
者
の
和お

尚
し
ょ
う

※
子こ

坊ぼ
う�

�
�

お
寺
の
見
習
い
の
和お

尚
し
ょ
う

※
東
京
の
中
学
校��

旧
き
ゅ
う

制せ
い

中
学
校
の
こ
と
で
あ
り
、
現げ
ん

在ざ
い

の
高こ
う

等と
う

学
校

※
東
京
帝て
い

国こ
く

大
学��

現げ
ん

在ざ
い

の
東
京
大
学

※
戦
そ
う�

�
�

日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
で
起
き
た
日に
ち

露ろ

戦せ
ん

争そ
う

（
一
九
〇
四
～
一
九
〇
五
）
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本
の
虫　

�
�

野の

　
村む
ら

　
胡こ

　
堂ど
う 

　
　

「
長お
さ

一か
ず

、
長
一
は
ど
こ
に
行
っ
た
？
」

「
長お
さ

一か
ず

な
ら
、
ま
た
土※
ど

蔵ぞ
う

だ
ろ
う
。」

��

母
が
、
父
の
言
う
と
お
り
、
土ど

蔵ぞ
う

を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
男
の
子
が
本
の
山

の
中
に
す
わ
っ
て
読
書
に
熱ね
つ

中ち
ゅ
う
し
て
い
ま
し
た
。

「
長お
さ

一か
ず

、
ご
は
ん
だ
よ
。
早
く
お
い
で
。」

「
う
ん
、
今
い
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
…
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。」

　

母
は
、
「
ま
た
か
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
読
書
に
夢む

中ち
ゅ
う
に
な
っ
て
い
る
息む
す

子こ

を
温
あ
た
た

か
く
見
守
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
長お
さ

一か
ず

が
、
後の
ち

に
「
銭ぜ
に

形が
た

平へ
い

次じ

」
を
世よ

に
送
り
出
し
た
野の

村む
ら

胡こ

堂ど
う

そ
の
人
な
の
で
す
。

　

野の

村む
ら

胡こ

堂ど
う

は
、
明め
い

治じ

十
五
年
に
、
彦ひ
こ

部べ

村む
ら

（
現げ
ん

在ざ
い

の
紫し

波わ

町ち
ょ
う
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

父
は
、
日
ご
ろ
か
ら
た
く
さ
ん
の
本
を
買
い
も
と
め
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
本
が
、
土ど

蔵ぞ
う

に
ぎ
っ
し
り

と
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
無
口
で
お
と
な
し
か
っ
た
胡こ

堂ど
う

は
、
友
だ
ち
と
遊

ぶ
よ
り
も
、
一
人
で
土ど

蔵ぞ
う

に
こ
も
り
、
本
を
読
む
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
胡こ

堂ど
う

に
と
っ
て
、

家
の
土ど

蔵ぞ
う

は
、
大
好
き
な
本
が
ね
む
る
宝
た
か
ら

の
山
で
し
た
。
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そ
の
こ
ろ
は
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
な
い
時
代
で
す
。
胡こ

堂ど
う

は
、

彦ひ
こ

部べ

村
で
は
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
日
本
の

昔
話
や
外
国
の
物
語
の
世
界
に
あ
こ
が
れ
、
す
っ
か
り
そ
の
お
も

し
ろ
さ
に
と
り
つ
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

胡こ

堂ど
う

に
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
読
書
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
胡こ

堂ど
う

の
家
は
、
村
の※

庄
し
ょ
う

屋や

の
よ
う
な
家

で
し
た
の
で
、
い
つ
も
た
く
さ
ん
の
大お
と
な人
が
出
入
り
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
大お
と
な人
た
ち
の
中
で
、
胡こ

堂ど
う

が
大
好
き
だ
っ
た
の
は
、
た

た
み
屋
の※

親お
や

方か
た

で
し
た
。

「
お
じ
さ
ん
、
今
日
も
お
話
を
聞
か
せ
て
。」

「
よ
ー
し
き
た
、
今
日
は
な
、
彦ひ
こ

部べ

の
む
か
ー
し
の
話
だ
ぞ
。」

　

夜
、
ね
る
前
に
な
る
と
、
胡こ

堂ど
う

は
、
毎
日
の
よ
う
に
親お
や

方か
た

に
お
話
を
せ
が
み
ま
す
。
親お
や

方か
た

は
、
と
て

も
物
知
り
な
人
で
、
次
か
ら
次
へ
と
彦ひ
こ

部べ

の
昔
話
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
胡こ

堂ど
う

は
、
ね
む
い
の
も
わ

す
れ
て
、
目
を
か
が
や
か
せ
な
が
ら
親お
や

方か
た

の
話
に
聞
き
入
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
胡こ

堂ど
う

は
、
土ど

蔵ぞ
う

の
中
の
読
書
と
親お
や

方か
た

の
語
っ
て
く
れ
る
昔
話
か
ら
、
物
語
の
お
も
し
ろ

さ
に
、
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
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胡こ

堂ど
う

は
九
才
に
な
り
、
高
※
こ
う

等と
う

小
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
お
と
な
し
く

て
無む

口く
ち

な
胡こ

堂ど
う

は
、
何
人
か
の
い
じ
め
っ
子
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
い
じ
め
ら

れ
、
泣
か
さ
れ
ま
し
た
。

「
ぼ
く
は
、
友
だ
ち
と
話
す
こ
と
が
苦に
が

手て

だ
し
、
と
く
い
な
こ
と
も
な
い
。

だ
か
ら
、
み
ん
な
に
い
じ
め
ら
れ
る
の
か
な
あ
…
。」

　

と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
い
つ
も
は
無む

口く
ち

な
胡こ

堂ど
う

が
、
ひ
ょ

ん
な
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
本
の
中
身
を
い
じ
め
っ
子
た
ち
に

話
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

「
そ
の
先
を
聞
か
せ
て
よ
。」

　

胡こ

堂ど
う

は
、
物
語
の
続
き
を
話
し
ま
し
た
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
読
書
好
き

だ
っ
た
胡こ

堂ど
う

の
口
か
ら
は
、
物
語
が
す
ら
す
ら
と
出
て
き
ま
す
。
時
に
大

き
な
声
で
、
時
に
小
さ
な
声
で
、
冒ぼ
う

険け
ん

物も
の

語が
た
り
を
話
し
て
聞
か
せ
ま
し
た
。

い
じ
め
っ
子
た
ち
は
、
胡こ

堂ど
う

の
話
す
物
語
の
世
界
に
す
っ
か
り
引
き
こ
ま

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
じ
ゃ
あ
、
今き
ょ
う日
は
こ
こ
ま
で
。
続
き
は
明あ

日す

。」

　

い
じ
め
っ
子
た
ち
は
、
た
め
息
を
つ
き
ま
し
た
。

「
明あ

日す

も
話
の
続
き
を
聞
か
せ
て
よ
。」
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「
い
い
と
も
。
こ
ん
な
話
な
ら
、
三
年
で
も
五
年
で
も
話
せ
る
く
ら
い
、
話
の
タ
ネ
は
あ
る
ぞ
。」

　

胡こ

堂ど
う

は
、
い
じ
め
っ
子
た
ち
を
前
に
し
て
、
初
め
て
む
ね
を
は
り
ま
し
た
。

　

そ
の
日
か
ら
、
い
じ
め
ら
れ
っ
子
だ
っ
た
胡こ

堂ど
う

の
ま
わ
り
に
は
、
た
く
さ
ん
の
友
だ
ち
が
集
ま
り
、

話
を
ね
だ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ど
の
子
も
、
胡こ

堂ど
う

の
話
に
夢む

中ち
ゅ
う
に
な
っ
て
聞
き
入
り
ま
し
た
。
来

る
日
も
来
る
日
も
、
た
く
さ
ん
の
友
だ
ち
に
か
こ
ま
れ
な
が
ら
、
胡こ

堂ど
う

は
物
語
を
語か
た

り
ま
し
た
。
そ
の

顔
は
、
喜
び
と
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後ご

、
胡こ

堂ど
う

は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
読
書
で
身
に
つ
け
た
文
学
の
才さ
い

能の
う

を
生
か
し
、
作さ
っ

家か

と
な
っ

て
、
た
く
さ
ん
の
本
を
書
き
ま
し
た
。
中
で
も
、
「
銭ぜ
に

形が
た

平へ
い

次じ

」
は
、
テ
レ
ビ
や
映え
い

画が

で
も
放ほ
う

映え
い

さ
れ
、

大
人
気
と
な
り
ま
し
た
。

　

胡こ

堂ど
う

は
、
晩ば
ん

年ね
ん

、
自
分
に
こ
の
よ
う
な
才さ
い

能の
う

を
育
は
ぐ
く

ん
で
く
れ
た
ふ
る
さ
と
紫し

波わ

町ち
ょ
う
の
た
め
に
、
た
く

さ
ん
の
お
金
と
多
く
の
本
や
レ
コ
ー
ド
を
寄き

付ふ

し
て
い
ま
す
。

※
土
蔵�

�

土
の
か
べ
で
作
ら
れ
た
倉そ
う

庫こ

の
よ
う
な
建た
て

物も
の

。

※
庄
屋�

�

村
の
代
表
で
あ
る
役
人
の
よ
う
な
家
。

※
親
方�

�

店
の
代
表
の
人
。

※
高
等
小
学
校�

今
の
中
学
校
の
よ
う
な
も
の
。
そ
の
当
時
、
小
学
校
は
四
年
間
だ
っ
た
。
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み
ち
の
く
の
電
信
王��

　

谷や

　
村む
ら

　
貞て
い

　
治じ

　
　

　

「
・
―
」
「
―
・
―
」
「
・
―
・
―
―
」。
実
は
、
こ
れ
で
「
イ
」
「
ワ
」
「
テ
」

と
読
み
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、｢

モ
ー
ル
ス
符ふ

号ご
う｣

と
い
い
、
文
章
を
「
・（
ピ
ッ
）」

と
い
う
短
い
音
と
、
「
―
（
ピ
ー
）」
と
い
う
長
い
音
の
組
み
合
わ
せ
で
表
し

た
信
号
で
送
り
、
受
け
手
が
、
そ
れ
を
耳
で
聞
き
取
り
文
章
に
直
す
と
い
う
電

気
通
信
（
電
信
）
の
方
法
で
す
。
七
、八
十
年
ほ
ど
前
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
方

法
で
す
が
、
使
い
こ
な
せ
る
人
の
数
は
、
と
て
も
少
な
い
も
の
で
し
た
。
今
の

「
メ
ー
ル
」
な
ど
の
よ
う
に
、
だ
れ
で
も
簡
単
に
文
章
を
作
っ
た
り
送
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
、
夢ゆ
め

の

よ
う
な
時
代
で
し
た
。

　

し
か
し
、
岩
手
に
は
、
そ
ん
な
「
夢ゆ
め

」
を
現
実
の
も
の
に
し
よ
う
と
、
新
し
い
機
械
の
開
発
に
力
を

そ
そ
ぎ
、
後
に
「
み
ち
の
く
の
電
信
王
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
岩
手
県
の

新に
い

堀ぼ
り

村
（
今
の
花は
な

巻ま
き

市
石い
し

鳥ど
り

谷や

町
）
で
生
ま
れ
育
っ
た
谷や

村む
ら

貞て
い

治じ

そ
の
人
で
す
。

　

十
八
才
の
こ
ろ
、
東
京
に
出
た
貞て
い

治じ

は
、
「
電
信
」
を
あ
つ
か
う
役
所
で
働
き
始
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
一
年
ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
貞て
い

治じ

は
、
電
信
柱
の
て
っ
ぺ
ん
で
、
電
線
の
修
し
ゅ
う

理り

を
し
て
い
ま
し
た
。
頭
上
に
は
真ま

っ
青さ
お

な
空
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
プ
ロ
ペ
ラ
と
エ
ン
ジ
ン
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の
音
を
と
ど
ろ
か
せ
な
が
ら
一
機
の
飛
行
機
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
飛
行
機
は
、
ま
だ
ま
だ
め
ず
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

「
す
ご
い
も
の
が
発
明
さ
れ
た
も
ん
だ
。」

　

