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け
れ
ど
、
で
も
大
丈
夫
。
川
が
流
れ
て
い
く
よ
う

に
、
ど
ん
な
嫌
な
こ
と
も
押
し
流
し
て
、
新
し
い

水
が
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
エ
ー
ル
を

送
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。

　

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
に
、
全
員
に
す
ぐ
伝
わ
ら

な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
心
の
引
き
出
し
に
し

ま
っ
て
お
い
て
、
何
か
の
と
き
に
思
い
出
し
て
く

れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
男
子
の
ほ
の
か
な
恋
愛
感
情
も
織
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
ね
。

　

そ
う
い
う
感
情
は
、
成
長
し
て
い
く
上
で
、
と

て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
女
の
子
は
、
同
級
生
の
男
の
子
が
す

ご
く
子
ど
も
っ
ぽ
く
見
え
て
、
先
輩
の
男
子
に
憧

れ
る
と
い
う
の
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
よ
ね
。
で

も
、
子
ど
も
に
見
え
る
同
級
生
の
男
子
で
も
、「
な

か
な
か
、
や
る
じ
ゃ
ん
」
と
思
え
る
場
面
を
描
い

て
、
男
の
子
も
が
ん
ば
れ
と
伝
え
た
か
っ
た
。

　

た
だ
、
情
景
描
写
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
過
ぎ
る

と
、
男
の
子
が
音
読
を
す
る
と
き
に
照
れ
て
し
ま

う
の
で
、
普
通
の
小
説
を
書
く
と
き
と
違
っ
て
、

甘
く
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
な
表
現
を
心
が
け
ま
し

た
。

―
魅
力
的
な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
ど
ん
な
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
の
家
に
、
二
階
ま
で
届
く
く
ら
い
大
き
く

て
、
き
れ
い
な
ド
ー
ム
型
を
し
た
金
木
犀
の
木
が

あ
る
ん
で
す
。
木
の
中
に
い
る
と
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ

ム
の
よ
う
で
、
外
の
世
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
よ
う

な
感
じ
を
受
け
る
の
で
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
ん
な
心
地
の
い
い
と
こ
ろ
に
、
い
つ
ま
で

も
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
の
世
界
は
必
ず

存
在
し
て
い
て
、
い
ず
れ
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
星
の
形
を
し
た
花
が
散
り
始
め
た
木

を
、
そ
う
い
う
象
徴
と
し
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

―
こ
の
作
品
は
、
女
の
子
ど
う
し
の
す
れ
違
い
が

大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
も
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
中
学
生
の
頃
は
、

友
人
関
係
で
悩
む
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
に
思
い
通
り
に
い
く
わ
け
は
な
い
し
、
始
終
す

れ
違
い
が
あ
っ
た
り
、
自
分
や
相
手
が
い
じ
わ
る

な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

後
で
思
い
返
す
と
、
た
ぶ
ん
さ
さ
い
な
こ
と
で
、

あ
の
と
き
あ
ん
な
に
深
刻
に
思
い
悩
む
必
要
は
な

か
っ
た
ん
だ
、
と
今
な
ら
思
え
ま
す
け
ど
ね
。
で

も
、
こ
の
頃
の
子
ど
も
っ
て
、
特
に
友
人
関
係
で

は
、
ほ
ん
と
う
に
小
さ
な
悩
み
で
も
、
す
ご
く
落

ち
込
ん
で
し
ま
う
。
最
悪
の
パ
タ
ー
ン
だ
と
、
命

を
落
と
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
報
道
を

見
聞
き
す
る
た
び
に
、
大
人
と
し
て
、
な
ん
と
か

し
な
け
れ
ば
と
切
実
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

い
っ
ぱ
い
嫌
な
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で

も
頑
張
っ
て
そ
れ
を
「
や
り
過
ご
す
」
タ
フ
さ
を

も
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
願
い
を
、
最
後
の
、

「
大
丈
夫
、
き
っ
と
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
。」

と
い
う
言
葉
に
込
め
ま
し

た
。

　

現
実
の
社
会
で
は
、
け

ん
か
し
た
子
た
ち
が
、
必

ず
仲
直
り
し
て
元
ど
お
り

の
い
い
関
係
に
戻
る
と
い

う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い

　

現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
と
等
身
大
の
主
人

公
の
心
情
や
、
友
達
や
大
人
と
の
交
流
を
テ
ー
マ

に
し
た
作
品
に
出
会
わ
せ
た
い
。
そ
ん
な
願
い
を

伝
え
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
て
も
ら
っ
た
文
学
作

品
が
各
学
年
に
一
作
ず
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
本
当
の
日
常
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
、
共
感
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
予
定
調
和
的
な
結
末

