
 

 

 

 

な
ま
け
も
の
と
よ
ば
れ
た
か
ば
は
・・・ 

  

な
ま
け
も
の
と
よ
ば
れ
て
い
た
か
ば
の
正
体
は
、

じ
つ
は
森
の
ど
う
ぶ
つ
た
ち
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
し

た
。 

 

か
ば
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
す
ご
か
っ
た
か
と
言

う
と
、
い
つ
も
は
、
の
ん
び
り
し
て
て
な
ま
け
も
の

や
お
く
び
ょ
う
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
、
わ

る
い
く
ろ
ひ
ょ
う
を
森
か
ら
お
い
だ
し
て
、
み
ん

な
を
た
す
け
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

か
ば
は
、
ほ
か
の
ど
う
ぶ
つ
か
ら
ば
か
に
さ
れ

て
い
た
の
に
、
く
ろ
ひ
ょ
う
と
た
た
か
う
時
は
、

頭
の
い
い
た
た
か
い
方
を
す
る
な
と
思
い
ま
し
た
。

か
ば
の
な
か
ま
を
た
く
さ
ん
あ
つ
め
て
森
の
は
し

か
ら
は
し
ま
で
一
れ
つ
に
な
ら
ん
で
す
す
ん
で
、

く
ろ
ひ
ょ
う
を
お
い
だ
し
た
の
が
す
ご
い
と
思
い

ま
し
た
。 

 

か
ば
は
み
ん
な
に
ば
か
に
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、

み
ん
な
の
こ
と
が
す
き
で
、
く
ろ
ひ
ょ
う
か
ら
た

す
け
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
か
っ
こ
い
い
で
す
。
わ

た
し
も
、
こ
ま
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
か
ば
み
た

い
に
た
す
け
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

さ
い
ご
に
、
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
か
ば
の
お
か
げ
で
平
和
に
な
っ
た
あ
と

の
森
の
お
話
で
す
。
ば
か
に
さ
れ
て
い
た
か
ば
に

た
す
け
ら
れ
た
ど
う
ぶ
つ
た
ち
は
、
か
ば
と
な

か
よ
く
な
れ
た
の
か
な
？
わ
た
し
が
ど
う
ぶ
つ

だ
っ
た
ら
、
か
ば
に
「い
ま
ま
で
ご
め
ん
ね
。
」と
あ

や
ま
っ
て
ゆ
る
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
友
だ

ち
に
な
り
た
い
で
す
。
森
の
ど
う
ぶ
つ
た
ち
も
、

そ
う
だ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

椋鳩十賞 （小学校 1・2年の部） 

 

「かば森をゆく」  理論社 

長野市立加茂小学校 二年  

戸谷
と や

 幸菜
ゆ き な

 

 



 

 

       

【講評】 

 感想文の最初に幸菜さんは、「なまけものと呼ばれていたかばの正体は、じつは

森の動物たちのヒーローでした。」と自分の読み取った結論をまず書いています。

それに続いて、「かばのどんなところがすごかったかというと、いつもはのんびり

しててなまけものやおくびょうものと言われているのに、わるいくろひょうを森

からおいだして、みんなを助けたところです。」と森のヒーローとしたわけを書い

ています。このように書くと読む人に幸菜さんの感じたことが理由を伴ってはっ

きり伝わってきます。また「かばはみんなにばかにされていたのにみんなのこと

がすきで、くろひょうからたすけてあげたところがかっこいい」とかばの心の中

まで想像して読むことができていて、素晴らしいと思いました。最後には、この

お話の続きを考えてくれました。自分が森の動物だったら、「いままでごめんね。」

とあやまってなかよくするという所から、幸菜さんが日頃から友達を大切にして

いる姿が目に浮かんでとてもほほえましく思いました。    （中原 秀樹） 

 



 

 

 

 

当
た
り
前
で
は
な
い
命 

 

私
は
動
物
が
大
好
き
で
す
。
な
の
で
、
動
物
が

き
ず
つ
い
た
り
、
親
子
が
は
な
れ
ば
な
れ
に
な
っ

て
し
ま
う
場
面
を
本
で
読
ん
だ
り
、
テ
レ
ビ
で
見

た
り
す
る
と
、
い
か
り
や
悲
し
い
気
持
ち
で
な
み

だ
が
で
て
し
ま
い
ま
す
。
「き
つ
ね
も
の
が
た
り
」

は
、
き
つ
ね
の
家
族
が
き
ず
つ
く
こ
と
な
く
、
家

族
の
力
で
助
か
る
の
で
、
私
は
こ
の
お
話
が
大
好

き
で
す
。 

 

き
つ
ね
の
親
子
が
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、

け
が
を
し
そ
う
に
な
っ
て
も
助
か
る
場
面
が
二
つ

あ
り
ま
し
た
。 

 
一
つ
目
は
、
子
ぎ
つ
ね
た
ち
だ
け
で
る
す
ば
ん

し
て
い
る
あ
な
の
ま
わ
り
に
、
野
犬
た
ち
が
ま
ち

か
ま
え
て
い
る
場
面
で
す
。
そ
の
時
、
親
ぎ
つ
ね

は
は
ね
と
ん
だ
り
、
転
げ
ま
わ
っ
た
り
し
て
、
ひ

ど
い
き
ず
で
苦
し
ん
で
、
も
が
い
て
い
る
よ
う
に

見
せ
て
野
犬
た
ち
を
お
び
き
よ
せ
ま
し
た
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
足
あ
と
の
に
お
い
を
消
し
て
、