飛
行
機
を
な
が
め
な
が
ら
、
貞て
い

治じ

は
、
自
分
で
も
お
ど
ろ
く
ほ
ど

の
む
ね
の
高た
か

鳴な

り
を
感
じ
始
め
て
い
ま
し
た
。

「
―
よ
し
。
お
れ
も
こ
の
電
信
の
仕
事
で
、
人
を
お
ど
ろ
か
す
よ
う

な
も
の
を
必
ず
作
っ
て
や
る
ぞ
。」

　

電
線
の
修
し
ゅ
う

理り

も
す
っ
か
り
忘
れ
、
小
さ
く
な
っ
て
い
く
飛
行
機
を
見
つ
め
る
貞て
い

治じ

の
む
ね
の
中
に

は
、
い
つ
の
間
に
か
そ
ん
な
決
心
が
固
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
貞て
い

治じ

は
、
役
所
の
仕
事
を
続
け
な
が
ら
、
電
気
学
校
に
入
学
し
、
電
信
開
発
に
必
要
な
知

し
き
を
ど
ん
ど
ん
身
に
つ
け
、
開
発
へ
の
夢ゆ
め

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
お
り
、
貞て
い

治じ

の
運
命
を
左
右
す
る
大
変
な
で
き
ご
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
死
者
・
行ゆ
く
え方
不ふ

明め
い

者し
ゃ

お
よ
そ
十
万
人
と
も
言
わ
れ
る
関か
ん

東と
う

大だ
い

震し
ん

災さ
い

で
す
。東
京
一い
っ

帯た
い

は
、だ
れ
も
が
明あ

日す

へ
の
希
望
を
失
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
ひ
ど
い
有あ

り
様さ
ま

で
し
た
。
貞て
い

治じ

も
、
地じ

震し
ん

が
原
因
で
発は
っ

生せ
い

し
た
火か

災さ
い

に
よ
っ
て
、
住

ん
で
い
た
家
な
ど
何
も
か
も
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
。
貞て
い

治じ

は
、希
望
を
失
う
ど
こ
ろ
か
、こ
の
大だ
い

震し
ん

災さ
い

を
き
っ
か
け
に
新
し
い
会
社
に
う
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つ
り
、
ず
っ
と
思
い
続
け
て
い
た
電
信
開
発
の
夢ゆ
め

に
向
か
っ
て
新
た
な
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
の
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
、
貞て
い

治じ

の
研
究
の
日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
年
近
く
に
お
よ
ぶ
研
究
の
末
、

日
本
で
初
め
て
と
な
る
「
仮か

名な

文も

字じ

電で
ん

信し
ん

機き

」
を
作
る
こ
と
に
成せ
い

功こ
う

し
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、た
っ

た
一
つ
の
言
葉
を
送
る
た
め
に
、
何
種
類
も
の
モ
ー
ル
ス
符ふ

号ご
う

を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
こ
の
機
械
は
、
仮か

名な

文も

字じ

の
つ
い
た
キ
ー
を
お
す
だ
け
で
、
自
動
的
に
モ
ー
ル
ス
符ふ

号ご
う

が
送そ
う

受じ
ゅ

信し
ん

さ
れ
る
と
い
う
、
と
て
も
便
利
な
も
の
で
し
た
。

　

貞て
い

治じ

は
、
東
京
の
蒲か
ま

田た

と
い
う
と
こ
ろ
に
自
分
の
工
場
を
建
て
、
そ
の
後
も
、
順
調
に
仕
事
を
進
め

て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
大
き
な
苦
労
が
貞て
い

治じ

を
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
太
平
洋
戦

争
で
す
。
東
京
も
大だ
い

空く
う

襲し
ゅ
う
に
あ
い
、
百
万
人
以
上
の
人
が
被ひ

害が
い

を
受
け
ま
し
た
。

大だ
い

震し
ん

災さ
い

の
苦
労
に
も
負
け
ず
、
長
い
年
月
を
か
け
て
大
き
く
し
て
き
た
貞て
い

治じ

の
工

場
も
、
一い
っ

瞬し
ゅ
ん
に
し
て
灰は
い

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一

枚
の
か
ん
板ば
ん

と
、
そ
れ
を
か
か
げ
て
い
た
門も
ん

の
柱
だ
け
で
し
た
。

「
あ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
き
た
の
に
―
。
今
回
ば
か
り
は
、
も
う
何
も
か
も
お
し

ま
い
だ
。」

　

大
事
に
守
っ
て
き
た
工
場
を
失
い
、
こ
れ
か
ら
の
夢ゆ
め

さ
え
も
見
失
っ
て
し
ま
っ
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た
貞て
い

治じ

は
、
仕
事
を
や
め
る
決
心
を
し
て
ふ
る
さ
と
の
花は
な

巻ま
き

に
も
ど
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
ど
れ
く
ら
い
た
っ
た
で
し
ょ
う
。
あ
る
日
、
貞て
い

治じ

の
も
と
に
、
国

か
ら
意
外
な
知
ら
せ
が
と
ど
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
「
戦
争
で
こ
わ
さ
れ
た
全

国
の
電
信
施し

設せ
つ

の
機
械
を
新
し
く
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
内
容
で
し
た
。
こ
れ

ま
で
た
く
さ
ん
の
苦
労
を
乗
り
こ
え
、
努
力
を
積
み
重
ね
て
つ
く
り
上
げ
て
き

た
貞て
い

治じ

の
技ぎ

術じ
ゅ
つ
が
国
に
も
認み
と

め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

新
た
な
決
意
を
固
め
た
貞て
い

治じ

は
、
花は
な

巻ま
き

に
工
場
を
か
ま
え
、
以
前
に
も
ま
し
て
、
意い

欲よ
く

的
に
仕
事
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
施し

設せ
つ

の
機
械
を
新
し
く
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
初
と
な
る
、

日
本
語
も
英
語
も
打
て
る
「
テ
レ
タ
イ
プ
電で
ん

信し
ん

機き

」
や
、現げ
ん

在ざ
い

の
日
本
語
ワ
ー
プ
ロ
（
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
）
の
前ぜ
ん

身し
ん

と
も
言
わ
れ
て
い
る
「
漢
字
テ
レ
プ
リ
ン
タ
ー
」
な
ど
、
世
の
中
の
人
々
を
お
ど
ろ
か

せ
る
よ
う
な
機
械
も
次
々
と
開
発
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
貞て
い

治じ

は
、
そ
の
一
生
を
電
信
に
さ
さ
げ
ま
し
た
。

　

い
く
つ
も
の
困こ
ん

難な
ん

を
乗
り
こ
え
て
き
た
貞て
い

治じ

。そ
ん
な
貞
治
の
心
を
支
え
続
け
て
き
た
も
の
は
、ず
っ

と
昔
、
電
信
柱
の
上
で
見
た
真ま

っ
青さ
お

な
空
を
飛
ぶ
飛
行
機
の
す
が
た
と
、
そ
の
時
に
思
い
え
が
い
た
大

き
な
大
き
な
「
夢ゆ
め

」
だ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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学
問
は
人
々
の
幸
せ
の
た
め
に�

�

芦あ
し

　
　
　
東と
う

　
山ざ
ん

　
　

　

現げ
ん

在ざ
い

の
一
い
ち
の

関せ
き

市し

大だ
い

東と
う

町
ち
ょ
う

渋し
ぶ

民た
み

に
生
ま
れ
た
芦あ
し

東と
う

山ざ
ん

は
、
お
さ
な
い
こ
ろ
か

ら
勉
強
好
き
で
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
「※

士し

農の
う

工こ
う

商し
ょ
う
」
と
い
う
き
び
し
い
身み

分ぶ
ん

制せ
い

度ど

が
あ
り
、
身
分
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
差さ

別べ
つ

を
受
け
、
人
々
は
苦
し
い
生
活

を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　

大
き
く
な
っ
た
東と
う

山ざ
ん

は
、
仙
※
せ
ん

台だ
い

藩は
ん

で
学
者
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
り
、
あ
る

時
、
殿と
の

様さ
ま

の
お
と
も
で
江え

戸ど

に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
東と
う

山ざ
ん

は
、

室む
ろ

鳩
き
ゅ
う

巣そ
う

先
生
と
い
う
有
名
な
先
生
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
生
は
、

東と
う

山ざ
ん

の
才さ
い

能の
う

を
認み
と

め
、
あ
る
日
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
犯お
か

し
た
罪
に
よ
っ
て
刑
※
け
い

ば
つ
を
決
め
る
の
が
裁さ
い

判ば
ん

で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
今
の
裁さ
い

判ば
ん

は
、
身み

分ぶ
ん

の

ち
が
い
に
よ
っ
て
刑け
い

ば
つ
が
左
右
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
お
か
し
な
裁
判
の
や
り
方
を
正
し
い
も
の
に

す
る
た
め
に
、
刑
※
け
い

法
の
本
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
わ
た
し
も
少
々
年
を
と
り
す
ぎ
た
。

わ
た
し
の
代
わ
り
に
、
こ
の
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
な
い
か
。
お
前
な
ら
必
ず
で
き
る
は
ず
だ
。」

「
わ
か
り
ま
し
た
。
自
分
に
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
先
生
の
願
い

に
か
な
う
よ
う
な
本
を
書
け
る
よ
う
、
学
問
に
は
げ
み
ま
す
。」
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こ
の
と
き
東と

う

山ざ
ん

は
、
尊そ
ん

敬け
い

す
る
先
生
か
ら
た
の
ま
れ
た

こ
の
仕
事
を
、
し
っ
か
り
と
心
に
き
ざ
み
ま
し
た
。

　

江え

戸ど

で
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
東と
う

山ざ
ん

は
、
学
問
の
必
要

性
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
世
の
中
は
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
。
仙せ
ん

台だ
い

藩は
ん

に
も
、

ま
ず
し
い
人
で
も
勉
強
で
き
る
学
校
が
絶ぜ
っ

対た
い

に
必
要

だ
。」

　

そ
う
考
え
た
東と
う

山ざ
ん

は
、
藩は
ん

に
意
見
書
を
出
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
藩は
ん

が
建
て
た
の
は
、
身み

分ぶ
ん

の
高
い
お
金
持
ち
の
人
た
ち
し
か
学
べ
な
い
学
校
で
し
た
。
そ

こ
で
勉
強
す
る
学
生
や
先
生
の
席
は
、
親
の
身
分
の
順
番
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
親
の
身
分
で
差さ

別べ
つ

す
る
な
ん
て
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
。
ど
ん
な
人
で
も
学
べ
る
学
校
を
建
て
る
べ

き
だ
し
、
席
順
だ
っ
て
、
身み

分ぶ
ん

の
順
で
は
な
く
、
年
れ
い
の
順
に
す
べ
き
だ
。」

　

そ
ん
な
東と
う

山ざ
ん

の
意
見
は
、
仙せ
ん

台だ
い

藩は
ん

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
と
ん
で

も
な
い
考
え
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
で
、
他
人
の
家
に
あ
ず
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
一
歩
も
外
へ
出
て

は
い
け
な
い
と
い
う
刑け
い

を
言
い
わ
た
さ
れ
ま
し
た
。

　

東と
う

山ざ
ん

は
、
学
者
と
し
て
の
仕
事
も
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
つ
ら
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
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東と
う

山ざ
ん

は
、
藩は
ん

に
意
見
書
を
出
し
た
こ
と
を
、
少
し
も
後
か
い
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

不
自
由
な
生
活
の
中
で
、
東と
う

山ざ
ん

は
、
昔
、
先
生
か
ら
お
願
い

さ
れ
た
仕
事
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

「
そ
う
だ
。
今
こ
そ
、
先
生
に
た
の
ま
れ
た
仕
事
に
取
り
組
も

う
。
新
し
い
刑け
い

法
の
本
を
ま
と
め
あ
げ
な
け
れ
ば
。」

　

東と
う

山ざ
ん

の
頭
の
中
に
は
、
自
分
に
思
い
を
た
く
し
た
先
生
の
顔
が
う
か
ん
で

き
ま
し
た
。
東と
う

山ざ
ん

は
気
持
ち
を
ふ
る
い
立
た
せ
、
刑け
い

法
に
つ
い
て
の
本
を
書

く
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

原
こ
う
を
書
き
始
め
て
十
七
年
、
東と
う

山ざ
ん

六
十
才
の
と
き
、
十
八
巻か
ん

に
ま
と

め
た
刑け
い

法
の
本
、
『
無む

刑け
い

録ろ
く

』
が
と
う
と
う
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
本
に
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