を
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
な
ら
こ
の
先
ど
う

す
る
か
と
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
自
身
に
問
い
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
展
開
の
作
品
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

作
者
の
方
々
に
、
作
品
に
込
め
た
思
い
や
、
中
学

生
や
先
生
方
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

─
作
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

等
身
大
の
中
学
生
を
主
人
公
に

1 新
版
教
科
書

   
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

新
し
い
教
科
書
の
魅
力
を
、

　
　

今
号
と
次
号
に
分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　

今
回
は
、「
教
材
の
力
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
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感情をテーマにした「星の花が降るころに」
安東みきえ（１年）
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大
丈
夫
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っ
と
な
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と
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っ
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け
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星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」（
一
年
）

 

安あ
ん

東ど
う

み
き
え



本物の感動に出会う教科書
特 集

1415

き
た
つ
も
り
で
す
。
だ
か
ら
、
頭
の
中
に
は
い
ろ

ん
な
作
品
の
フ
レ
ー
ズ
が
詰
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。

人
物
造
形
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
頭
の
中
で

思
い
起
こ
し
な
が
ら
、「
僕
な
ら
こ
う
す
る
」
な

ど
と
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は
想
像
力
。
想
像
し
た
も

の
を
表
現
す
る
の
が
文
学
。
想
像
力
は
読
書
に

よ
っ
て
涵
養
さ
れ
ま
す
。
十
人
の
読
者
が
い
れ
ば
、

十
人
の
想
像
が
あ
る
。
本
を
読
む
値
打
ち
は
そ
れ

で
す
。
小
説
家
に
限
ら
ず
、
ど
ん
な
分
野
で
も
、

い
ち
ば
ん
も
の
を
い
う
の
は
想
像
力
な
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
中
学
生
に
は
、
う
ん
と
背
伸
び
を
し

て
、
格
好
つ
け
て
、
文
学
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
多
少
難
し
く
て
も
気
に
す
る
こ
と
は

な
い
。
小
説
な
ん
て
い
う
の
は
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に

読
む
必
要
は
な
い
ん
で
す
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な

い
な
と
思
い
な
が
ら
、
読
み
飛
ば
し
て
い
っ
て
も

構
わ
な
い
ん
で
す
。

　

特
に
古
い
小
説
を
お
薦
め
し
ま
す
。
今
は
文
学

に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
自
己
表
現
の
方
法
が
あ

る
か
ら
、
言
葉
の
力
も
衰
微
し
て
い
る
。
そ
う
で

は
な
か
っ
た
時
代
の
、
力
の
あ
る
文
章
に
ぜ
ひ
ふ

れ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

メ
ー
ジ
が
大
い
に
あ
る
ん
で
す
。
定
職
を
持
ち
な

さ
い
っ
て
、
い
つ
も
僕
の
母
に
怒
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
中
学
生
は
僕
自
身
。
あ
ち
こ
ち
で
材
料
を
探

し
て
き
て
、
一
緒
に
僕
の
部
屋
を
造
っ
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
よ
。
僕
は
こ
の
叔
父
さ
ん
か

ら
と
て
も
影
響
を
受
け
た
ん
で
す
。

　

い
つ
も
ぐ
う
た
ら
し
て
、
ほ
ら
話
ば
か
り
し
て

い
る
よ
う
な
お
じ
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

実
は
す
ご
く
魅
力
的
な
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
人

間
に
は
、
い
ろ
ん
な
生
き
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
伝
え
た
か
っ
た
ん
で
す
。

―
叔
父
さ
ん
が
、
主
人
公
に
「
不
思
議
ア
タ
マ
」

を
も
っ
て
ほ
し
い
と
呼
び
か
け
ま
す
ね
。

　
「
不
思
議
ア
タ
マ
」
と
い
う
の
は
、
行
間
と
か

話
の
続
き
と
か
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と

や
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
知
り
た
が
る
頭
脳
の
こ

と
。
さ
ら
に
、
自
分
の
力
で
そ
れ
を
考
え
、
答
え

を
探
す
こ
と
が
で
き
る
頭
脳
で
す
。
積
極
的
に
い

ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
し
な
が
ら

刺
激
を
受
け
、
常
に
「
ど
う
し
て
な
ん
だ
ろ
う
」

と
考
え
て
い
る
頭
。
現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち

に
は
、
ぜ
ひ
「
不
思
議
ア
タ
マ
」
を
鍛
え
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
僕
の
願
い
な
ん
で
す
。