後
を
追
い
か
け
て
く
る
野
犬
た
ち
を
ま
ご
つ
か

せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
私
は
、
親
ぎ
つ
ね
が
自

分
た
ち
の
体
を
お
と
り
に
し
た
り
、
足
あ
と
の
に

お
い
を
使
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
て
子
ど

も
た
ち
と
自
分
た
ち
を
守
っ
た
こ
と
が
、
と
て
も

ゆ
う
か
ん
で
か
し
こ
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

二
つ
目
は
、
き
つ
ね
の
通
り
道
を
か
こ
ん
で
、
ぶ

ら
く
の
も
の
の
か
け
た
わ
な
の
わ
の
中
に
、
親
子

の
き
つ
ね
が
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
場
面
で
す
。

私
は
、
父
ぎ
つ
ね
は
用
心
深
く
か
し
こ
い
の
で
、

き
っ
と
わ
な
に
は
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
け
れ
ど
、
野
犬
た
ち
に
囲
ま
れ
た
と
き
は
、

わ
な
と
野
犬
の
二
種
類
の
て
き
が
相
手
な
の
で
、

や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
ド
キ
ド
キ
し

ま
し
た
。
父
ぎ
つ
ね
は
用
心
深
い
の
に
、
追
い
つ
め

ら
れ
た
と
き
に
し
か
め
っ
つ
ら
に
た
た
か
い
を
い

ど
ん
だ
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
は
、

人
間
が
き
つ
ね
を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
し
か
け
た

ト
ラ
バ
サ
ミ
を
計
算
に
入
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

し
か
め
っ
つ
ら
が
わ
な
に
か
か
っ
た
す
き
を
つ
い
て
、

父
ぎ
つ
ね
が
と
び
だ
し
た
時
、
私
は
父
ぎ
つ
ね
と

両
手
を
合
わ
せ
て
よ
ろ
こ
び
合
い
た
く
な
り
ま

し
た
。 

 

こ
の
二
つ
の
場
面
で
私
が
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
、

人
間
は
勉
強
を
し
な
い
と
か
し
こ
く
な
ら
な
い

け
れ
ど
、
野
生
の
動
物
は
、
生
き
て
い
く
日
々
の

生
活
の
中
で
、
生
き
る
力
や
か
し
こ
さ
を
深
め
て
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い
る
こ
と
で
す
。
き
つ
ね
の
生
き
る
た
め
の
工
夫

は
、
私
が
全
く
思
い
つ
か
な
い
こ
と
な
の
で
、
き
つ

ね
は
人
間
よ
り
何
倍
も
か
し
こ
い
と
思
い
ま
し

た
。
椋
鳩
十
さ
ん
は
、
そ
の
き
つ
ね
の
生
き
る
た

め
の
工
夫
を
分
か
っ
て
い
る
の
が
す
ご
い
と
思
い

ま
し
た
。 

 

さ
い
ご
に
、
私
は
動
物
が
生
き
て
い
く
中
で
、

き
ず
つ
か
な
い
で
、
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な

い
で
、
い
つ
も
幸
せ
に
く
ら
す
こ
と
は
当
た
り
前

で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
今
ま
で
読
ん
だ
物
語
の
中
で
も
、
ひ
と

り
ぼ
っ
ち
の
つ
る
を
お
そ
う
き
つ
ね
、
じ
ね
ず
み

の
親
子
を
お
そ
う
へ
び
、
カ
ワ
ウ
ソ
の
親
子
を
お

そ
う
人
間
や
わ
な
が
出
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ

れ
で
も
、
動
物
た
ち
は
力
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
私
は
そ
ん
な
場
面
を
本
で
読
ん
だ

り
テ
レ
ビ
で
見
て
、
泣
い
て
終
わ
り
に
は
し
た
く

な
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
、
動
物
た
ち
に
負
け
な

い
く
ら
い
、
私
の
今
の
命
を
大
切
に
し
た
い
し
、

他
の
小
さ
な
生
き
物
の
命
の
た
め
に
、
役
に
立
ち

た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

【講評】 

 ゆきみさんは動物が大好きなのですね。動物が傷ついたり離ればなれになっ

たりする場面を読むといかりや悲しさを感じるが、これは家族が傷つくことな

く家族の力で助かるのでこのお話が大好きということが冒頭の部分に書かれて

います。そして、きつねの家族があぶない目に合いながら助かる場面を二つあ

げています。まず、親ぎつねが子どもたちを守るために野犬をひきつけて巣あ

なから遠ざける場面から、きつねの勇敢さや賢さを感じ取っています。次に、

再び野犬に囲まれた時に、父ぎつねがとらばさみをうまく使って母と子ぎつね

を逃がす場面からは、父ぎつねと手を取り合いたいほどの喜びを感じたとあり

ます。ゆきみさんはこの二つの場面から、野性の動物は日々の生活の中で生き

る力やかしこさを深めているのが素晴らしいと考えを深めました。最後には、

他に読んだ椋作品から学んだこととして、きびしい環境の中で精一杯生きよう

とする動物たちに負けないように自分の命を大切にし、他の動物のために役に

立ちたいと自分の決意をまとめることができました。    （中原 秀樹） 



 

 

 

 

時
が
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の 

  

私
は
、
『
黒
も
の
が
た
り
』
を
読
ん
で
気
づ
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
黒
は
『私
』の
こ
と
を
一
番
の

主
人
だ
と
思
い
、
『私
』の
こ
と
が
大
好
き
だ
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
、
『私
』も
黒
の
こ
と
が
大
好
き

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

『
私
』
が
鹿
児
島
県
に
行
く
と
き
、
黒
は
『
私
』

が
乗
っ
た
汽
車
を
追
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
か
け
て

行
き
ま
し
た
。
黒
は
、
『私
』と
は
な
れ
た
く
な
か

っ
た
し
、
一
緒
に
行
き
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
汽
車
は
進
み
、
黒
は
お
い
て
い
か