○
罪つ
み

を
犯お
か

し
て
し
ま
っ
た
人
に
も
わ
け
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
わ
け
を

　

よ
く
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

○
裁さ
い

判ば
ん

で
大
切
な
こ
と
は
、
裁さ
い

判ば
ん

を
す
る
人
が
公
平
な
心
で
、
真
実
を
よ
く

　

た
し
か
め
、
す
じ
道
を
立
て
て
判は
ん

断だ
ん

す
る
こ
と
で
あ
る
。
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『
無む

刑け
い

録ろ
く

』
は
、
東と
う

山ざ
ん

の
死
後
、
そ
の
考
え
方
の
す
ば
ら
し
さ

が
認み
と

め
ら
れ
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
外
国
の
法ほ
う

律り
つ

関
係
者
な
ど
に

も
広
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

東と
う

山ざ
ん

が
六
十
六
才
の
と
き
、
藩は
ん

か
ら
ゆ
る
さ
れ
、
二
十
三
年
間

続
い
た
不
自
由
な
生
活
が
終
わ
り
ま
し
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
渋し
ぶ

民た
み

に
帰
っ
た
東と
う

山ざ
ん

は
、
身み

分ぶ
ん

の
ち
が
い
に
関
係
な
く
、
学
問
を
学
ぼ

う
と
す
る
多
く
の
人
々
と
親
し
く
交ま
じ

わ
り
ま
し
た
。

　

東と
う

山ざ
ん

が
な
く
な
っ
た
と
き
、
多
く
の
人
々
が
東と
う

山ざ
ん

の
死
を
お
し
み
ま
し
た
。
東と
う

山ざ
ん

は
、
愛あ
い

す
る
ふ
る

さ
と
渋し
ぶ

民た
み

を
見
わ
た
せ
る
高た
か

台だ
い

の
墓ぼ

地ち

に
ね
む
っ
て
い
ま
す
。

※
士し

農の
う

工こ
う

商
し
ょ
う�

江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
身み

分ぶ
ん

制せ
い

度ど

。
武
士
・
農
民
・
職
人
・
商
人
を
い
う
。
最
も
っ
と

も
上
の
身み

分ぶ
ん

と
さ　

�

��
�

�

れ
た
武
士
が
権け
ん

力り
ょ
く
を
に
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
中
で
も
、
家
が
ら
に
よ
っ
て
細
か　

�

��
�

�

く
分
け
ら
れ
て
い
た
。　
　

※
仙せ
ん

台だ
い

藩は
ん�

�

現げ
ん

在ざ
い

の
宮み
や

城ぎ

県け
ん

仙せ
ん

台だ
い

市し

に
中
心
を
お
い
た
藩は
ん

。

※
刑け
い

ば
つ�

�

罪つ
み

を
犯お
か

し
た
者
に
対
す
る
ば
つ
。

※
刑け
い

法ほ
う�

�

犯は
ん

罪ざ
い

と
そ
れ
に
対
す
る
刑け
い

ば
つ
に
つ
い
て
定
め
た
法ほ
う

律り
つ

。
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沖お
き

へ
の
ち
ょ
う
戦�

�

大お
お

越こ
し

　
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

　
　

　

親お
や

潮し
お

と
黒く
ろ

潮し
お

が
ぶ
つ
か
り
合
う
三さ
ん

陸り
く

沖お
き

は
、
世
界
有ゆ
う

数す
う

の
漁
場
で
す
。
サ
ケ

や
サ
ン
マ
、
イ
ワ
シ
な
ど
、
季
節
に
よ
っ
て
多
く
の
魚
が
む
れ
を
つ
く
っ
て
、

三さ
ん

陸り
く

沖お
き

に
や
っ
て
き
ま
す
。

「
こ
の
魚
を
少
し
で
も
多
く
と
り
た
い
。」

　

そ
れ
は
、
三さ
ん

陸り
く

に
住
む
漁
り
ょ
う

師し

た
ち
に
と
っ
て
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
共
通

の
願
い
で
す
。

　

こ
の
三さ
ん

陸り
く

宮
古
に
、
代
々
続
く※

網あ
み

元も
と

の
家
に
生
ま
れ
た
大お
お

越こ
し

作さ
く

右
え
衛

門も
ん

は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
漁ぎ
ょ

法ほ
う

の
研
究
に
大
変
熱ね
っ

心し
ん

な
人
で
し
た
。

　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
こ
れ
ま
で
父
た
ち
が
行
っ
て
き
た
地じ

曳び
き

網あ
み

の
よ
う
な

漁ぎ
ょ

法ほ
う

で
は
、
岸
に
よ
っ
て
く
る
魚
し
か
と
れ
な
い
こ
と
を
、
と
て
も
残

念
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
ど
の
家
も
毎
日
食
べ
て
い
く
の
が
や
っ
と
だ
。
こ

れ
か
ら
は
、
沖お
き

の
魚
を
と
れ
る
よ
う
に
な
ん
ね
え
ば
…
。」

　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
新
た
な
漁ぎ
ょ

法ほ
う

の
開
発
を
、
真
け
ん
に
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
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そ
こ
で
、
作さ

く

右
え
衛
門も
ん

は
、
ま
ず
潮し
お

の
流
れ
を
観
察
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
魚
の
む
れ
の
通
り
道
や
、

そ
の
通
り
道
の
う
つ
り
変
わ
り
を
調
べ
、
そ
れ
に
あ
っ
た
新
し
い
漁ぎ
ょ

法ほ
う

を
試
し
て
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
ち
ょ
う
戦
は
失
敗
の
連
続
で
し
た
。
次
々
と
う
か
ぶ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
試
し
て

み
る
の
で
す
が
、
魚
は
い
っ
こ
う
に
と
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
、
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
各
地
の
経け
い

験け
ん

ゆ
た
か
な
漁
り
ょ
う

師し

か
ら
話
を
聞
く
な
ど
、
新
し
い
漁ぎ
ょ

法ほ
う

の
研

究
に
、
さ
ら
に
熱ね
っ

心し
ん

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　　

こ
う
し
て
、
九
年
の
月
日
が
流
れ
た
明め
い

治じ

二
十
一
年
の
春
、
作さ
く

右
え
衛

門も
ん

は
、
ぐ
う
然
、
あ
る
本
の
中
に
、
自
分
の
運
命
を
決
め
る
記
事
を
発

見
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
ア
メ
リ
カ
式
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

」
の
か
い
説
で
し
た
。

巾き
ん

着ち
ゃ
く
の
よ
う
な
大
き
な
ふ
く
ろ
状
じ
ょ
う

の
網あ
み

を
使
っ
て
、
魚
の
む
れ
を
い
っ

き
に
と
ら
え
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

「
こ
れ
だ
。」

　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
す
ぐ
に
網あ
み

作
り
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
年
の
六
月
に
は
ニ
シ
ン
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

を
作
り
、
そ
れ
か
ら
、
季
節
ご

と
に
や
っ
て
く
る
魚
の
む
れ
に
合
わ
せ
て
、
何
度
も
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

を
作
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
魚
は
思
っ
た
よ
う
に
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
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「
魚
が
み
ん
な
、
網あ
み

か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
て
る
。」

「
こ
れ
な
ら
、
前
の
網あ
み

の
方
が
い
い
ん
で
ね
え
の
。」

　

漁
り
ょ
う

師し

た
ち
の
文も
ん

句く

が
、
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

の
耳
に
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

「
や
っ
ぱ
り
無
理
な
ん
だ
べ
か
…
。」

　

そ
の
こ
ろ
、
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

に
は
、
心
配
な
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
網あ
み

を
作
る
お
金

の
こ
と
で
す
。
何
年
も
か
け
て
、
新
し
い
漁ぎ
ょ

法ほ
う

の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、
大お
お

越こ
し

家け

の
財ざ
い

産さ
ん

は

そ
こ
を
つ
き
そ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
そ
の
翌よ
く

年と
し

、
道
具
も
船
も
新
し
く
し
た
上
で
、
サ
ケ
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

を
作
る
こ
と
を
決
意

し
ま
す
。
こ
の
網あ
み

は
、
今
ま
で
以
上
に
工
夫
を
重
ね
た
も
の
で
し
た
が
、
こ
ま
っ
た
こ
と
に
船
に
乗
っ

て
く
れ
る
漁
り
ょ
う

師し

が
い
ま
せ
ん
。

「
あ
ん
な
バ
カ
網あ
み

で
、
魚
が
と
れ
る
わ
げ
ね
え
べ
。」

　

こ
れ
ま
で
の
失
敗
で
、
漁
り
ょ
う

師し

た
ち
は
、
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

の
作
る
網あ
み

を
笑
い
と
ば
し
、
相
手
に
し
な
く
な
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
し
か
た
な
く
近
く
の
農
家
の
人
た
ち
を
集
め
、
漁
り
ょ
う

を
続
け
ま
し
た
。
道
具
の
使
い
方

も
ま
ま
な
ら
な
い
人
た
ち
に
よ
る
苦
し
い
漁
り
ょ
う

で
し
た
が
、
つ
い
に
そ
の
苦
労
が
実
を
結
び
ま
す
。
明め
い

治じ

二
十
三
年
の
サ
ケ
漁
り
ょ
う

に
お
い
て
、
こ
の
あ
た
り
で
は
最
も
っ
と

も
多
く
の
サ
ケ
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
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網あ
み

の
中
で
に
げ
場
を
失
い
、
バ
チ
ャ
バ
チ
ャ
と
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
る
た
く
さ
ん
の
サ
ケ
た
ち
。
そ
れ

を
見
つ
め
る
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

の
ほ
ほ
に
、
ひ
と
す
じ
光
る
も
の
が
流
れ
ま
し
た
。

　　

巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

が
、
す
ば
ら
し
い
結
果
を
出
す
よ
う
に
な
る
と
、
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

の
と
こ

ろ
に
、
県
内
は
も
と
よ
り
、
県
外
か
ら
も
、
使
い
方
を
教
え
て
ほ
し
い
と
言
う
人

た
ち
が
、
た
く
さ
ん
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
そ
う
し
た
人
た

ち
に
、
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

の
全
て
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
教
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

を
使
う
船
が
、
大
※
た
い

漁
り
ょ
う

旗き

を
な
び
か
せ

て
港
に
帰
っ
て
く
る
光こ
う

景け
い

を
、
全
国
各
地
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

巾き
ん

着
ち
ゃ
く

網あ
み

に
つ
い
て
、
特
※
と
っ

許き
ょ

を
と
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
た
作さ
く

右
え
衛
門も
ん

は
、
こ

う
言
っ
て
こ
と
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
お
ら
あ
、
そ
ん
な
も
の
は
い
ら
ね
え
。
魚
は
み
ん
な
で
と
れ
ば
い
い
。」　

※
網あ
み

元も
と�

�

船
や
網あ
み

な
ど
を
持
っ
て
い
て
、
多
く
の
漁
り
ょ
う

師し

を
や
と
っ
て
漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
う
を
営
い
と
な

む
者
。

※
大た
い

漁
り
ょ
う

旗き�
�

漁ぎ
ょ

船せ
ん

が
港
に
帰
る
と
き
、
大た
い

漁り
ょ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
旗は
た

。

※
特と
っ

許き
ょ�

�

新
し
い
発
明
や
改か
い

良り
ょ
う
を
し
た
物
を
、
商
品
と
し
て
売
る
よ
う
な
時
に
、
政
府
が
、
そ
の
発�

��
�

�

明
や
改か
い

良り
ょ
う

を
し
た
人
に
だ
け
、
そ
れ
を
作
る
権け
ん

利り

を
認み
と

め
る
こ
と
。



− 26 −

　
　
　
学
び
と
っ
た
も
ぐ
り
の
技わ
ざ�

�

磯い
そ

　
崎ざ
き

　
定さ
だ

　
吉き
ち

　
　

　