―
「
蟬
の
声
」
に
込
め
た
浅
田
さ
ん
の
思
い
を
お

う
か
が
い
し
ま
す
。

　

戦
後
六
十
余
年
が
経
ち
、
今
の
中
学
生
に
と
っ

て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
僕
ら
に
と
っ
て
の

日
露
戦
争
よ
り
も
っ
と
か
け
離
れ
た
感
覚
で
し
ょ

う
。
僕
も
戦
争
未
体
験
者
で
す
が
、
僕
が
考
え
て

い
る
戦
争
観
と
、
中
学
生
が
考
え
て
い
る
戦
争
観

と
は
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
、

「
僕
は
こ
う
考
え
る
」
と
い
う
の
を
中
学
生
に
提

示
し
て
、「
僕
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
な
い
か
」

と
い
う
思
い
を
込
め
て
書
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
も
し
中
学
生
が
戦
争
に
つ
い
て
興
味

を
覚
え
た
ら
、
も
っ
と
自
分
で
い
ろ
い
ろ
と
調
べ

て
ほ
し
い
。
自
ら
進
ん
で
得
た
知
識
こ
そ
が
本
物

に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

　

僕
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
、
百
人

―
こ
の
作
品
は
、
子
ど
も
た
ち
に
元
気
を
与
え
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
書
か
れ
た
と
う
か
が

い
ま
し
た
。

　

僕
は
子
ど
も
た
ち
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
こ

と
を
考
え
た
り
、
や
っ
た
り
し
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
現
代
社
会
は
、
と
も
す
れ
ば
小
さ
い

枠
に
は
め
込
も
う
と
す
る
力
が
強
く
働
い
て
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
外
に
出
る
力
を
も
っ
て
も
ら
い
た

い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
ま
し
た
。

　

そ
の
力
を
つ
け
る
に
は
、
僕
自
身
の
体
験
で
い

う
と
、
本
を
読
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
夢
や
疑
問
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
世
界
を
知
り
た
い
、
行
き
た
い
、
と
い
う
思

い
が
生
ま
れ
、
実
行
し
て
き
た
ん
で
す
。

　
「
本
か
ら
そ
の
先
へ
」。
作
品
の
モ
チ
ー
フ
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

に
一
人
、
千
人
に
一
人
で
も
い
い
、
き
ち
ん
と
自

分
の
人
生
を
見
つ
め
、
方
向
を
考
え
て
く
れ
る
子

ど
も
が
い
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
か
な
と
思

う
。
戦
争
、
祖
父
と
孫
、
そ
う
い
っ
た
テ
ー
マ
を

通
し
て
、
自
分
た
ち
の
血
脈
を
真
摯
に
見
つ
め
て

も
ら
う
こ
と
。
こ
の
作
品
が
、
そ
う
い
う
一
助
に

な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
僕
は
作
家
と
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

い
う
も
の
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
も
っ
て
い
る
思
想
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
す

る
の
は
、
読
者
に
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
僕
の

文
章
に
よ
っ
て
、
人
生
が
変
わ
る
子
も
い
る
か
も

知
れ
な
い
。
書
か
れ
た
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
信
じ

込
む
子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
気
を

つ
け
て
書
き
ま
し
た
。

―
浅
田
さ
ん
の
作
品
は
、
ど
れ
も
登
場
人
物
の
姿

や
言
動
が
く
っ
き
り
浮
か

び
上
が
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

そ
れ
は
実
経
験
か
ら
出

て
き
た
も
の
で
は
な
く
、

読
書
に
よ
る
も
の
な
ん
で

す
。
僕
は
、
人
よ
り
何
倍

も
何
十
倍
も
本
を
読
ん
で

　

こ
れ
は
、
古
い
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
今
こ
そ
、
そ
ん
な
「
そ
の
先
へ
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
モ
ン
サ
ン
ミ
シ
ェ
ル
の

散
歩
道
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う
そ
れ

だ
け
で
行
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
未
知
の
地

に
バ
ー
チ
ャ
ル
で
行
け
る
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
僕
は
む
な
し
さ
を
感
じ

ま
す
。
最
初
に
知
る
き
っ
か
け
は
そ
れ
で
も
い
い

け
れ
ど
、
本
当
に
き
れ
い
だ
と
思
い
、
行
き
た
い

気
持
ち
を
も
っ
た
ら
、
い
つ
か
は
必
ず
、
そ
れ
を

実
現
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
。

―
そ
う
い
う
願
い
が
、
居
候
の
叔
父
さ
ん
と
甥
と

の
交
流
の
中
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

と
き
ど
き
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
、
世
界
を

旅
し
て
写
真
を
撮
っ
て
い
る
叔
父
さ
ん
が
登
場

し
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
僕
自
身
の
投
影
で
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
叔
父
さ
ん
に
は
モ
デ
ル