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、
黒
は
毎
日
駅
に

行
っ
て
、
『
私
』
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
ち
ま
す
。

あ
き
ら
め
ず
に
ず
っ
と
『
私
』
の
帰
り
を
待
ち
ま

す
。
も
し
私
が
黒
だ
っ
た
ら
、
一
週
間
く
ら
い
で

あ
き
ら
め
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
黒
の
『私
』に

「会
い
た
い
。
」「帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
。
」と
い
う
気

持
ち
、
「
き
っ
と
帰
っ
て
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
」

と
い
う
信
じ
る
気
持
ち
が
黒
を
動
か
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
黒
は
、
本
当
に
『私
』の
こ
と
を

愛
し
て
い
た
と
い
う
事
が
、
分
か
り
ま
す
。 

 

『私
』は
、
そ
ん
な
黒
の
様
子
を
知
り
、
黒
に
す

ま
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自

分
も
悲
し
い
よ
う
に
、
大
好
き
な
黒
も
す
ご
く

悲
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
、
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

大
好
き
だ
か
ら
こ
そ
黒
の
気
持
ち
が
分
か
り
、

心
が
い
た
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
の
よ
く
年
の
冬
に
届
い
た
安
じ
い
さ
ん
の
手

紙
に
は
、
黒
は
す
っ
か
り
な
つ
い
た
と
書
か
れ
て
い

ま
し
た
。
『
私
』
は
ほ
っ
と
し
ま
し
た
が
、
一
方
で

は
さ
み
し
い
気
持
ち
も
感
じ
て
い
ま
す
。
黒
が

『
私
』よ
り
も
安
じ
い
さ
ん
に
な
つ
い
て
し
ま
っ
た

ら
、
『私
』を
忘
れ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
不
安
、
そ
し
て
さ
み
し
さ
を
感
じ
た
の
で
し
ょ

う
。
『
私
』
は
、
い
つ
も
心
の
ど
こ
か
で
大
好
き
な

黒
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
て
、
ず
っ
と
黒
の
主

人
で
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

五
年
後
、
安
じ
い
さ
ん
と
『私
』は
熊
狩
り
に
行

き
ま
す
。
そ
こ
で
、
安
じ
い
さ
ん
が
熊
に
お
そ
わ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
黒
が
熊
の
背
中
に
か
み
つ
く

と
、
熊
は
黒
を
つ
め
に
か
け
て
投
げ
飛
ば
し
ま
し

た
。
黒
は
大
け
が
を
お
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
安
じ

い
さ
ん
が
呼
ぶ
と
、
黒
は
い
た
さ
か
ら
う
な
り
声

を
あ
げ
ま
す
。
『
私
』
が
黒
に
声
を
か
け
る
と
、

も
の
悲
し
げ
な
瞳
で
見
て
、
も
う
一
度
声
を
か

け
る
と
、
黒
は
重
い
傷
の
体
を
『私
』の
方
に
寄
せ
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て
き
ま
し
た
。
黒
を
だ
き
上
げ
る
と
、
腕
を
歯
の

間
に
挟
み
込
み
ま
し
た
が
、
噛
み
つ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
け
が
を
し
て
弱
っ
て
い
る
と
き
に
、
黒

が
寄
っ
て
い
っ
た
の
は
『私
』で
し
た
。
黒
に
と
っ
て
、

一
番
心
を
許
せ
る
の
は
『私
』で
あ
り
、
一
緒
に
い

た
い
の
も
『私
』で
あ
り
、
一
番
大
切
な
人
も
ず
っ

と
『私
』だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
黒
に
と
っ
て
、

ず
っ
と
の
主
人
は
『
私
』
で
あ
り
、
ず
っ
と
『
私
』
の

こ
と
が
大
好
き
で
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

す
。 

 

黒
は
『
私
』
の
こ
と
を
、
『
私
』
は
黒
の
こ
と
を
、

お
互
い
に
大
切
な
そ
ん
在
だ
と
思
い
、
離
れ
離
れ

に
な
っ
て
も
そ
の
気
持
ち
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
本
当
の
心
と
心
の
つ
な
が
り
は
、

時
間
が
た
っ
て
も
離
れ
て
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な

く
、
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。 

   

【講評】 

 陽香さんは、感想文の始めに「黒は私のことを一番の主人と思って大好きだと

いうこと、私も黒のことが大好きだということ」と気づいたことを書いています。

この気づきをもとにあらすじに沿って感じたことを書き、最後にまとめています。

読む人に分かりやすい、上手な書き方だと思いました。私が鹿児島に行くときに

汽車を追ってまっしぐらにかけていく姿や、毎日駅に行って私の帰りを待つ姿か

ら黒は本当に私のことを愛していたことが分かる、と感じ取っています。また、

クマ狩りの時に安じいさんを助けようとして大けがをした黒が体をよせてきたの

は私だったことから、一番大切な人は私であり、ずっと私のことが大好きで忘れ

ることはなかったと読み深めています。最後は、題の「時がたっても変わらない

もの」は、「本当の心と心のつながり」であるとまとめました。始めから終わりま

で自分の気づきを一本の幹のように通した陽香さんの感想文からは、物語の感動

がはっきりと伝わってきました。            （中原 秀樹） 

 



 

 

 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
痛
み 

 

サ
ル
達
は
、
岩
山
か
ら
何
を
思
っ
て
真
っ
赤
に

染
ま
る
山
や
海
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

も
し
サ
ル
達
が
言
葉
を
話
せ
た
ら
、
一
体
ど
ん

な
こ
と
を
叫
ん
だ
の
だ
ろ
う
。 

 