後の
ち

に

｢

南な
ん

部ぶ

も
ぐ
り
の
開
※
か
い

祖そ

｣

と
言
わ
れ
た
磯い
そ

崎ざ
き

定さ
だ

吉き
ち

は
、
明め
い

治じ

五
年
に
岩

手
県
の
種た
ね

市い
ち

（
現
在
の
洋ひ
ろ

野の

町
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
種た
ね

市い
ち

の
あ
た
り
は
、
夏
で

も
冷
た
い
風
が
ふ
く
た
め
、
米
づ
く
り
に
は
む
か
ず
、
ま
ず
し
い
生
活
の
家
が
多

い
と
こ
ろ
で
し
た
。
定さ
だ

吉き
ち

の
両
親
は
、
彼
が
小
さ
い
こ
ろ
に
な
く
な
っ
た
の
で
、

定さ
だ

吉き
ち

は
、
一
家
の
く
ら
し
を
支さ
さ

え
る
た
め
に
、
一
生
け
ん
命
働
き
ま
し
た
。

　

　

定さ
だ

吉き
ち

が
二
十
七
才
の
と
き
の
こ
と
で
す
。
名な

護ご

屋や

丸ま
る

と
い
う
船
が
、
種た
ね

市い
ち

沖お
き

で
遭
※
そ
う

難な
ん

し
ま
し
た
。
そ

の
船
の
解
※
か
い

体た
い

作さ

業ぎ
ょ
う
を
す
る
た
め
に
、
千
葉
県
か
ら
、
三み

村む
ら

小こ

太た

郎ろ
う

と
い
う※

潜せ
ん

水す
い

夫ふ

が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

三み

村む
ら

は
、
解か
い

体た
い

作さ

業ぎ
ょ
う
を
手
伝
っ
て
い
た
定さ
だ

吉き
ち

を
見
て
、

「
お
ま
え
に
は
、
素そ

質し
つ

が
あ
る
。
お
れ
に
弟で

子し

入
り
し
て
、
潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
習
っ
て
み
な
い
か
。」

と
誘さ
そ

い
ま
し
た
。
こ
の
技
術
を
覚
え
る
た
め
に
は
、
二
、三
年
は
か
か
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
家

族
の
く
ら
し
を
支さ
さ

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定
吉
は
、
初
め
は
こ
と
わ
り
ま
し
た
が
、

「
ま
て
よ
、
こ
の
技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
覚
え
る
と
、
長
い
時
間
も
ぐ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。」

と
思
い
、
名な

護ご

屋や

丸ま
る

の
解か
い

体た
い

作さ

業ぎ
ょ
う
を
し
て
い
る
三
か
月
間
だ
け
、
三み

村む
ら

に
弟で

子し

入
り
を
す
る
こ
と
に
し
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ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
覚
え
る
の
は
、
か
ん
た
ん
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
村
が
教
え

た
の
は
、
「
ヘ
ル
メ
ッ
ト
式
潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
」
と
い
い
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
潜せ
ん

水す
い

ぐ
つ
な
ど
、
六
十
キ
ロ
以
上

も
あ
る
も
の
を
身
に
つ
け
て
も
ぐ
り
ま
す
。
水
中
で
の
移い

動ど
う

は
、
潜せ
ん

水す
い

服
の
中
の
空
気
を
調
ち
ょ
う

節せ
つ

し
て
行

い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ま
ち
が
え
る
と
、
水
面
ま
で
う
き
あ
が
っ
た
り
、
海
底
ま
で
し
ず
み
こ
ん
だ
り
し

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
上
、
海
中
で
は
水
の
重
さ
が
か
か
り
、
陸
上
の
よ
う
に
自
由
に
体
を
動
か
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
体
の
向
き
を
変
え
る
こ
と
も
む
ず
か
し
く
、
物
を
持
ち
あ
げ
る
な
ど
の
作さ

業ぎ
ょ
う
に
い

た
っ
て
は
、
し
せ
い
を
た
も
ち
な
が
ら
行
う
の
で
さ
ら
に
大
変
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
度
も
ぐ
っ
た

だ
け
で
、
へ
と
へ
と
に
な
り
、

「
何
て
む
ず
か
し
い
ん
だ
。
お
れ
に
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
…
。」

と
思
う
こ
と
も
た
び
た
び
で
し
た
。
し
か
し
、
定さ
だ

吉き
ち

は
、

「
こ
の
技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
学
び
と
れ
ば
、
沈ち
ん

没ぼ
つ

船せ
ん

の
解か
い

体た
い

作さ

業ぎ
ょ
う
な
ど
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
仕
事
を
広
め
れ
ば
、
種た
ね

市い
ち

の
人
々
の
く
ら
し
が
少
し
で
も
よ
く
な
る
は
ず
だ
。」

と
考
え
た
の
で
し
た
。

　

定さ
だ

吉き
ち

に
あ
た
え
ら
れ
た
時
間
は
、
三
か
月
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
心
を
強
く
し
た
定さ
だ

吉き
ち

は
、
ま

わ
り
の
潜せ
ん

水す
い

夫ふ

た
ち
の
動
き
を
見
て
必ひ
っ

死し

に
覚
え
ま
し
た
。
三み

村む
ら

か
ら
の
き
び
し
い
特と
っ

訓く
ん

に
も
た
え
、

と
う
と
う
三
か
月
の
う
ち
に
、
潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
の
基
本
を
身
に
つ
け
た
の
で
す
。　
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三み

村む
ら

た
ち
が
帰
っ
て
か
ら
も
、
定さ
だ

吉き
ち

は
さ
ら
に
技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
み
が
き
、
つ
い
に
は
、
日
本
一
と
言
わ
れ
て

い
た
千
葉
県
の
潜せ
ん

水す
い

夫ふ

に
も
負
け
な
い
う
で
前
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
当と
う

時じ

は
年
間
を
通
し
て
船
の
解か
い

体た
い

の
仕
事
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
定さ
だ

吉き
ち

の
家
の
く
ら
し
も
苦
し
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
定さ
だ

吉き
ち

は
、
せ
っ
か
く
こ
こ
ま
で
努
力
し
て

潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
身
に
つ
け
た
の
に
、

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
く
ら
し
て
い
け
な
く
な
る
。
や
め
て

し
ま
お
う
か
。」

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
定さ
だ

吉き
ち

は
、
ぼ
ん
や
り
海
を
な
が
め
て
い

ま
し
た
。
浜
で
は
、
地じ

元も
と

の
人
た
ち
が
ア
ワ
ビ
と
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
船
の
上
か
ら
も
ぐ
っ
て
は
と
り
、
息
つ
ぎ
の
た

め
に
海
面
に
上
が
り
、
ま
た
も
ぐ
っ
て
い
き
ま
す
。

「
そ
う
だ
。
こ
れ
だ
。」

　

定さ
だ

吉き
ち

は
、
さ
け
び
ま
し
た
。
潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
が
生
か
せ
る
漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
うに
目
を
つ
け
た
の
で
す
。
潜せ
ん

水す
い

漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
う
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
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れ
て
い
た
「
す
も
ぐ
り
」
と
ち
が
い
、
一
度
に
長
い
時
間
も
ぐ

れ
る
の
で
、
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
な
ど
を
た
く
さ
ん
と
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
定さ
だ

吉き
ち

は
、
多
く
の
弟で

子し

を
育
て
、
そ
の
技ぎ

術じ
ゅ
つ
を
種た
ね

市い
ち

の
人
々
に
伝
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
定さ
だ

吉き
ち

の
は
じ
め
た
潜せ
ん

水す
い

漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
う
は
、
種た
ね

市い
ち

の
人
々
の
く
ら
し
に
大
き
な
え
い
き
ょ
う
を
あ

た
え
た
の
で
し
た
。

　　

定さ
だ

吉き
ち

が
亡な

く
な
っ
た
後
、
そ
の
思
い
は
、
現
在
、
岩
手
県
立
種た
ね

市い
ち

高こ
う

等と
う

学が
っ

校こ
う

｢

海か
い

洋よ
う

開か
い

発は
つ

科か

｣

に

受
け
つ
が
れ
、
卒
業
生
た
ち
は
、
国
内
の
ほ
か
海
外
で
も
活
や
く
し
て
い
ま
す
。
種
市
の
潜せ
ん

水す
い

士し

た
ち

は｢

南な
ん

部ぶ

も
ぐ
り｣

と
言
わ
れ
、そ
の
潜せ
ん

水す
い

技ぎ

術じ
ゅ
つ
の
高
さ
は
、今
も
国
内
外
で
認み
と

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

※
開か
い

祖そ�
�

一
つ
の
流
り
ゅ
う

派は

を
お
こ
し
た
人　

※
遭そ
う

難な
ん�

�

海
や
山
で
災さ
い

難な
ん

に
あ
う
こ
と

※
解か
い

体た
い�

�

ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と　
　

※
潜せ
ん

水す
い

夫ふ�
�

水
中
に
も
ぐ
っ
て
作
業
を
す
る
人
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世界から認められる学者に　－ 木
き

村
む ら

　泰
た い

賢
け ん

 －

１　ねらい
　困難に出あいながらも、自分の目標に向かって努力を続けた郷土の先人の生き方から、自分で決めた目標に向
かい、希望をもってくじけずに努力しようとする心情を育てる。
� 【第 ５・６ 学年　１－（２）希望、勇気、不撓不屈】

２　資料について　
　⑴　内　容
　滝沢村に生まれ、八幡平市の東慈寺で育った木村泰賢が、インド仏教哲学の世界的権威となるまでの生き方
を描いた資料である。奉公に出なければならなかった少年時代を経て、学者になるために努力を続けた泰賢の
姿が描かれている。
　泰賢の「学者になる」という目標達成のために、物心両面で泰賢を支えた住職夫妻の深い愛情にも気付かせ
ながら、どのような生活環境にあっても、目標に向かい努力をすることの大切さを共感的にとらえさせたい。

　⑵　指導上の留意点
　　○　住職が亡くなり、泰賢が葛藤した場面の話し合いには、十分な時間をかけたい。「寺にもどって後を継ぐ」

ことと、「目標に向かって東京で勉強を続ける」ことは、どちらも価値のある行為であり、プラスとプラス
の価値葛藤場面となる。この ２つの行為の根拠を考えさせながら、悩む泰賢の心情に寄り添い、すえ夫人の
ひとことに後押しされて、学者になる道を選んだ泰賢の心情を共感的にとらえたい。また、ここでの決意が、
その後の泰賢の人生を支え続けることをおさえて、授業に臨みたい。

　　　　なお、泰賢の実際の選択は、東京に住み学問を続けながら、東慈寺の住職を勤めるというものであったが、
資料中には記載していない。

　　○　泰賢は、幼少期は、負けず嫌いであったために行動が乱暴であったが、学者になるための努力を重ねるこ
とで、学問だけではなく、人間としても完成されていったことを踏まえ、終末の教師説話では、その人柄の
素晴らしさも紹介したい。

　　○　詳しい時代背景をとらえさせるのではなく、泰賢の身に起こった出来事と、そのときの泰賢の心情や行動
に焦点をあてながら授業を進めたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　各教科
　　・社会「地域に関する学習」　・国語「読書指導（先人の伝記等）」
　⑵　総合的な学習の時間
　　　「地域の先人にかかわる学習」
　⑶　特別活動
　　　「将来の自分の夢の実現に向けて」

４　出典及び参考文献
　　岩手の先人　第 ３集　「気高い理想を求めた哲学者　木村泰賢」（菅原　昭平）

５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　卒業時や進級時に、将来の夢や目標について話し合わせ、夢や目標をもつことの大切さについて考えさせる。
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　⑵　本時の展開例

　⑶　事後の教育活動
　　　読書指導をして、自分の目標のために努力した人の伝記などを読むようにはたらきかける。

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　将来の目標を確認する。
○　将来こうなりたいという目
　標はありますか。また、その
　ために、今、どのような努力
　をしていますか。

・プロ野球選手になりたい。野球の練
　習をがんばっている。

・目標の有無の実態を、挙手により
　確認し、目標がある児童には、ど
　のような努力をしているかを短時
　間で発表させたい。

展　
　
　
　

開

２　資料を読んで、泰賢の気持
　ちや行動について話し合う。
○　泰賢は、どんな気持ちで、　
　酒屋や東慈寺の仕事を頑張っ
　たのでしょう。

○　住職が亡くなったとき、泰
　賢は、どうして悩んだのでしょ
　う。

◎　泰賢は、東京帝国大学の教
　授になるまで、どんな気持ち
　でがんばったのでしょう。ま
　た、泰賢が、世界から認めら
　れる学者になれたのは、どう
　してでしょう。