が
あ
っ
て
、
僕
が
子
ど
も

の
頃
に
、
我
が
家
に
居
候

し
て
い
た
叔
父
さ
ん
の
イ

　小説家。1951年、東京都生
まれ。
　95年『地下鉄に乗って』で吉
川英治文学新人賞、97年『鉄道
員』で直木賞を受賞。
　主な著書に『蒼穹の昴』『壬
生義士伝』『霞町物語』『中原の
虹』『終わらざる夏』など。

　小説家・映画監督。1944年、
東京都生まれ。
　89年『犬の系譜』で吉川英治
文学新人賞、90年『アド・バード』
で日本ＳＦ大賞を受賞。
　主な著書に『わしらは怪しい
探検隊』『岳物語』『白い手』『大
きな約束』など。

僕
と
い
っ
し
ょ
に
、
戦
争
を
考
え
て
み
な
い
か

「
不
思
議
ア
タ
マ
」
の
ス
ス
メ

「
蟬
の
声
」（
三
年
）　

 

浅あ
さ

田だ

次じ

郎ろ
う

「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」（
二
年
）　

 

椎し
い

名な  

誠ま
こ
と



本物の感動に出会う教科書
特 集

│
中
学
校「
国
語
」
の
出
発
点

2
す
べ
て
は
「
言
葉
」
か
ら
始
ま
る

1617

　

一
年
の
第
一
単
元
に
入
る
前
に
、
国
語
の
世
界
を
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
た「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」を
置
き
ま
し
た
。

　

小
学
校
で
の
国
語
学
習
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
中
学
校
へ

の
ス
ム
ー
ズ
な
接
続
を
図
る
と
と
も
に
、
国
語
学
習
の
基
本

で
あ
る
言
葉
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
言
葉
と
出
会
い
、
自
分
の
言
葉
を
豊
か
に
し
、

言
葉
に
対
す
る
感
性
を
磨
く
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
新
し

い
世
界
を
開
き
、
新
鮮
な
感
動
を
与
え
る
は
ず
で
す
。
折
に

ふ
れ
て
こ
の
出
発
点
に
戻
り
、
言
葉
と
の
出
会
い
を
見
つ
め

直
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

　
「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」
で
は
、
言
葉
を
自
分
の
も
の

と
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
技
能
を
八
つ
の
観
点
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
学
習
の
仕
方
を
て
い
ね
い
に
解
説
し

ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
国
語
力
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
も
い
え
る
ペ
ー
ジ

で
す
。

言
葉
と
の
出
会
い
を
八
つ
の
観
点
で

詩
「
野
原
は
う
た
う
」
を
声
に
出
し
て
読

み
な
が
ら
、
発
声
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
を
学

び
、「
伝
わ
る
言
葉
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

声
を

届
け
る

第
一
単
元
か
ら
は
じ
ま
る
作
品
を

読
み
進
め
な
が
ら
、「
言
葉
の
世
界
」

を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

言
葉
を

読
む

本
の
見
つ
け
方
、
図
書
館
の
活
用

法
、
読
書
記
録
の
付
け
方
を
示
し
、

さ
ら
に
広
い
世
界
で
の
「
言
葉
と

の
出
会
い
」
を
う
な
が
し
ま
す
。

本
と

出
会
う

身
近
な
自
然
や
生
活
の
中
に
息
づ

く
「
言
葉
の
存
在
」
に
気
づ
き
、

美
し
さ
を
楽
し
み
ま
す
。

言
葉
を

楽
し
む

ノ
ー
ト
の
取
り
方
、
活
用
法
を
学

び
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
「
言
葉

の
記
録
」
を
し
て
い
き
ま
す
。

書
き

留
め
る

文
法
や
、
語
彙
の
力
な
ど
「
言
葉

そ
の
も
の
」
を
見
つ
め
ま
す
。

言
葉
を

知
る

辞
書
・
事
典
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
使
っ
て
情
報
を
集
め
、
収
集
し