サ
ル
達
の
ね
ぐ
ら
が
あ
る
原
始
林
の
木
が
切
り

は
ら
わ
れ
た
む
き
出
し
の
斜
面
が
、
陽
の
沈
ん
だ

瞬
間
に
真
っ
赤
に
染
め
つ
く
さ
れ
る
様
子
は
、
ま

る
で
傷
つ
け
ら
れ
た
山
肌
の
痛
み
を
表
す
よ
う

で
す
。 

 

お
り
で
囲
ま
れ
た
中
で
毛
づ
く
ろ
い
を
し
た
り
、

周
り
の
サ
ル
と
じ
ゃ
れ
あ
っ
た
り
し
て
い
る
動
物

園
で
見
る
サ
ル
し
か
知
ら
な
い
私
に
と
っ
て
、
こ
の

作
品
に
描
か
れ
て
い
る
サ
ル
達
は
、
そ
ん
な
サ
ル

と
は
全
く
違
う
、
自
然
と
共
に
た
く
ま
し
く
生

き
て
い
る
様
子
が
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。 

 

私
が
住
ん
で
い
る
こ
の
喬
木
村
と
は
全
く
様
子

が
違
う
亜
熱
帯
の
山
の
風
景
の
描
写
に
、
ま
る
で

そ
の
場
に
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
に
な
り
な
が
ら
、

サ
ル
達
の
思
い
を
想
像
し
て
、
人
と
自
然
の
か
か

わ
り
方
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
姿
が
良
い
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。 

 

私
は
、
サ
ル
達
が
山
で
作
業
を
す
る
人
達
の
お

弁
当
を
取
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
は
、
単
純
に
エ
サ

が
欲
し
い
だ
け
な
の
だ
ろ
う
と
初
め
は
思
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
果
た

し
て
そ
れ
だ
け
な
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
ち
ま

し
た
。 

 

サ
ル
達
は
、
自
分
達
が
住
む
と
こ
ろ
を
荒
ら
さ

れ
、
自
分
達
の
す
み
か
を
守
る
た
め
の
必
死
の
抵

抗
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し

た
。 

 

山
じ
ゅ
う
に
み
な
ぎ
る
静
け
さ
の
中
で
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
た
、
小
鳥
の
群
れ
の
羽
音
や
鳥
達
の

様
々
な
声
、
そ
し
て
見
張
り
役
の
サ
ル
の
鳴
き
声

に
よ
る
不
思
議
な
音
楽
会
は
、
そ
こ
が
ま
さ
に

サ
ル
達
の
楽
園
の
象
徴
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
楽
園
が
、
休
み
な
く
続
く
木
を
切

り
倒
す
騒
音
に
よ
っ
て
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
や
、
あ
げ
く
の
果
て
は
、
そ
の
日
の
朝
ま
で

原
始
林
だ
っ
た
自
分
た
ち
の
す
み
か
が
、
た
っ
た

一
日
で
丸
裸
に
さ
れ
た
と
い
う
表
現
が
、
そ
の
疑

問
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

サ
ル
達
の
、
山
で
働
く
人
達
の
お
弁
当
を
取
っ

て
し
ま
う
と
い
う
抵
抗
は
、
や
が
て
人
間
達
の
知
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恵
や
技
術
と
い
っ
た
圧
倒
的
な
力
の
前
に
な
す

す
べ
も
な
く
、
怒
り
と
あ
き
ら
め
の
気
持
ち
が

入
り
混
じ
っ
て
叫
び
続
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、

無
念
さ
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
と
れ
ま

し
た
。 

 

一
方
で
、
過
酷
な
山
の
現
場
で
働
く
人
達
に
と

っ
て
は
、
唯
一
の
楽
し
み
で
あ
る
お
昼
の
弁
当
を

奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
「石
を
投
げ
つ
け
て
み
た
り
」

や
「仕
事
を
お
っ
ぽ
り
出
し
て
」と
い
う
、
く
や
し

さ
が
あ
ふ
れ
る
表
現
を
通
し
て
、
山
で
働
く
人

達
も
、
木
を
切
る
仕
事
を
通
じ
て
必
死
に
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
き

ま
し
た
。 

 

木
材
を
切
り
だ
す
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い
る
人

達
、
そ
う
し
た
人
達
が
切
り
だ
し
た
木
を
使
っ
た

家
具
な
ど
を
私
達
は
使
い
ま
す
。
も
し
か
し
た

ら
私
が
使
っ
て
い
る
家
具
な
ど
も
、
こ
う
し
た
背

景
が
あ
る
の
か
と
も
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。 

  

【講評】 

「サル達は、岩山から何を思って真っ赤に染まる山や海を見ていたのだろう。」

と書き始めた牧野さんの追究は、「傷つけられた山肌の痛み」や「必死の抵抗」を

経て、サルたちの「怒りとあきらめの気持ち」「無念さ」でいったん結論づけられ

ます。ところが、「一方で」と書き出す段落で、「人」の視点からの考察が行われま

す。すなわち、「山で働く人達も、木を切る仕事を通じて必死に生きている」と。

サルの視点からサルに共感して読むだけでなく、人の視点からも考えて読み進めた

牧野さんの読み方に、はっとさせられました。この物語の背景や、提示された課題

に対する解決方法はそう単純なものではない、ということに改めて気づかされた思

いがします。それを端的に示した題名も素晴らしい。 

「人と自然とのかかわり方」という課題に対して、一般化して結論づけるのでな

く、私たちが使う「家具の背景」に思いを巡らせることで、ひとごとではないのだ

と暗示するように書き終えている点にも教えられました。    （池上 幸治） 



 

 

 

 

豪
勢
僧
正
の
言
葉
か
ら 

 