３　把握した価値と自己とのか
　かわりを考える。
○　泰賢のどういうところを見
　習って、これから生活してい
　きたいですか。

・お父さんの分も頑張らなくては。
・今までのように甘えてはいられない。

・今まで世話になった分、後を継いで
　頑張らなくてはいけない。
・後を継ぐ人間は、自分しかいない。
・何としても学者になりたい。
・東京での勉強を許してくれた住職の
　ためにも、勉強を続けなくてはいけ
　ない。

・努力しない限り、認められる存在に
　はなれないから。
・勉強することを進めてくれたすえ夫
　人や住職の気持ちにこたえるために
　も、何としても、世界から認められ
　る学者にならなくてはいけないとい
　う強い思いで、頑張りぬいたから。

・何があってもがんばり続けるところ。
・どんなときにも勉強を続けるところ。
・明るく前向きなところ。

■挿絵「東慈寺で働く泰賢」
・泰賢には、勉強だけではなく、何
　事にも精一杯取り組む姿勢がある
　ことにも気付かせる。

■挿絵「悩む泰賢」
・悩む根拠を考えさせながら、泰賢
　に共感させ、泰賢が悩んで出した
　決意の深さをとらえさせる。

■挿絵「学者となった泰賢」
・目標達成に向けた自分自身の強い
　意思と、その目標を認めて支える
　人々の愛情が泰賢を頑張らせたこ
　と、目標をもちそれに向かい努力
　することの素晴らしさをとらえさ
　せたい。

・発表させる前に、考えを書く時間
　をとり、泰賢の前向きに生きる姿
　を、児童一人一人の言葉で表現さ
　せたい。

終　
　

末

４　本時のまとめとして、教師
　の説話を聞く。
・泰賢の人柄についての紹介
　（参考資料等参照）

・泰賢の素晴らしさは、その人柄にも
　ある。努力を続けることは、人間性
　の素晴らしさにも影響してくる。

・心のノートの活用や教師自身の体
　験の紹介も考えられる。
■泰賢の顔写真
■参考資料のエピソード
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６　参考資料等
【�木村泰賢略歴（1881 ～ 1930）�】
1881（明治14）年　 8月 11 日　岩手県滝沢村一本木に生まれる。幼名は二蔵。三男二女の次男。
1884（明治16）年　 ２歳のとき、一家は大更（現　八幡平市）に移住。
1887（明治20）年　大田小学校入学。
1891（明治24）年　10 歳のとき、父死亡。一家離散。
　　　　　　　　　父が働いていた酒造店で奉公→田頭の東慈寺で仏門に入る。
1894（明治27）年　東慈寺の泰山師より一字をもらい「泰賢」と改名。
1903（明治36）年　曹洞宗大学卒業。東京帝国大学文科大学専科に入学。
　　　　　　　　　日露戦争に看護兵として従軍。
1907（明治40）年　盛岡出身のテル子と結婚。
1909（明治42）年　東京帝国大学印度哲学科卒業。成績優秀により、恩賜の銀時計を受ける。
1912（大正元）年　恩賜賞を受ける。
1918（大正 6）年　東京帝国大学助教授となる。
1919（大正 8）年　英・独留学。帰国後博士号を得る。
1923（大正12）年　東京帝国大学教授となる。
1930（昭和 5）年　 5月 16 日　狭心症により急死。49 歳。

【�泰賢にかかわるエピソード（※終末の教師説話に活用）�】
○　幼少期に、泰賢の行動があまりにも乱暴であることを心配した母は、「悪い人は地獄におちるし、善い人は極
楽に行くのですよ。」と、いつも仏教の教えを言い聞かせていた。
○　泰賢は、人間がもって生まれたものが善か悪かというような事から、仏教のもつ宇宙観も含む理論をまとめた。
インド仏教の草分け的な存在である。
○　泰賢が研究した内容は、現在でも、仏教を学ぶ大学での講義内容となっている。
○　東慈寺の住職を勤めながら、東京での学問を続けた泰賢は、度々、東慈寺にもどり、仏教の考えを地元の人た
ちに教えるなど、地元のためにも活動を続けた。花輪線ができる前であったため、東京から田頭の東慈寺までの
所要時間は、丸 1日以上であった。
○　泰賢は、英語塾の給料は学資に充て、恩賜金をもらったときは、山門を作るために全額を東慈寺へ寄附した。
○　東慈寺のすえ夫人は、住職が亡くなった後、東京で勉強を続けることを決めた泰賢のために、蚕を飼い、桐の
木を育てるなどして、学資を送り続けた。また、妻となったテル子も、田頭小学校の教員をしながら、東京にい
る夫へ学資を送り続けた。
○　泰賢は、一緒に電車を待っていた小さい息子から「お父さん電車が来ました。」と言われ、「今の言葉を英語で
言いなさい。」と言い返すような、厳しい父親であった。
○　泰賢は、がっしりとした体で、声は太くて力強く、隠し立てをしない明るい性格だった。難しいことがおきて
も、快活に笑いとばし、他人への細かい心配りもできた。人から頼まれたことは、いやとは言わずに何でも引き
受け、全力を注いでやり通した。昼夜を問わずに仕事に追われる生活でも、訪れた客を、「話をして行け。」「泊まっ
て行け。」と熱心に引き止めた。誰からも好かれ、尊敬される人物であった。
○　泰賢は亡くなる数日前、訪れた学生にこう言った。「麦畑の中を歩いていたら、子どものときのことが思い出
されてきてね。何だか、涙ぐんでしまったよ。」これは、麦のように踏まれて伸びてきた自分の人生を思い返し
ての一言であると思われる。

【�参照したホームページ�】
　ＹＡＨＯＯ！百科事典「木村泰賢」　　岩手の文化情報大事典いわてゆかりの人々「木村泰賢」
　※情報提供先：岩手県八幡平市田頭第 23 地割 61　東慈寺
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本の虫　－ 野
の

村
む ら

　胡
こ

堂
ど う

 －

１　ねらい
　読書好きという自分の長所を生かした先人の生き方を知り、自分には自分らしいよさがあることに気付き、そ
のよさを伸ばそうとする心情を育てる。
� 【第 ５・６ 学年　１－（６）向上心、個性伸長】

２　資料について　
　⑴　内　容
　幼い頃から、土蔵の中にある父の蔵書を読みふけった主人公の野村胡堂は、読書の魅力にとりつかれていた。
さらに、胡堂の家に出入りしている畳屋の親方がたくさんの昔話を聞かせてくれた。胡堂は、土蔵の読書と親
方の語る昔話から、物語の面白さに傾倒していく。高等小学校に進んだ胡堂は、学校への行き帰りにいじめに
あうが、自分の読んできた本の中身を語って聞かせることで友達の中で一目置かれる存在になっていく。その
後、胡堂は新聞記者になり、作家としても活躍するようになる。幼い頃の膨大な読書量により、自分に自信を
もち、さらにはそれを将来の仕事に結び付けていった胡堂の姿に共感させていくことにより、ねらいにせまっ
ていきたい。

　⑵　指導上の留意点
　　○　導入では、「銭形平次」の写真やビデオなどを提示して、「銭形平次」にあまりなじみのない児童にも興味

をもてるようにする。そして、江戸を舞台にした話であるが、作者は岩手県出身であることを知らせる。
　　○　野村胡堂が高等小学校に通っていた当時は、テレビもラジオもない時代であり、児童の現在置かれている

状態とはかけ離れている。その頃の活字の重みなどについて補足しながら授業を進めていきたい。
　　○　登下校の際にいじめに遭っていた胡堂の気持ちに共感させながら、それをはね返すきっかけになった物語

を語るときの胡堂の誇らしげな気持ちへとつなげていきたい。児童一人一人の中にも、自分らしいよさがあ
ることに気付かせ、今後それを伸ばしていこうとする意欲を高めるきっかけとしていきたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　総合的な学習の時間
　　　「郷土の先人の生き方に学ぼう」
　⑵　特別活動（児童会活動）
　　　「読書月間の取り組み」

４　出典及び参考文献
　・「胡堂百話」　野村胡堂　著� （中央公論新社　昭和 56 年 6 月 1０ 日）
　・「かたくりの群れ咲く頃の」　野村胡堂・あらえびす調査会　編纂� （紫波町　平成 7年 6月 1０ 日）
　・「銭形平次の心～野村胡堂あらえびす伝～」　藤倉四郎　著� 　（文藝春秋　平成 7年 ９月 ２０ 日）
　・「岩手の先人（第 5集）」　日本教育界岩手県支部調査研究部　編集
� （日本教育会岩手支部　平成 ２1 年 5 月 ３1 日）
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５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　「岩手の先人」の読み聞かせを行い、岩手の先人への興味と関心をもたせる。

　⑵　本時の展開例

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　「銭形平次」の写真を見なが
　ら、野村胡堂について知る。
・野村胡堂の簡単な略歴を紹介
　する。

・岩手にもそんなすごい人がいたんだ
　な。

■銭形平次の写真やビデオ
・江戸を舞台にした話であるが、岩
手県出身の人が書いていることを知
らせる。

展　
　
　
　

開

２　資料を読んで話し合う。
○　土蔵の中で本を読んだり、　
　親方の昔話を聞いたりしてい
　るとき、胡堂はどんなことを
　思っていたでしょう。
○　学校の行き帰りにいじめっ
　子に泣かされているとき、胡
　堂はどんな気持ちだったで　
　しょう。
◎　友達に読んだ本のことを話
　してあげているとき、胡堂は
　どんな気持ちだったでしょう。
○　新聞記者になり、作家とし
　て、銭形平次が大人気となっ
　たとき、胡堂はどんなことを
　思いましたか。

３　把握した価値と自己とのか
　かわりを考える。
○　胡堂の生き方から、あなた
　が大切だと考えたことはどん
　なことですか。

・読書をしているとやめられない。
・親方にお話を聞くのはおもしろいな
　あ。

・いっしょに学校に行きたくない。
・早く家に帰って本を読みたい。

・自分の読んだ話を聞いてくれてうれ
　しい。
・みんなが僕を認めてくれてうれしい。
・銭形平次の話を書くことができたの
　も、幼い頃の読書と故郷のおかげだ。
・自分は、本が好きなことを生かすこ
　とができた。
・ふるさとの人たちに、自分ができる
　ことをしよう。

・自分のよさに気付き、それを生かそ
　うとすること。
・自分のよさをのばすこと。

■挿絵「土蔵の中の胡堂」
・土蔵の読書から、親方の話に熱中
　していく胡堂の様子をつかませ　
　る。
・学校の行き帰りに友達にいじめら
　れている胡堂の悔しさに共感させ
　たい。

■挿絵「物語を話す胡堂」
・友達が自分の話に耳を傾けてくれ
　るうれしさと、自分の長所を生か
　すことができた喜びに共感させた
　い。
・幼い頃の読書を、自分の生涯の仕
　事につなげた胡堂の姿に共感させ
　たい。
・胡堂は、自分が得ることができた
　利益をふるさとに還元したことに
　ついて、捉えさせたい。
・書く活動を取り入れ、価値につい
　てじっくりと考えさせるようにす
　る。

終　
　

末

４　隣の友達の長所は何か考え
　る。
○　隣の友達の長所を見つけて、
　お互いに知らせ合いましょう。

・運動が得意。
・友達に親切。
・何事にも一生懸命。

・誰もがそれぞれ長所をもっている
　ことを自覚させ、それを伸ばそう
　とする意欲をもたせたい。

　⑶　事後の教育活動
　　　総合的な学習の時間等で、自分の個性を伸ばして活躍した岩手県の先人について調べる学習活動を行う。
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６　参考資料等
【�野村胡堂と銭形平次について�】