な
が
ら
「
言
葉
の
意
味
」
を
探
究

し
て
い
き
ま
す
。

調
べ
る

さ
ま
ざ
ま
な
古
典
に
出
会
い
、「
伝
え

ら
れ
て
き
た
言
葉
」
に
ふ
れ
な
が
ら
、

古
人
の
思
い
や
考
え
方
を
訪
ね
ま
す
。

い
に
し
え
の

言
葉
に

出
会
う

1415

言
葉
に
出
会
う
た
め
に

教
科
書
を
開
け
ば
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
が

あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
。

一
語
一
語
に
出
会
う
喜
び
を
実
感
し
よ
う
。

　気
に
な
る
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、

立
ち
止
ま
り
、
考
え
て
み
よ
う
。

言
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
表
情
を
見
せ
る
は
ず
だ
。

何
度
も
使
う
こ
と
で

か
が
や
き
を
増
す
言
葉
も
あ
る
だ
ろ
う
。

友
達
を
増
や
す
よ
う
に
、

自
分
の
言
葉
を
増
や
し
て
い
こ
う
。

言
葉
の
数
だ
け
、
世
界
は
豊
か
に
見
え
て
く
る
。

言
葉
の
数
だ
け
、
未
来
は
希
望
に
満
ち
て
く
る
。

言
葉
の
数
だ
け
、
自
分
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

書
き
留
め
る

　
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、ノ
ー
ト

や
メ
モ
に
書
き
留
め
て
お
こ
う
。

　
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
よ

う
に
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
を

た
め
て
い
こ
う
。

調
べ
る

　
調
べ
た
言
葉
は
、
使
っ
て

こ
そ
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。

　
調
べ
方
を
工
夫
し
て
、
言

葉
の
世
界
を
広
げ
て
い
こ
う
。

言
葉
を
知
る

　
身
の
回
り
の
言
葉
や
表

現
に
目
を
向
け
、
言
葉
に

つ
い
て
考
え
よ
う
。

●
文
法
へ
の
扉と
び
ら

・
文
法

●
言
葉
　
●
漢
字

●
書
く

20
ページ

22
ページ

こ
れ
ま
で
、

ど
ん
な
言
葉
に
出
会
っ
て
き
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
、

ど
ん
な
言
葉
に
出
会
う
だ
ろ
う
。

小
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
確か

く

認に
ん

し
、

中
学
校
の
国
語
学
習
の
準
備
を
し
よ
う
。



本物の感動に出会う教科書
特 集

│
文
学
・
説
明
文
教
材

3
多
様
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
出
会
う

一
年

野
原
は
う
た
う
﹇
詩
﹈

工
藤
直
子

に
じ
の
見
え
る
橋
﹇
物
語
﹈

杉
み
き
子

は
じ
め
て
の
詩
﹇
詩
・
解
説
﹈

荒
川
洋
治

詩
四
篇
﹇
詩
﹈

雪
と
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

﹇
読
書
（
物
語
）﹈

鎌
田　

實

星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
﹇
物
語
﹈
安
東
み
き
え

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち

に
…
…
﹇
物
語
﹈

米
倉
斉
加
年

少
年
の
日
の
思
い
出
﹇
小
説
﹈

ヘ
ル
マ
ン・ヘ
ッ
セ

木
は
旅
が
好
き
﹇
詩
﹈

茨
木
の
り
子

二
年

明
日
﹇
詩
﹈

谷
川
俊
太
郎

ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
﹇
小
説
﹈

椎
名　

誠

新
し
い
短
歌
の
た
め
に

﹇
短
歌
・
解
説
﹈

馬
場
あ
き
子

短
歌
十
二
首
﹇
短
歌
﹈

旅
す
る
絵
か
き
│
パ
リ
か
ら
の

手
紙
﹇
読
書
（
物
語
）﹈

伊
勢
英
子

盆
土
産
﹇
小
説
﹈

三
浦
哲
郎

字
の
な
い
葉
書
﹇
随
筆
﹈

向
田
邦
子

走
れ
メ
ロ
ス
﹇
小
説
﹈

太
宰　

治

言
葉
の
力
﹇
随
筆
﹈

大
岡　

信

三
年

朝
焼
け
の
中
で
﹇
詩
﹈

森
崎
和
江

握
手
﹇
小
説
﹈

井
上
ひ
さ
し

俳
句
の
可
能
性
﹇
俳
句
・
解
説
﹈
宇
多
喜
代
子

俳
句
十
六
句
﹇
俳
句
﹈

蟬
の
声
﹇
読
書
（
小
説
）﹈

浅
田
次
郎

高
瀬
舟
﹇
読
書
（
小
説
）﹈

森　

鷗
外

挨
拶
│
原
爆
の
写
真
に
よ
せ
て

﹇
詩
﹈

石
垣
り
ん

故
郷
﹇
小
説
﹈

魯
迅

温
か
い
ス
ー
プ
﹇
随
筆
﹈

今
道
友
信