長
野
県
の
隣
の
新
潟
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
、

椋
鳩
十
と
言
え
ば
「動
物
の
お
話
」と
い
う
印
象

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作

品
の
よ
う
に
、
示
唆
に
富
ん
だ
民
話
調
の
お
話
も

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
ま

っ
さ
ら
な
気
持
ち
で
こ
の
作
品
を
読
み
進
め
ま
し

た
。 

 

印
象
に
残
っ
た
豪
勢
僧
正
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。 

 

そ
れ
は
、
大
島
為
基
が
織
田
の
大
軍
か
ら
娘
で

あ
る
る
り
姫
を
守
る
た
め
に
、
る
り
寺
に
姫
を

預
け
た
帰
り
際
、
為
基
に
二
度
と
会
え
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
し
て
語
っ
た
「
寒
椿
は
、
ち

る
し
ゅ
ん
か
ん
ま
で
、
赤
あ
か
と
、
ほ
ん
に
赤
あ

か
と
、
か
た
ち
も
く
ず
さ
ず
も
え
て
お
り
ま
す

る
。
こ
ん
な
に
あ
り
た
い
と
、
わ
た
し
は
寺
の
ま

わ
り
一
面
に
、
植
え
た
の
で
あ
り
ま
す
る
。
」と
い

う
言
葉
で
す
。 

 

こ
の
言
葉
は
、
立
派
に
戦
い
抜
く
よ
う
に
為
基

を
励
ま
し
な
が
ら
、
自
分
も
そ
う
あ
る
覚
悟
だ

と
静
か
に
伝
え
た
言
葉
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
こ
れ
は
為
基
に
向
け
て
語
っ
た
言
葉
で
あ
る

と
同
時
に
、
る
り
姫
を
預
か
る
自
分
の
決
意
を

自
分
が
再
確
認
す
る
た
め
の
言
葉
で
も
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
決
意
は
椿
を
植
え

た
と
き
か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
、
今
ま
さ
に
そ
の

椿
が
花
を
つ
け
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
る
の
で
す
。

決
意
は
、
信
念
と
言
っ
て
も
良
い
程
の
強
い
願
い

に
成
長
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
、
雪
景

色
の
中
、
二
人
を
鼓
舞
す
る
よ
う
に
寒
椿
が
赤

あ
か
と
、
一
面
に
、
見
事
に
、
咲
き
誇
っ
て
い
た
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
後
、
為
基
の
守
る
大
蛇
が
城
は
、
豪
勢
僧

正
が
予
見
し
た
よ
う
に
城
全
体
が
赤
い
炎
に
包

ま
れ
、
為
基
は
最
後
ま
で
気
丈
に
戦
う
も
、
火
の

海
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
る
り
寺
も
炎

に
包
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
寺
は
焼
け
落
ち
た
も

の
の
、
雷
鳴
と
と
も
に
大
雨
が
ざ
ん
ざ
ん
と
降
り

出
し
、
豪
勢
僧
正
は
九
死
に
一
生
を
得
ま
す
。

武
力
で
戦
い
、
死
ん
で
い
っ
た
為
基
と
祈
り
に
よ
っ

て
助
か
っ
た
豪
勢
僧
正
。
二
人
と
も
同
じ
よ
う
に

自
分
の
信
念
を
貫
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
果
は

正
反
対
と
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
結
果
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
、
武
力
に
武
力
で

対
抗
し
て
も
良
い
結
果
は
生
ま
れ
な
い
。
信
念
を
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持
っ
て
非
武
力
で
対
抗
す
る
こ
と
こ
そ
が
生
き
延

び
る
道
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
豪
勢
僧
正
も
、
火
が
迫
り
来
る
中
「
い
か

な
る
力
で
も
、
う
ば
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の

あ
る
こ
と
を
、
む
ぼ
う
な
も
の
ど
も
に
お
示
し

く
だ
さ
り
ま
せ
！
」と
叫
ん
で
い
ま
す
。 

 

奇
し
く
も
、
現
代
社
会
で
は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
間
で
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

日
本
は
毎
年
防
衛
費
に
膨
大
な
金
額
を
割
い
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
戦
争
の
準
備
を
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
平
和
的
な
方
法
で

紛
争
の
火
種
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し

ょ
う
。 

 

私
は
、
こ
の
本
か
ら
改
め
て
「
戦
争
を
し
な
い
」

と
い
う
強
い
信
念
を
持
ち
、
い
か
な
る
力
に
も
屈

せ
ず
に
そ
の
信
念
を
貫
き
通
す
こ
と
こ
そ
大
切

だ
、
と
教
え
ら
れ
た
気
が
し
ま
し
た
。 

  

【講評】 

 杉本さんは印象に残った言葉として、豪勢僧正が大島為基を見送る場面の「寒

椿は、ちるしゅんかんまで、赤あかと、ほんに赤あかと、かたちもくずさずもえ

ておりまする。こんなにありたいと、…」を挙げます。そこに、二人の「覚悟」

「決意」「信念」「願い」を感じたというのです。さらに、二人とも同様に自分の

信念を貫いたにも関わらず、結果が正反対であったことから「非武力で対抗する

ことこそが生き延びる道である」と学んだと述べています。 

 終末には、「いかなる力でも、うばうことのできないもののあることを、むぼう

なものどもにお示しくださりませ！」という豪勢僧正の叫びを引き、今まさに世

界で起きている戦火に対する杉本さんの思いが述べられます。その、平和への願

いや非戦の信念に共感しながら、「歴史には、今の時代を生きぬくヒントのような

ものがたくさん隠されている。」「歴史小説に生き方を学ぶ。」という言葉を思い出

しました。                        （池上 幸治） 

  



 

 