・日本の小説家、作家、音楽評論家。本名は、野
の

村
むら

長
おさ

一
かず

。小説を書く際は「野村胡堂」、音楽評論家としては、「あ
らえびす」というペンネームをそれぞれ使った。
・代表作は、『銭形平次捕物控』。昭和 6年（1931 年）、「文藝春秋オール讀物号」創刊号に銭形平次を主人公にし
た第１作が掲載された。以降第二次世界大戦を挟んで昭和 32 年（1957 年）までの 27 年間、長編・短編あわせ
て 383 編が発表された。
・作者の野村胡堂は、文藝春秋から執筆を依頼され、構想を練っている時、たまたま編集局の窓から見かけた錢高
組の看板と社章から「銭形」の名前を思いついたという。また、『水滸伝』の登場人物が小石を投げるのを得意
にしていたというエピソードから、投げ銭のヒントを得たという。
・連載が始まった昭和 6年には、早くも映画化され、特に長谷川一夫主演の銭形平次シリーズは人気を博し、昭和
24 年（1949 年）から昭和 36 年（1961 年）まで 18 作の映画が上映された。
・テレビでは、大川橋蔵主演による銭形平次シリーズの人気が高く、昭和 41 年（1966 年）から昭和 59 年（1984 年）
まで 18 年間にわたり放映された。ドラマ史上最長の全 888 回という金字塔を打ち立て、ギネスブックに認定さ
れている。他にも、風間杜夫、北大路欣也、村上弘明らが平次役を演じている。

【�野村胡堂の生い立ち�】

・明治 15 年紫波郡大巻村（後の彦部村、現在の紫波町）に生まれる。
・彦部尋常小学校を卒業後、紫波高等小学校に進む。
・14 歳の時に、盛岡に出て、岩手県尋常中学校（後の盛岡中学校。現在の盛岡第一高等学校）に入学。同級生に、
金田一京助、田子一民、及川古志郎ら。上級生に米内光政、下級生に石川啄木ら。
・22 歳の時に、東京の旧制第一高等学校に入学。25 歳で東京帝国大学法科大学（現・東京大学法学部）に入学。
29 歳の時に、父が事業に失敗し、大学を除籍される。
・30 歳の時に、新聞社に入社。新聞社の仕事の傍ら、クラシックレコードの収集に没頭する。
・35 歳で社会部長、40 歳で調査部長兼学芸部長となる。新聞社の仕事の傍ら、執筆活動に力を入れ始める。「あら
えびす」のペンネームでクラシック音楽の評論・紹介を行う。
・42 歳で編集局相談役になり、主力を執筆活動に移す。
・45歳の時に長女を、52歳の時に長男を、58歳の時に次女を亡くす。子ども４人の内３人に先立たれることになる。
・49 歳の時に、「銭形平次捕物控」を発表。その年に、映画化第一作が製作される。以後、75 歳までに 383 編の「銭
形平次捕物控」を世に送り出す。その他にも、少年向けの冒険小説やクラシックレコードの評論集など、多彩な
分野の本を書き続ける。
・75歳の時に、白内障の影響で視力が衰え、執筆活動を断念する。同年、東京都に、SPレコード約7000枚を寄付する。
・77 歳の時に、故郷紫波町の名誉町民となる。
・81 歳の時に、貧しい子どもたちの学費を援助するために、野村学芸財団を設立する。この年、肺炎のために亡
くなる。

［野村胡堂・あらえびす記念館］

　　http://www.kodo.or.tv/
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みちのくの電信王　－ 谷
や

村
む ら

　貞
て い

治
じ

 －

１　ねらい
　夢の実現のため、挫折を乗り越えて努力した郷土の先人の生き方を知り、くじけずに希望と勇気をもって前進
していこうとする心情を育てる。
� 【第 ６ 学年　１－（２）希望、勇気、不撓不屈】

２　資料について　
　⑴　内　容
　主人公谷村貞治は、18 歳のとき「電気通信」に関わる仕事に就く。仕事の最中、その頃はまだ珍しかった
飛行機が、悠然と空を飛ぶ姿を目の当たりにし、「自分も電気通信の世界で人を驚かせるようなものをつくり
たい」という夢をもつようになる。その後、関東大震災、太平洋戦争での空襲など、幾多の困難を乗り越えな
がらその当時の最先端の通信機器を開発していくのである。
　自然災害、そして戦争。誰もが絶望感を覚えるような状況の中でも、一つの夢が原動力となり、力強く前向
きに生き抜いた貞治の姿、心情に共感させていくことによりねらいにせまっていきたい。

　⑵　指導上の留意点
　　○　導入では、「モールス符号」で表した文を提示するなどして、その当時の通信の大変さを実感させるとと

もに、誰でも使える通信機械を開発しようとした人物が岩手にいたこと、開発までには幾つもの大きな困難
があったことを知らせ、資料内容への興味や問題意識を高めるようにしたい。

　　○　関東大震災や太平洋戦争等の歴史的事実に関しては、本文の写真以外にも資料を準備するなどして、その
悲惨な状況を押さえ、それを乗り越えた貞治の力強い生き方に共感できるようにしたい。

　　○　太平洋戦争の大空襲で失ったものは、関東大震災の時とは比べものにならないほど大きいものである。そ
れまで積み重ねたものの大きさと「残されたのはたった一枚の看板とそれをかかげていた門柱だけ」という
部分の対比から、夢をあきらめる一歩手前まで追い詰められた貞治の心情について考えさせていきたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　各教科
　　・社会　第 5学年「我が国の工業生産」「情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり」
　　　　　　第 6学年「戦争と人々の暮らし」
　⑵　総合的な学習の時間
　　第 6学年「郷土の先人から学ぼう」

４　出典及び参考文献
　谷村貞治　著　
　　・「白萩荘随談」　　　　　　　　　　　　　��（杜陵書院　昭和 ３３ 年 1０ 月 1０ 日発行）
　　・「この道ひとすじに−運・鈍・根の人生−」��（大和書房　昭和 41 年 ９ 月 1 日発行）

５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　第 6学年の社会科で「戦争と人々のくらし」について学習したあとに本資料を扱うことにより、時代背景が
より明確になり、そこを乗り越えて生き抜いた貞治の心情への共感がより強くなる。
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⑵　本時の展開例

　⑶　事後の教育活動
　特別活動における「学級活動」の内容（２）ア　「希望や目標をもって生きる態度の形成」や、「児童会活動」
等との関連を図り、道徳的実践につながるような場を位置付ける。

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　今と昔の通信方法の違いに
　ついて話し合う。
○　現代の通信方法と比べてみ
　てどう思いましたか。
○　今のワープロのような機械
　を開発した人が岩手にいたの
　です。どんな苦労があったの
　でしょう。

・打つ方も受け取る方も大変。
・とても不便な方法だ
・岩手にそんな人がいたなんてすごい
　ことだ。
・完成させるまで長い時間がかかった
　に違いない。

■「モールス符号」の表
・表をもとに、「モールス符号」を
　解読させることによりその大変さ
　を実感させるようにする。

展　
　
　
　

開

２　資料を読んで話し合う。
○　飛行機を見つめる貞治のむ
　ねがどきどきと高鳴ってきた
　のはなぜでしょう。
○　関東大震災によって全てを
　失った貞治はどんなことを考
　えたでしょう。

○　「残されたたった一枚の看　
　板」を目にしたとき貞治はど
　んな気持ちだったのでしょう。

◎　戦争後、国から施設修理の
　依頼を受けたとき、貞治はど
　んな気持ちだったのでしょう。

３　把握した価値と自己とのか
　かわりを考える。
○　今日のお話の中で、自分に
　とって大切だと思ったことは
　何ですか。書いてみましょう。

・自分にはどんなものが作れるのか楽
　しみになってきた。
・みんなが驚く顔を想像した。
・自分の夢はあきらめない。
・夢に向かって再出発だ。
・人をおどろかせるようなものをつく
　るまであきらめないぞ。
・がんばってきたことが全てむだに　
　なってしまった
・もとのような大きな工場を作ること
　はもう無理だ。
・大震災の時のようにはがんばれない。
　仕事はやめてしまおう。
・自分の努力が認められた。やってき
　たことはむだではなかったんだ。
・やはり「ものづくり」への夢はあき
　らめきれない。
・もう一度、夢に向かってがんばろう。
・夢というのは自分に強い力を与えて
　くれるものだ。
・くじけないで努力すれば少しずつで
　も目標に近づくものだ。

■挿絵「飛行機を見つめる貞治」

・資料の説明の他に震災の被害等に
　ついて簡単にふれる。

■挿絵「焼け野原の東京」
・震災のときより、より多くのもの
　を失ったことを押さえる。

■挿絵「国から依頼される貞治」
・空襲後の絶望感を想起させ、その
　ことと対比させることにより、貞
　治の大きな喜びをとらえさせた　
　い。
・貞治の生き方から学んだことにつ
　いて書かせることにより自己との
　かかわりを考えられるようにす　
　る。

終　
　

末

４　本時のまとめをする
○　あきらめずにがんばり続け
　ていることはありますか。
○　先生にも○○のような経験
　があります。

・将来の夢に向かって～を続けている。
・～ができるようになりたいのでがん
　ばっている。



− 1２ −

６　参考資料等
【�略歴（インターネットサイト「Wikipedia」より抜粋）�】
１８９６年３月１９日
　・岩手県稗貫郡新堀村（後の石鳥谷町、現・花巻市）に生まれる。
１９１６年（２０歳）
　・神田電気学校（現・東京電機大学）を卒業。
　・中央逓信局電信工夫から逓信省技手に昇進。
１９３７年（４１歳）
　・東京市蒲田区（現・東京都大田区蒲田）に旧陸海軍指定管理工場である新興製作所を設立。所長として電信機
の開発・製造に携わり、逓信省からの要請を受け公衆電報用テープ式印刷電信機の研究に着手。

１９４５年（４９歳）
　・本社工場を岩手県花巻に移転してＧＨＱから操業再開の許しを得て公衆用テープ式印刷電信機及び関連機器の
開発、仮名文字印刷電信機の製造を開始。

１９５０年（５４歳）
　・世界初の和欧文三段シフト頁式印刷電信機を開発、テレプリンターの専門オペレーター養成のため工場隣接地
に谷村学院を設立。

１９５４年（５８歳）
　・功績を評価され第 7回岩手日報文化賞（産業部門）を受賞。
１９５５年（５９歳）
　・日本初の漢字テレプリンターを朝日新聞社と共同開発し新聞報道の機械化を実現。
１９５７年（６１歳）
　・電子計算機連動用のさん孔タイプライターを完成。
　・普通科女子高等学校の谷村学院高等学校を開校。
　・廃屋同然の状態だった盛岡劇場を谷村文化センターとして再建。
１９５９年（６３歳）
　・第５回参議院議員通常選挙に自由民主党（岩手選挙区）から立候補して初当選。
１９６５年（６９歳）
　・第７回参議院議員通常選挙でも当選し参議院議員を２期務め、政調通信部会副部長、東北地方開発審議会委員、
裁判官訴追委員会委員などを歴任。

１９６７年（７１歳）
　・谷村電気精機株式会社を設立。
１９６８年４月２０日（７２歳）
　・療養中の仙台厚生病院で亡くなる。「技術に国境はない」という名言を残している。

【�谷村貞治が開発を手がけた機械�】
　・株式会社新興製作所ＨＰ参照
　　http://www.shinko-exc.co.jp/company/history/index.html
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１　ねらい
　生涯を通して公正・公平を求め続けた郷土の先人の生き方を知り、誰に対しても差別をすることや偏見をもつ
ことなく、公正・公平にし、正義を実現していこうとする心情を育てる。
� 【第 ６ 学年　４－（２）公正・公平、正義】

２　資料について　
　⑴　内　容
　高学年の内容項目 4− （２）は、「だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正、公平にし、正
義の実現に努める。」である。この内容項目は、低学年の「約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にする。」
中学年の「約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。」を受けて発展してきたものである。また、中学校の
「正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、差別や偏見のない社会の実現に努める。」へと発展していく。
　本資料では、身分の違いに関係なく、平等に学ぶことができる学問所を建てるべきだと進言したことで幽閉
されながらも、罪を犯した人を公平に裁判する新しい刑法「無刑録」を書き上げた芦東山の姿や「無刑録」の
内容から、だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正・公平にし、正義を実現していこうとす
る心情を育てることができると考える。