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
﹇
詩
﹈

新
川
和
江

一
年

ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？

﹇
説
明
﹈

稲
垣
栄
洋

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て

﹇
説
明
﹈

桑
原
茂
夫

江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

﹇
読
書
（
随
筆
）﹈

杉
浦
日
向
子

シ
カ
の
「
落
ち
穂
拾
い
」

│
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
録
か
ら

﹇
記
録
﹈

辻　

大
和

流
氷
と
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し

﹇
説
明
﹈

青
田
昌
秋

二
年

や
さ
し
い
日
本
語
﹇
説
明
﹈

佐
藤
和
之

五
重
の
塔
は
な
ぜ
倒
れ
な
い
か

﹇
読
書
（
説
明
）﹈

上
田　

篤

君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
知
っ

て
い
る
か
﹇
評
論
﹈

布
施
英
利

モ
ア
イ
は
語
る

│
地
球
の
未
来
﹇
論
説
﹈

安
田
喜
憲

三
年
「
批
評
」
の
言
葉
を
た
め
る

﹇
論
説
﹈

竹
田
青
嗣

月
の
起
源
を
探
る
﹇
説
明
﹈

小
久
保
英
一
郎

光
で
見
せ
る
展
示
デ
ザ
イ
ン

﹇
読
書
（
随
筆
）﹈

木
下
史
青

「
記
憶
」
と
「
資
料
」﹇
随
筆
﹈

沢
木
耕
太
郎

ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

│
知
識
と
は
何
か
﹇
論
説
﹈

吉
見
俊
哉

ア
ラ
ス
カ
と
の
出
会
い
﹇
随
筆
﹈
星
野
道
夫

聴
く
と
い
う
こ
と
﹇
説
明
﹈

鷲
田
清
一

◀
文
学

◀
説
明
文 ■

■
は
新
教
材

■
■
は
新
教
材

④地球の周りに冷えて粒子となった
岩石成分が円盤状に広がる。

⑤ �岩石の粒子が，互いに衝突，合体
することで月ができる。

47 多様な視点から　月の起源を探る

①地球に原始惑星が衝突する。②衝突の瞬間。③地球の周りに岩石成分が
まき散らされる。

	

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と
に

し
た
月
の
起
源
の
映
像

46
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こ
れ
ま
で
も
評
価
の
高
か
っ
た
教
材
に
加
え
、
新
し
い
も
の
の
見
方
、

考
え
方
と
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
教
材
が
充
実
し
ま
し
た
。

　

多
様
な
筆
者
に
よ
る
個
性
豊
か
な
教
材
は
、
生
徒
の
感
性
を
磨
き
、

知
的
好
奇
心
を
旺
盛
に
し
ま
す
。
ま
た
、
魅
力
的
な
文
章
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
で
教
え
る
こ
と
も
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
①
で
紹
介
し
た
書

き
下
ろ
し
作
品
の
ほ
か
に
も
、
各
学
年
に
新
し

い
教
材
を
位
置
づ
け
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
長
く

親
し
ま
れ
て
き
た
教
材
と
と
も
に
、
幅
広
い

テ
ー
マ
で
生
徒
の
心
に
訴
え
か
け
ま
す
。

　

現
代
を
代
表
す
る
研
究
者

の
情
熱
に
あ
ふ
れ
る
文
章
が
、

「
知
る
喜
び
」
を
か
き
た
て

ま
す
。
ま
た
、説
明
・
解
説
型
、

仮
説
検
証
型
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
論
理
展
開
の
文
章
構
成

は
、「
わ
か
る
感
動
」
を
呼

び
起
こ
し
、
論
理
的
な
思
考

力
や
表
現
力
を
養
い
ま
す
。

磨
き
抜
か
れ
た
言
葉
と
幅
広
い
テ
ー
マ
│
文
学

知
る
喜
び
・
わ
か
る
感
動
│
説
明
文

「雪とパイナップル」
鎌田  實（１年）

「わたしは、うれしかった。
人間ってすごいなあって、そ
のとき思ったのです。優しい
心は、人から人へ伝染してい
くんだって。」
　ロシアのベラルーシで医療
活動にあたった日本の若い看
護師と、患者の少年や家族と
の温かい交流を描く。

「君は『最後の晩餐』を
知っているか」
布施英利（２年）
　美術解剖学者が、名画「最後の晩餐」
に施された緻密な計算を読み解く。

「月の起源を探る」
小久保英一郎（３年）
　月がどのようにしてできたのか、さまざ
まな仮説を検証しながら謎を解明していく。

「旅する絵かき─パリからの手紙」
伊勢英子（２年）

「僕は圧倒されて立ち尽くした。何十年前の少年
が見た風景が、そのままここにあるんだよ。」
　八十歳の造本職人との出会いを、美しいパリ
の光景の中に描く。



本物の感動に出会う教科書
特 集

│
伝
統
的
な
言
葉
、
名
文
に
ふ
れ
る

4
時
代
を
超
え
て
伝
わ
る
言
葉

　