 

 

す
な
お
に
な
り
た
い 

 

「す
な
お
に
き
い
た
ほ
う
が
た
め
に
な
る
よ
。
」 

き
か
ん
ぼ
う
の
イ
タ
チ
が
、
ヘ
ビ
と
た
た
か
う
と

こ
ろ
を
読
み
な
が
ら
、
わ
た
し
は
心
の
中
で
言
い

ま
し
た
。
し
ん
ぱ
い
し
た
と
お
り
、
き
か
ん
ぼ
う

の
イ
タ
チ
は
、
ヘ
ビ
に
ま
き
つ
か
れ
て
あ
ぶ
な
い
め

に
あ
っ
た
り
、
に
ん
げ
ん
の
わ
な
に
か
か
っ
た
り
し

ま
し
た
。
さ
い
ご
は
、
三
ぼ
ん
足
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
だ
け
ど
、
ど
ん
な
わ
な
の
名
人
が
か
け

た
わ
な
に
も
か
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。 

「お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
の
言
う
こ
と
が
き
け
な
か

っ
た
の
に
、
な
ん
で
わ
な
に
か
か
ら
な
く
な
っ
た
の

か
な
。
」 

と
わ
た
し
は
思
い
ま
し
た
。 

 

四
ひ
き
の
イ
タ
チ
の
か
ぞ
く
は
、
く
い
し
ん
ぼ

う
で
、
な
か
よ
し
で
し
た
。
お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ

は
、
子
ど
も
た
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
ま

し
た
。
バ
ッ
タ
、
カ
エ
ル
、
ネ
ズ
ミ
、
ヘ
ビ
や
に
ん
げ

ん
の
に
お
い
を
教
え
ま
し
た
。
え
も
の
の
つ
か
ま

え
方
も
教
え
ま
し
た
。
ま
る
で
に
ん
げ
ん
の
か
ぞ

く
み
た
い
で
す
。 

 

き
か
ん
ぼ
う
の
イ
タ
チ
は
、
ヘ
ビ
に
ま
き
つ
か
れ

て
あ
ぶ
な
い
め
に
あ
っ
て
い
た
の
に
、
一
ぴ
き
だ
け

は
お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
の
ま
ね
を
せ
ず
、
わ
な
に

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
な
を
み
ま
わ
り
に

き
た
に
ん
げ
ん
に
お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
は
お
な

ら
を
ふ
き
か
け
て
、
そ
の
す
き
に
わ
な
を
か
も

う
と
し
て
い
そ
ぎ
す
ぎ
て
、
き
か
ん
ぼ
う
の
イ
タ

チ
の
足
を
か
み
ま
し
た
。
三
ぼ
ん
足
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
に
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

き
か
ん
ぼ
う
の
イ
タ
チ
は
、
じ
っ
さ
い
に
わ
な
に

か
か
っ
て
、
わ
な
の
に
お
い
を
お
ぼ
え
た
か
ら
、
わ

な
に
か
か
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お

か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
の
ま
ね
じ
ゃ
な
い
や
り
方
を
し

て
、
こ
わ
い
目
に
あ
っ
て
、
も
う
、
も
う
ぜ
っ
た
い

に
わ
な
に
か
か
り
た
く
な
い
は
ず
で
す
。
で
も
、

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
が
、

自
分
を
た
す
け
る
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
く
れ
た
か

ら
、
き
か
ん
ぼ
う
の
イ
タ
チ
は
、
う
れ
し
く
て
、

す
な
お
に
お
か
あ
さ
ん
イ
タ
チ
の
言
う
こ
と
が

き
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
わ
な
に
か
か
ら
な

く
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

わ
た
し
は
、
し
ゅ
う
じ
と
ピ
ア
ノ
を
な
ら
っ
て
い

ま
す
。
先
生
や
わ
た
し
の
お
か
あ
さ
ん
か
ら
ち

ゅ
う
い
さ
れ
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
ま
す
。 

「す
な
お
に
き
い
た
ほ
う
が
た
め
に
な
る
よ
。
」 
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と
な
ん
回
も
言
わ
れ
ま
し
た
。
お
か
あ
さ
ん
イ

タ
チ
が
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
き
か
ん
ぼ
う
の

イ
タ
チ
を
た
す
け
て
い
た
み
た
い
に
、
先
生
や
か

ぞ
く
も
い
っ
ぱ
い
お
う
え
ん
し
て
く
れ
て
い
る
か

ら
、
わ
た
し
も
す
な
お
に
き
き
た
い
で
す
。
す
な

お
に
し
た
ほ
う
が
頭
に
入
っ
て
、
し
ょ
う
ら
い
い
ろ

ん
な
こ
と
に
や
く
立
て
ら
れ
そ
う
で
す
。 

 

【講評】 

 千夏さんは書き出しのところで、「すなおにきいたほうがためになるよ。」とこ

のお話を読む中で自分の心に浮かんだ言葉をまず書いています。とても印象的な

書き出しになっていて読む人の気持ちを引きつけます。そして、「きかんぼうの

イタチは、なぜわなにかからなくなったのかな。」という疑問を持ちます。それ

に対して「わなのにおいを覚えたから」「もうぜったいわなにかかりたくないか

ら」「おかあさんイタチが自分をたすけるためにがんばってくれたのを見てすな

おになったから」ときかんぼうのイタチの気持ちを考えて想像を深めている所が

素晴らしいと思います。さらにピアノと習字を習っている自分がよく言われてい

る言葉「すなおにきいたほうがためになるよ。」が再び出てきます。この言葉は、

日頃の自分に向けられた言葉でもあったわけです。最後の所では、これからは人

の言うことを素直にきいていきたいとまとめました。千夏さんにとって自分を見

直すよい機会になった読書体験になりましたね。      （中原 秀樹） 



 