　⑵　指導上の留意点
　この時期の児童は、自分の所属する集団や社会における自分の役割や責任等についての自覚が深まり始める。
しかし、その一方で、いじめ等の身近な差別や偏見に気付きつつも、だれにも分け隔てなく公正・公平に接す
ることができないでいる。
　本資料の指導にあたっては、前半部分では、仙台藩に学問所のことを進言したことで刑に処され、学者とし
ての仕事が思うようにできない東山のつらさに共感させるとともに、進言したことを少しも後悔せず、公正・
公平を求める東山の強い願いに気付かせたい。この際，上滑りな考えにならないよう、事前の教育活動として
社会科の授業等で江戸時代の身分制度に対する理解を深め、当時の厳しい身分制度の中にありながら公正・公
平を重んじた東山の断固たる態度の尊さに気付かせたい。
　また、後半部分では、刑に処されながらも、公正・公平に正義を実現しようとする東山の使命感や信念、生
涯を通して身分の違いにとらわれない姿勢を貫いた東山の生き方について考えさせることで、本時のねらいへ
迫っていくようにしたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　各教科
　　・社会　第 6学年「身分ごとに異なる暮らし」
　⑵　総合的な学習の時間
　　　「郷土の先人」（地域の特色に応じた課題学習）
　⑶　特別活動　　　　　　
　望ましい人間関係を築く態度を育成するために、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の活動場面
との関連を図る。

４　出典及び参考文献
　・「岩手の先人」第５集　日本教育会岩手県支部
　・芦東山の生涯�―学問は人々の幸せのために―　一関市教育委員会
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５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　第 6学年の社会や総合的な学習の時間に、江戸時代の「身分ごとに異なる暮らし」、「郷土の先人」について
学習することで、当時の時代背景や身分制度に対する理解を深め、興味をもたせる。

　⑵　本時の展開例

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　不公平な扱いをされた経験
　について話し合う。
○　今までに、不公平な扱いを
　受けていやだなあと感じたこ
　とはありませんか。

・グループをつくるときに、仲間はず
　れにされて嫌な気持ちになった。
・遊んでいるときに仲間に入れてもら
　えなくて悔しかった。

・自分の経験について話し合いなが
　ら資料への方向付けを図る。
・学級の状況応じ、深刻な内容に陥
　らないように留意する。

展　
　
　
　
　
　
　

開

２　資料を読んで、東山の気持
　ちや行動について話し合う。
○　室鳩巣先生から仕事を頼ま
　れた東山は、どんなことを思っ
　たのでしょう。

○　刑を受けても、藩に学問所
　の案を出したことを東山が少
　しも後悔しなかったのはなぜ
　でしょう。

◎　「無刑録」を書きながら東山
　はどんなことを考えたので　
　しょう。

○　藩から許され、２３ 年間の不
　自由な生活が終わった東山は、
　ふるさと渋民でどんな思いで
　みんなと交わったのでしょう。

３　これまでの自分の経験を振
　り返る。
○　友達に公平に接することが
　できなかったのは、どんな理
　由からでしょう。ノートに書
　いてみましょう。

・先生に認められてうれしい。
・先生の意志を受け継いで、刑法の本
　を書き上げよう。
・勉強をたくさんして先生のような人
　になりたい。　
・身分の違いによって裁判が左右され
　るなんておかしい。
・自分は間違ったことをしていないか
　ら。
・身分に関係なく学べる学問所が必要
　だという思いに変わりはなかったか
　ら。
・学問に差別があってはならないから。
・先生の期待に応えたい。
・誰にでも公平な社会であるべきだ。
・刑を与える前に犯罪のわけを調べな
　ければならない。
・公平な心で、真実をよく確かめ判断
　すべきだ。

・学ぶことに身分の違いは関係ない。
・人間はみんな平等だ。
・ふるさと渋民は、わたしの学問の出
　発点だ。

・好き嫌いで判断していたから。
・自分の都合のいいことを優先してい
　たから。
・人の意見に左右されていたから。
・その場の雰囲気に流されていたから。

■挿絵「東山の肖像画」

■挿絵「仕事を頼まれる東山」
・刑法の本を書くことへの東山の使
　命感をとらえさせる。

・刑を受けたつらさに共感させると
　ともに、意見書を出したことを後
　悔せずに公正・公平を求める東山
　の強い願いに気付かせる。

■挿絵「執筆する東山」
■写真「『無刑録』」
・「無刑録」に込められた東山の思
　いをとらえさせる。
・刑に処されながらも、公正・公平
　に正義を実現しようとする東山の
　信念をとらえさせる。
■挿絵「様々な人々と学ぶ晩年の東
　山」
・生涯を通して、身分の違いにとら
　われない姿勢を貫いた東山の生き
　方をとらえさせる。

・資料から考えたことを基に自分の
　経験を振り返り、自分を見つめさ
　せる。
・単に経験を想起させるのではなく、
　その時の自分の言動を生んだ心に
　ついて考えさせたい。

終　
　

末

４　教師の説話を聞く。
・正しいと思うことを実行でき
　ずに、他の人に公平に接する
　ことができなかった苦い経験
　談

・公正・公平な態度をとるためには、
　正しいことを正しいと主張する心
　の強さが必要であることに気付か
　せる。

　⑶　事後の教育活動
　特別活動の学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の活動場面との関連を図ることで、望ましい人間
関係を築く態度を育成する。
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６　参考資料等
【 芦東山の略歴 】

【�芦東山�ゆかりの地�】�
◇　一関市大東町渋民・・・・東山生誕の地
◇　栗原市高清水・・・・・・東山が幽閉された地
◇　加美郡加美町宮崎・・・・東山が幽閉された地
◇　登米市東和町米谷・・・・東山の妻生誕の地

【�『無刑録』書名の由来�】�
　政治史、政教を記した中国最古の歴史書『書経』の中にある一節「刑
は刑無きを期す」からとったもの。刑罰を設ける目的は、刑罰が無
用になることであり、そのような理想を実現するためには、教化に
力を注ぎ、悪に走る者を未然に防ぐ努力が必要であるという考えの
下に名づけられた。常に庶民や弱者の擁護を念頭に置く東山の人間
愛と儒学者としての信念に貫かれた姿勢が窺われる。

芦東山記念館�
　〒 029-0521　
　　岩手県一関市大東町渋民字伊勢堂 71-17
　　　　　　　　　　TEL　0191（75）3861
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沖へのちょう戦　－ 大
お お

越
こ し

　作
さ く

右
え

衛門
も ん

 －

１　ねらい
　自分の信念をもち、困難に負けず努力し続け、夢を実現させた郷土の先人の生き方を知り、自分の立てた目標
に向かって、くじけずに取り組もうとする態度を育てる。
� 【第 ５・６ 学年　１-（２）希望、勇気、不撓不屈】

２　資料について　
　⑴　内　容
　本資料では、新しい漁法の開発を夢み、我が国初の米国式巾着網導入の成功を成し遂げ、旋網漁業発展の根
本をつくった偉大な漁業研究家である大越作右衛門を取り上げている。自分の信念をもち、困難に負けず努力
し続け、夢を実現させた人間の強さに触れたとき、子どもたちは、真の勇気を感じ取り、がんばることのすば
らしさに気付くことができると考える。
　大越家は代々続く旧家で大変裕福であった。それでも、作右衛門が新しい漁法の開発を決意してから成功す
るまでの 11 年間につぎ込んだ費用は莫大なものであり、最後には家屋敷を抵当に借金をしなければ網を作る
ことができなかった。そこまでして作った網であったが漁師に相手にされず、農民をかき集めての操業を余儀
なくされる。どれだけ作右衛門の心の中で葛藤があったか想像を絶するものがあるが、それと同時にどんな困
難も乗り越える決意の強さも感じられる。
　このような作右衛門の思いや行動に着目させながら、苦しい中でも自分の立てた目標に向かって、粘り強く
努力する姿に気付かせ、ねらいに迫りたい。

　⑵　指導上の留意点
　　○　江戸時代の終わり頃は、東北地方を度重なる飢饉が襲い、人々の暮らしはとても苦しいものであった。そ

ういった時代背景に気付かせながら、沖の魚をとれるようになることが、どれほど価値のある目標であるか
気付かせたい。

　　○　作右衛門は、米国式巾着網について、網やその他の道具の実物はもちろん、実際に漁をしている様子を見
たこともなかった。書かれた文字だけが頼りであり、そのような状況の中で試行錯誤することの難しさにも
気付かせたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　各教科
　　・社会　第 5学年「我が国の水産業の様子」
　⑵　総合的な学習の時間
　　　「地域の特色に応じた課題学習」

４　出典及び参考文献
　・「岩手県漁業史」　岩手県編集

５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　 5年生の社会科で学習したことをもとに、我が国の大切な産業である水産業について興味をもたせる。
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⑵　本時の展開例

　⑶　事後の教育活動
　運動会やマラソン大会などの学校行事、家庭学習の取り組みなど、目標を立てて取り組む教育活動と関連付
ける。

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　目標を立てても途中であき
　らめたり、忘れてしまったり
　したことはないか話し合う。

・最初はがんばったんだけど、続ける
　ことができなくてやめてしまいまし
　た。
・むずかしくてあきらめました。

・気持ちを継続させていくことのむ
　ずかしさに共感させるようにした
　い。

展　
　
　
　
　

開

２　資料を読んで話し合う。
○　作右衛門はなぜ新たな漁法
　の開発を真剣に考えるように
　なったのでしょう。

○　９年間の努力の末、アメリ
　カ式巾着網についての記事を
　発見したとき、作右衛門はど
　んなことを考えたでしょう。

○　あんなバカ網で魚がとれる
　わけがないと文句を言われた
　とき、作右衛門はどんな気持
　ちになったでしょう。

◎　大漁旗をなびかせ帰ってく
　る船を見て、作右衛門はどん
　なことを思ったでしょう。

３　把握した価値と自己とのか
　かわりを考える。
○　今までに努力して達成でき
　たことに、どんなことがあり
　ましたか。

・毎日食べていくのがやっとだ。
・沖にはたくさんの魚がいるのに。
・くらしを変えるには、新しいことを
　やらなければだめだ。
・これならきっと成功する。
・９年間探していたものがやっと見つ
　かった。
・すぐにでも自分で試してみたい。
・成功すればみんなのくらしもよくな
　るはずだ。
・やっぱり無理だったのかな。
・これでやめてしまおうか。
・せっかくみんなのためにがんばって
　きたのに。
・今度こそ、成功するはずだ。
・ここでやめたら、ここまでの苦労が
　無駄になってしまう。
・がんばってきてよかった。
・自分の考えた方法をみんなが使って
　くれてうれしい。
・自分が目指してきたことはまちがい
　ではなかった。

・つらいときがあっても練習に休まず
　参加し、大会で優勝できた。
・毎日練習を続け、二重跳びの連続跳
　びができるようになった。

・人々のことを想う作右衛門の気持
　ちやその目標の価値に気付かせた
　い。

・新しい漁法の開発を決意してから
　９年間努力した末の発見であるこ
　とに気付かせ、その喜びに共感さ
　せたい。

・「やめてしまおう」という気持ち
　と、「成功させたい」という気持
　ちの葛藤に共感させたい。

■挿絵「指導する作右衛門と大漁旗
　をなびかせる船」
・作右衛門が新しい漁法を開発し、
　それをみんなに伝えることができ
　たのも、あきらめずに頑張って努
　力してきたからであることに気付
　かせたい。

・自分たちが経験してきたことを通
　して、目標に向かい努力し、達成
　することの道徳的価値を自覚させ
　たい。

終　
　

末

４　今の自分の目標は何か、そ
　れを達成するために何が必要
　だと思うかノートに書く。

・目標をもつことのすばらしさに気
　付かせながら、実践への意欲を高
　めたい。
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６　参考資料等
【�大越家の人々�】
　　岩手県漁業史には、「大越家の人々」として、以下のように紹介されている。

　大越家の歴史は、即ち漁具漁法改良の歴史である。そして、その歴史とは、三陸漁民の血と汗に滲んだ新漁
法開発という困難の歴史の側面を投影するほどの本県漁業開拓史上、重要かつ傑出した事績の記録であった。
（抜粋）

　岩手県漁業史では、四代目当主作右衛門、六代目当主庄兵衛、七代目当主作右衛門について、詳しく紹介され
ている。「沖へのちょう戦」で主人公として取り上げたのは、七代目当主作右衛門である。
　四代目当主作右衛門および六代目当主庄兵衛も新漁法開発に情熱を燃やした人物である。そして、庄兵衛につ
いては広く世間の人々のために尽くしたエピソードも残されており、七代目作右衛門にもその気質が受け継がれ
たものと思われる。
　七代目作右衛門については、さらに以下のように紹介されている。