長
い
間
人
々
に
受
け
継
が
れ
、
語
り

続
け
ら
れ
て
き
た
言
葉
は
、
未
来
を
照

ら
す
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
古
典
の
世

界
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な

教
材
を
は
じ
め
、
四
季
の
恵
み
豊
か
な

日
本
な
ら
で
は
の
繊
細
な
言
葉
や
、
自

然
の
微
妙
な
色
合
い
を
表
す
言
葉
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
美
し
い
言
葉
に
出
会
え
る

場
も
設
け
ま
し
た
。

七
夕
に
思
う 

―
―

語
り
継
が
れ
、読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の

江戸の町の七夕飾
かざ

り

（「市
し

中
ちゅう

繁
はん

栄
えい

七
たなばた

夕祭
まつり

」歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

）

ささ竹に短
たん

冊
ざく

を飾る

（「七
たなばた

夕」歌
うた

川
がわ

国
くに

貞
さだ

）

⃝
古
い
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
典
作
品
が

読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
知
ろ
う
。

春
木
々
が
芽
ぶ
き
、
動
物
た
ち
が
活
発
に
動
き
だ
す
春
。
し
め
り
気
を
帯
び
た
大
気
が

空
を
ぼ
ん
や
り
か
す
ま
せ
る
、
明
る
さ
と
さ
び
し
さ
の
入
り
混
じ
っ
た
季
節
。

菜
の
花
畠ば

た
け

に

　
　
　
　
入い
り

日ひ

薄う
す

れ
、

見
わ
た
す
山
の
端は

　
　
　
　
霞か

す
み

ふ
か
し
。

春
風
そ
よ
ふ
く

　
　
　
　
空
を
見
れ
ば
、

夕
月
か
か
り
て

　
　
　
　
に
お
い
淡あ
わ

し
。

高た
か

野の

辰た
つ

之ゆ
き

「
朧お
ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

」よ
り

小こ

諸も
ろ

な
る
古
城
の
ほ
と
り

雲
白
く（

ユ
ウ
）

遊い
う

子し

悲
し
む

緑
な
す
蘩は

こ
べ

は
萌も

え
ず

若
草
も
藉し

く
に
よ
し
な
し

し
ろ
が
ね
の
衾ふ

す
ま

の
岡お

か

辺べ

日
に
溶と

け
て
淡
雪
流
る

島し
ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」よ
り

春
の
こ
よ
み

立春 暦
こよみ

のうえで春になる日。現在の 2月 4日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

では 1月の初めごろだった。りっしゅん

「
緑
響ひ
び

く
」
東ひ
が
し

山や
ま

魁か
い

夷い

啓蟄 冬ごもりから虫が地上に出てくるという意。現在の 3月 6日ごろ。旧暦の 2月。けいちつ

清明 天地が清
すが

々
すが

しい空気に満ちる季節の意。現在の 4月 5日ごろ。旧暦の 3月。せいめい

夏
木
々
の
し
げ
り
が
風
に
ゆ
ら
ぎ
、
強
い
日
差
し
が
肌は
だ

を
さ
す
夏
。

入
道
雲
が
雷

か
み
な
り

を
呼
び
、
夕
立
が
道
路
を
た
た
く
、
輝か
が
や

き
と
激
し
さ
の
季
節
。

松
原
遠
く
消
ゆ
る
と
こ
ろ

白し
ら

帆ほ

の
影
は
浮う

か

ぶ
。

干ほ
し

網あ
み

浜は
ま

に
高
く
し
て
、

鷗か
も
め

は
低
く
波
に
飛
ぶ
。

見
よ
昼
の
海
。

見
よ
昼
の
海
。

「
海
」（
作
者
未
詳
）
よ
り

一
薔ば

薇ら

ノ
木
ニ

薔
薇
ノ
花
サ
ク
。

ナ
ニ
ゴ
ト
ノ
不
思
議
ナ
ケ
レ
ド
。

二
薔
薇
ノ
花
。

ナ
ニ
ゴ
ト
ノ
不
思
議
ナ
ケ
レ
ド
。

照
リ
極き
は

マ
（
ワ
）

レ
バ
木
ヨ
リ
コ
ボ
ル
ル
。

光
リ
コ
ボ
ル
ル
。北き

た

原は
ら

白は
く

秋し
ゅ
う

「
薔
薇
二
曲
」
よ
り

夏