 

 

 

ネ
コ
に
も
ネ
コ
の
理
由
が
あ
る 

  

読
み
始
め
て
す
ぐ
に
、
ぼ
く
は
ぶ
ち
ネ
コ
が
嫌

い
に
な
り
ま
し
た
。
と
な
り
の
家
の
若
ド
リ
や
ス

ズ
メ
だ
け
で
な
く
、
飼
っ
て
い
た
リ
ス
の
キ
チ
公
ま

で
さ
ら
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ひ
ど
い
や
つ
だ
な
と

思
っ
た
か
ら
で
す
。
の
ら
ネ
コ
の
く
せ
に
人
間
を

こ
わ
が
ら
な
い
し
、
図
々
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
ぶ
ち
ネ
コ
を
な
ん
と
か
つ
か
ま
え
よ
う

と
す
る
野
田
さ
ん
た
ち
を
応
え
ん
し
な
が
ら
読

み
ま
し
た
。
で
も
、
ぶ
ち
ネ
コ
の
ほ
う
が
り
こ
う

で
、
わ
な
に
も
か
か
ら
な
い
の
で
、
ぼ
く
は
悔
し

か
っ
た
で
す
。 

 
ぶ
ち
ネ
コ
が
い
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ら
、

家
の
屋
根
う
ら
で
子
ネ
コ
を
生
ん
で
い
た
の
に
は
、

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
で
も
、
ぶ
ち
ネ
コ
は
子
ど

も
を
育
て
る
た
め
に
食
べ
物
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
、

悪
さ
を
し
て
い
た
ん
だ
な
と
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
、
さ
ら
わ
れ
た
動
物
が
か
わ
い
そ
う
だ
っ

た
の
で
お
母
さ
ん
に
ぶ
ち
ネ
コ
の
話
を
し
て
、 

「め
い
わ
く
を
か
け
る
し
、
命
も
取
る
か
ら
嫌
な

ネ
コ
だ
ね
。
」 

と
言
っ
た
ら
、 

「そ
う
だ
け
ど
、
人
間
も
鳥
や
牛
、
ぶ
た
の
お
肉

を
食
べ
る
で
し
ょ
う
？
魚
も
食
べ
て
い
る
よ
ね
。
」 

と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

少
し
く
や
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
ぶ
ち
ネ
コ
は
生

き
る
た
め
に
一
生
け
ん
め
い
だ
っ
た
か
ら
、
人
間

に
負
け
な
い
ぐ
ら
い
の
知
恵
を
つ
け
て
い
た
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
お
か
あ
さ
ん
ネ
コ
に

な
っ
て
、
子
ネ
コ
の
た
め
に
も
っ
と
強
く
な
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
な
と
考
え
ま
し
た
。
太
郎
く
ん
の

お
父
さ
ん
も
、
ぶ
ち
ネ
コ
が
人
間
と
同
じ
よ
う

に
子
ど
も
を
守
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
今
ま
で
の
悪

さ
の
理
由
が
わ
か
っ
た
か
ら
感
動
し
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。 

 

ぼ
く
は
、
人
間
の
理
由
ば
か
り
で
ぶ
ち
ネ
コ
の

こ
と
を
嫌
な
ネ
コ
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ネ
コ

の
理
由
も
考
え
た
ら
、
す
ご
い
ネ
コ
だ
っ
た
ん
だ

と
思
い
ま
し
た
。
ネ
コ
に
は
ネ
コ
の
理
由
が
あ
っ
て
、

相
手
の
立
場
で
考
え
た
ら
新
し
い
見
方
が
で
き

る
こ
と
も
、
椋
鳩
十
さ
ん
は
伝
え
た
か
っ
た
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

優秀賞 （小学校 3・4年の部） 
 

「屋根うらのネコ」  あすなろ書房 

川口市立安行東小学校  三年  

鈴木
す ず き

 紫文
し も ん

 

 



 

 

【講評】 

 「読み始めてすぐにぼくはぶちネコがきらいになりました。」と紫文さんはま

ず第一印象を率直に書いています。その後も、「のらネコのくせに人間をこわが

らないし、図々しいと思いました。」や「ぶちネコのほうがりこうでわなにもか

からなかったので、ぼくはくやしかったです。」とぶちネコへの思いが書かれて

います。ところが、お母さんの会話から少しぶちネコへの見方が変わります。「ぶ

ちネコは生きるために一生けんめいだったから人間に負けないぐらいの知恵を

つけていたのかなと思いました。」と今までとは違う面からぶちネコのことを考

えています。そして、太郎くんのお父さんの気持ちまで想像して、感動したわけ

を深く読み取っています。紫文さんは初め、人間の立場で考えていましたが、最

後にはネコの立場に立った考えに変わりました。様々な立場の人のことを思い、

物事を他の面からも考える大切さを感じる良い機会になったと思います。このこ

とを新しい作品を読む時や日々の生活にもいかしていってほしいと思います。 

     （中原 秀樹） 



 

 

 

 

離
れ
て
い
て
も
忘
れ
な
い
も
の 

  

黒
と
い
う
犬
は
主
人
公
で
あ
る
私
が
一
年
間

飼
っ
て
き
た
犬
だ
。
し
か
し
、
主
人
公
が
仕
事
の

都
合
で
鹿
児
島
県
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
、
黒
を
主
人
公
が
飼
っ
て
い
た
の
は
一
年
間

だ
け
。
そ
の
後
の
五
年
間
は
狩
人
の
安
じ
い
さ
ん

が
飼
っ
て
い
た
。 

 