　沖合操業の能率漁網が要望された時代にあって、我が国初の米国式巾着網導入の成功をなし、ひいては歴史
的意味において今日隆盛を極める旋網漁業発展の根元を形作ったといえる、明治時代の偉大な漁業研究家

【�七代目作右衛門年譜�】

＊本年譜は、岩手県漁業史に記載されている文章を、抜粋し表にまとめたものである。
＊七代目大越作右衛門については、岩手県漁業史の他に、「宮古史話」等にも紹介されている。
　「沖へのちょう戦」は、岩手県漁業史に記載されている内容および関係者への取材により構成されている。

元号 西暦 月 主な出来事
天保 12 1841 ９ 月 ２３ 日　作右衛門誕生。
明治 12 1879 1 月 18 日　父庄兵衛永眠。父庄兵衛の遺志を継いだ作右衛門の沖への挑戦が始まる。

13 1880 海洋の潮流を観察し、かつ魚群回遊路の道途、変遷を調査して、漁獲の多寡を左右する魚群の厚薄を精査する一方、
新漁具漁法の開発に努めて、沖合漁業への進出を企てていった。
数々の漁具の改良を図り、かつ各種の考案を凝らして百般の漁網を製作し、毎年のように試験を行ったが、空し
く蹉跌を繰り返すこと数年であった。
こうした失敗をたくましい胸一つに受けて、先進地の視察や老漁師の門を叩くことでその知見を広め、更には当
時農商務省が講師を派遣して開く漁業講習会には遠近問わず出席して、漁具漁法の研究に専心していった。

14 1881
15 1882
16 1883
17 1884
18 1885
19 1886
20 1887
21 1888 ３ 月「農商工公報」で巾着網の解説を読み、この網の製作を発意。

6月 ニシン巾着網を作り出漁。漁夫が新網の使用を好まず、１回も使わずに終わる。
7月 ブリ巾着網をつくり、魚群をまくが網の括りが十分でなく、不本意な結果で漁夫の嘲笑をうける。
９月 サケ巾着網の使用を試み、14 日間でサケ 117 尾を漁獲。従来の網を使用する他船の漁がよく、漁夫の苦情がでて、

この網をサケ叩き網に改造して漁を続ける。「大日本水産会報」第 7２ 号で関沢明晴の「巾着網の解説」を読む。
1０ 月 イワシ巾着網製作。資材不十分で不完全、漁夫の反発をかう。小舌網に改造して操業する。

22 1889 網地・附属具すべて新調、漁船も新造し、サケ巾着網製作。しかし、漁夫の雇い入れ困難、親戚と菊地理助の小作人、
付近の百姓まで雇い入れる。従来の網主は、これをバカ網と冷笑。

23 1890 一層の改良を加えて操業。当初漁獲十分でなかったが、1０ 月～ 1月でサケ、ブリなど 4千余円の水揚げを記録し、
サケ漁では当地の第一位となる。千金の巨利を得、一朝にして多年の自家の失敗を回復することができた。

24 1891
イワシ巾着網も製作。他の網主も巾着網製作を切望し、大越氏の網の熟練漁夫を雇い入れる。近郷に普及し、巾着網
は計五ヵ統となる。
大越氏のイワシ巾着網・サケ巾着網ともに好漁、この網の能率の高さを実証する。この結果をみて小舌網主は舌をま
いて恐れ、悪口を叩くのをやめた。

25 1892 巾着網の普及が全国規模となる。
26 1893 和歌山県の私立紀井水産会から巾着網の構造、使用法について、熟練者を雇い入れたい旨の要請があり、宮古町の岩

船豊吉氏が３ヶ月に亘って指導に趣く。
28 1895 4 月 青森県に教師を派遣。水産伝習所の生徒が来県。

6月 知事の認可を得て、巾着網漁業組合を設立。
29 1896 青森県・秋田県に教師を派遣。水産伝習所の生徒が来県。

三重・和歌山・宮崎の各県より視察員ならびに伝習生が来県。
30 1897 福井県から教師１名を招へいしたい旨の申し入れがあり、大越安太郎氏が派遣される。

大日本水産会から水産功労者として表彰。この他、賞典を受けること 1０ 数回に及ぶ。
９月 1２ 日　作右衛門永眠。
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学びとったもぐりの技　－ 磯
い そ

崎
ざ き

　定
さ だ

吉
き ち

 －

１　ねらい
　より高い目標を立て、その達成に向けて努力した先人の生き方にふれ、希望と勇気をもって、困難にもくじけ
ることなく、粘り強くやり通そうとする態度を育てる。
� 【第 ５・６ 学年　１－（２）希望、勇気、不撓不屈】

２　資料について　
　⑴　内　容
　本資料は、ヘルメット式潜水で、その技術を国内外で高く評価されている「南部もぐり」を開いた磯崎定吉
の話である。磯崎定吉は、種市町（現在の洋野町）で千葉県の潜水夫からその技術をきびしい特訓の末に習得
し、更に努力を重ねながら、日本一の潜水技術をもつと言われるまでになった。しかし、その技術を生かし生
活していくことができなくなり、一時は止めようとする。それでも希望を失わず、採取漁業をすることに目を
つけ、成功していった話である。難しい技術を必死になって覚えようとする姿や困難なことがあっても希望を
失わず努力する姿を考えさせることにより、ねらいに迫ることができると考える。

　⑵　指導上の留意点
　磯崎定吉の生まれ育った種市は、夏でもやませという冷涼な風が吹き、稲作に適しておらず、大人は出稼ぎ
に行くという土地であった。そのような土地柄にふれながら、定吉がふるさとのことを思いながら潜水技術に
目をつけたことをとらえさせたい。そして、通常、技術の習得には ２～ ３年かかるところを ３か月で覚えた定
吉の努力に共感させたい。さらに、覚えた潜水技術が生かせず、生活が苦しくなってきた時の定吉の葛藤にふ
れさせ、それを乗り越えて自分の目標を実現させた定吉の姿に共感させることで、本時でねらう道徳的価値に
迫っていきたい。そして、定吉の生き方から考えたことを自分の経験と比較させることで、道徳的実践力の高
揚を図りたい。

３　他の教育活動との関連
　⑴　各教科
　　・社会　第 5学年「我が国の水産業」
　　　　　　第 6学年「新しい学問　伊能忠敬」（目標をもち努力した先人）
　⑵　総合的な学習の時間
　　　「未来の自分の仕事」
　⑶　特別活動　　　　　　
　「マラソン大会への取り組み」「陸上記録会への取り組み」　　
　「1学期の自分の生活を振り返り、２学期の目標を立てよう」

４　出典及び参考文献
　・小学校社会科副読本「わたしたちの種市」監修　種市町教育委員会
　・岩手の先人（第 5集）編集者　日本教育会岩手県支部調査研究部

５　指導展開例
　⑴　事前の教育活動
　陸上記録会などに向け、自分の目標の達成のためにやらなければならないことに計画的に取り組んだり、努
力したりしようとする気持ちを高めさせる。また、社会科や総合的な学習の時間で、先人の生き方を意図的に
取り上げ、自分の目標を考える機会として位置付ける。
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　⑵　本時の展開例

過
程主な学習活動と発問（○）※主発問（◎） 予想される児童の反応 指導上の留意点、資料（■）

導　
　

入

１　種市、ウニの写真を見て、　
　気づいたことを話し合う。
○　県のどこに位置しています
　か。
○　ウニを知っていますか。ま
　た、それをどうやって採ると
　思いますか。

・県の北の方、海に面した町。
・栗みたいだ。
・潜ってとる。
・難しそうだ。
・誰が始めたんだろう。

・洋野町の位置や特産物について確
　認する。
■県の地図
■洋野町ＨＰの「概要」の中の「ウニ」
　の写真

展　
　
　
　
　
　
　

開

２　資料を読んで、定吉の気持
　ちについて話し合う。
○　定吉はどんなことを考えて、
　三村に弟子入りしたでしょう。

○　潜るだけでへとへとになっ
　てしまった時、定吉の心を支
　えたものは何だったのでしょ
　う。
（○　普通なら２・３年かかるの
　に、なぜ定吉は努力したので
　しょう。）
○　覚えた技術を生かせず、く
　らしが苦しくなってきた時、　
　定吉はどんなことを考えたの
　でしょう。
◎　潜水漁業で成功して、定吉
　はどんな気持ちになったで　
　しょう。

３　自分の経験を振り返る。
○　あきらめないで、努力し続
　けたことはありますか。

・この技術はいろいろな仕事の役に立
　つかもしれない。
・せっかく誘われたのだから、この技
　術を覚えたい。
・この技術は、種市の人たちのために
　なるという気持ち。
・絶対にこの技術を学びとるという強
　い思い。
・目標を達成したいという決意。

・やめてしまおうか。
・せっかく技術を覚えたのに、無駄に
　なってしまう。
・この技術を生かせないか。
・あきらめないでよかった。
・やっと自分の目標が達成できた。
・この技術を、種市の人々に伝えなけ
　れば。

・陸上記録会の練習が苦しかったけれ
　ど、あきらめないで練習して３位に
　なれた。

■写真「磯崎定吉」
・初めて潜った時の定吉の思いにふ
　れさせ、価値への方向付けを図る。

■写真「潜水中の様子（ＨＰから）」
・潜水技術について補足し、その難
　しさを実感させることにより、そ
　れを乗り越えようとした定吉の強
　い気持ちをとらえさせたい。

■挿絵「海を見ている定吉」
・学びとった技術を生かせない定吉
　の葛藤にふれさせる。

■挿絵「潜水漁業をする定吉」
・自分自身や種市の人々のために、
　技術を習得して暮らしに生かす、
　という目標を実現した定吉の達成
　感に共感させる。
・価値に対する自己とのかかわりを
　考えさせるようにする。

終　
　

末

４　定吉の生き方について考え
　たことを書き、話し合う。
○　定吉さんの話から、どんな
　ことを思ったか書いてみま　
　しょう。

・くじけそうになっても、あきらめな
　いで努力すれば、目標に近づくこと
　ができる。

■ワークシート
・書かせることで、価値についての
　考えを深めさせ、道徳的実践力の
　高揚を図る。

　⑶　事後の教育活動
　・　マラソン大会や ２学期の目標達成の取り組みについて考えさせ、実践に結びつける。
　・　総合的な学習の時間「未来の自分の仕事」において、目標をもつことの大切さやそのための努力についてを
含めながら、考えを深めさせる。
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６　参考資料等
【�磯崎定吉の略歴�】

【�参考となるＨＰ�】
　・画像検索をするには（海の作業の様子が分かる画像がたくさん掲載されています）
　　「南部もぐり」を検索～「南部もぐりの画像検索結果」
���������������������������http://www.iwatesan.com/iwate-nature/22-nanbu-moguri01.html
　・洋野町ＨＰ　　http://www.town.hirono.iwate.jp/outside/taneichi/index.html

【�定吉にかかわるエピソード�】
・　定吉は、弟子の育成に房州潜りと同じ徒弟制度を採用した。それは、雑役夫１年、ポンプ押し１年、綱夫１年、
見習潜水夫 ２年、計 5年間の間、無休で親方（定吉）の家に住み込ませ、日常生活の中で潜水技術をマスターさ
せる方法であった。また、潜水夫は命を張って、水中で孤独と戦いながら仕事をしなければならないことから、
肉体だけでなく精神面も大切と考え、弟子の期間中に訓話等も行い厳格に育てた。
・　定吉は、当時「聖なる湖」と言われ多くに人から畏れ敬われていた十和田湖からの賽銭引き上げ作業の際、十
和田青龍大権現に「われに 5０ 年の年月を与えたまえ。われ、南部潜りの始祖たらん」と祈願したと言われている。
そして、奇しくも大正 11 年 11 月 ２９ 日、5０ 歳と 11 か月でその生涯を閉じている。

【�他教科との関連で活用できる資料�】
　・岩手県版小学校社会科副読本「あたらしいきょうど岩手」
� ～　中単元「岩手県の様子」　岩手県地図や航空写真など　　　　　　　　　　　　　

【�磯崎定吉について研究している方�】
　酒井久男氏（洋野町）
　　（洋野町の種市小学校の４年生が「南部潜りの開祖　磯崎定吉」について、酒井氏を招いて学習した様子がウェ
　　ブ上で公開されています。）
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