の
こ
よ
み

立夏 暦
こよみ

のうえで夏の始まりとされる日のこと。現在の 5月 6日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

の 4月。りっか

「
絵え

手て

鑑か
が
み 

蓮は
す

池い
け

に
蛙か
え
る

」 

酒さ
か

井い

抱ほ
う

一い
つ

芒種 昔，稲
いね

など，穀物の種をまいた時期を指す。現在の6月 6日ごろ。旧暦の5月。ぼうしゅ

小暑 夏の暑さが増してきて，暑中に入る日。現在の 7月 7日ごろ。旧暦の 6月。しょうしょ

秋
木
々
が
果
実
を
付
け
、
稲い
ね

が
ゆ
ら
り
と
穂
を
垂
ら
す
実
り
の
秋
。

空
高
く
雲
が
流
れ
、
さ
わ
や
か
な
風
が
、
や
が
て
紅
葉
を
連
れ
て
く
る
。

秋
の
こ
よ
み

立秋 秋になる日。この日以後の暑さを残暑という。現在の8月8日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

の7月。りっしゅう

「
秋
の
い
こ
い
」
竹た
け

久ひ
さ

夢ゆ
め

二じ

白露 秋が次
し

第
だい

に深まり，露
つゆ

が繁
しげ

くなるころの意。現在の9月 8日ごろ。旧暦の8月。はくろ

寒露 露が寒々と感じられる季節という意。現在の 10 月 8日ごろ。旧暦の 9月。かんろ

秋
の
夕
日
に

　
　
　
照
る
山
紅も
み
じ葉
、

濃こ

い
も
薄
い
も

　
　
　
数
あ
る
中
に
、

松
を
い
ろ
ど
る

　
　
　
楓か
え
で

や
蔦つ
た

は
、

山
の
ふ
も
と
の

　
　
　
裾す
そ

模
様
。

高た
か

野の

辰た
つ

之ゆ
き

「
紅
葉
」
よ
り

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼か
な
た方

に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ（
ア
ッ
）つ
て
、

そ
れ
に
陽ひ

は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射さ

し
て
ゐ
（
イ
）る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

中な
か

原は
ら

中ち
ゅ
う

也や

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
よ
り

冬
木
々
が
葉
を
落
と
し
、
動
物
た
ち
が
息
を
ひ
そ
め
る
冬
。
海
か
ら
の
雪
雲
に

も
た
ら
さ
れ
た
寒
さ
も
、
ふ
き
の
と
う
が
顔
を
出
す
こ
ろ
に
は
緩
ん
で
い
く
。

さ
霧ぎ
り

消
ゆ
る
湊み
な
と

江え

の

舟ふ
ね

に
白
し
、
朝
の
霜し
も

。

た
だ
水
鳥
の
声
は
し
て

い
ま
だ
覚
め
ず
、
岸
の
家
。

「
冬
景
色
」（
作
者
未
詳
）
よ
り

き（
キ
ッ
）つ

ぱ
り
と
冬
が
来
た

八
つ
手
の
白
い
花
も
消
え

公い

孫て

樹ふ

の

（
イ
チ
ョ
ウ
）

木
も
箒は
う
き

に

（
ホ
ウ
キ
）

な（
ナ
ッ
）つ
た

高た
か

村む
ら

光こ
う

太た

郎ろ
う

「
冬
が
来
た
」
よ
り

冬
の
こ
よ
み

立冬 暦のうえでは，この日から冬になる。現在の 11 月 7日ごろ。旧暦の 10 月。りっとう

「
名
所
江
戸
百
景 

目め

黒ぐ
ろ

太た
い

鼓こ

橋
夕
日
の
岡お
か

」
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

大雪 雪の多く積もるころという意。現在の 12 月 7日ごろ。旧暦の 11 月。たいせつ

小寒 一年中で最も寒い，「寒」の初めのころ。現在の 1月 5日ごろ。旧暦の 12 月。しょうかん

2021

「色いろの言葉」
　１年は緑、２年は赤、３年は
青と、それぞれの系統の日本の
伝統的な色の名前を各学年の裏
見返しに掲載。自然に由来する
名前を知り、言葉の美しさ、感
性の豊かさにふれることができ
る。上は2年の一部分。

「季節のしおり」

　各学年４か所ずつ、季節にま
つわる古代から現代までの印象
的な言葉、詩句などを紹介。右
は１年の「季節のしおり」。

「七夕に思う」
（１年）

　千数百年も前から綿々と文
学に表されてきた「七夕」を
紹介しながら、日本人の生き
た姿、心を伝える古典文学へ
の扉を開く教材。