こ
の
物
語
は
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
黒
と
主
人

公
と
の
愛
情
や
、
主
人
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
ら
れ
る
物
語
だ
。 

 

ま
ず
、
私
は
、
こ
の
物
語
を
読
み
始
め
て
胸
が

締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
そ

の
場
面
と
は
、
黒
と
主
人
公
が
五
年
ぶ
り
に
再

会
し
た
場
面
だ
。
黒
が
、
い
き
な
り
主
人
公
に
飛

び
つ
い
て
い
っ
た
時
、
安
じ
い
さ
ん
に
「こ
ら
こ
ら
、

だ
ん
な
さ
ま
の
洋
服
が
よ
ご
れ
て
し
ま
う
ぞ
。
」

と
言
わ
れ
る
と
、
黒
は
安
じ
い
さ
ん
の
後
ろ
で
小

さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
姿
が
主
人
公
に
と
っ

て
は
安
じ
い
さ
ん
を
本
当
の
主
人
と
思
い
込
ん
で

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
か
ら
だ
。
主
人
公
が
は

じ
め
の
主
人
で
あ
る
の
に
、
黒
が
主
人
公
を
第
二

に
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
胸
が
締
め
付
け
ら
れ

る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
た
。 

 

そ
う
思
っ
て
い
た
私
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
展
開

を
読
み
進
め
る
と
、
黒
と
主
人
公
の
真
の
愛
情

を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

黒
と
主
人
公
と
の
真
の
愛
情
を
感
じ
た
場
面

は
、
「
安
じ
い
さ
ん
を
助
け
よ
う
と
し
た
黒
が
、

ク
マ
に
傷
を
負
わ
さ
れ
苦
し
ん
で
い
る
時
、
安
じ

い
さ
ん
で
は
な
く
、
主
人
公
に
体
を
寄
せ
ひ
ざ
に

頭
を
の
せ
た
場
面
」だ
。
五
年
間
黒
を
飼
っ
て
い
た

安
じ
い
さ
ん
が
け
が
を
し
た
黒
に
触
れ
よ
う
と

し
て
も
、
噛
み
つ
こ
う
と
し
触
れ
さ
せ
な
か
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
一
年
間
だ
け
飼
っ
て
い
た
主
人

公
に
体
を
寄
せ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
行
動
は
、
最

初
に
黒
を
育
て
て
い
た
主
人
公
だ
け
が
本
当
の

主
人
と
し
て
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。 

 

も
し
私
が
黒
を
一
年
間
育
て
て
い
て
、
安
じ
い

さ
ん
が
五
年
間
育
て
て
い
た
ら
、
主
人
公
の
よ
う

に
、
黒
に
と
っ
て
の
本
当
の
主
人
に
な
れ
る
だ
ろ

う
か
。
主
人
公
が
黒
に
と
っ
て
の
本
当
の
主
人
に

な
れ
た
の
は
、
一
年
間
注
ぎ
続
け
た
愛
情
を
黒

が
ず
っ
と
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
愛
情
は
、
五
年
間
も
離
れ
離
れ
に

な
っ
て
い
て
も
忘
れ
な
い
、
黒
に
と
っ
て
と
て
も
大

 

優秀賞 （小学校 5・6年の部） 
 

「黒ものがたり」  理論社 

喬木村立喬木第一小学校  六年  

松島
まつしま

 杏佳
きょうか

 

      



 

 

き
な
も
の
で
あ
り
、
育
て
た
年
月
の
差
を
乗
り
越

え
る
深
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。 

 

ま
た
、
主
人
公
は
、
黒
を
手
放
し
て
か
ら
も
ず

っ
と
黒
の
こ
と
を
愛
し
続
け
て
い
た
。
町
で
買
っ
た

ブ
タ
の
塩
づ
け
を
黒
に
送
っ
た
り
、
黒
の
さ
び
し

そ
う
な
様
子
を
聞
く
の
は
、
心
が
と
が
め
ら
れ

る
よ
う
な
気
が
し
た
。
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
て

も
、
黒
を
忘
れ
た
瞬
間
は
一
度
た
り
と
も
な
か
っ

た
と
思
う
。 

 

そ
し
て
、
五
年
間
も
育
て
て
く
れ
た
安
じ
い
さ

ん
を
失
う
ま
い
と
、
自
分
の
身
を
挺
し
て
ま
で
ク

マ
か
ら
守
り
、
必
死
で
ク
マ
の
背
中
に
か
み
つ
い
た

黒
は
、
飼
い
主
へ
の
忠
誠
を
自
分
の
身
よ
り
優
先

し
て
い
る
。
私
だ
っ
た
ら
、
大
切
な
人
が
危
険
な

目
に
あ
っ
て
い
る
時
、
自
分
の
命
を
危
う
く
す
る

覚
悟
を
し
て
ま
で
行
動
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難

し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
黒
は
大
き
な

覚
悟
を
し
、
安
じ
い
さ
ん
を
助
け
る
た
め
に
大
き

な
相
手
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

黒
も
の
が
た
り
で
、
私
は
、
人
間
と
動
物
の
離

れ
て
い
て
も
忘
れ
な
い
深
い
愛
情
を
何
よ
り
も
強

く
感
じ
た
。
五
年
間
も
会
え
て
い
な
く
て
も
、
心

の
中
に
残
り
続
け
て
い
る
お
互
い
へ
の
思
い
は
、
相

手
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
存
在
に
な
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
な
お
、
よ

り
深
ま
っ
た
愛
情
だ
と
思
う
。 

 

こ
の
物
語
の
黒
は
、
主
人
公
が
愛
し
続
け
て
く

れ
た
時
の
思
い
を
感
じ
、
最
初
に
育
て
た
主
人
公

だ
け
を
本
当
の
主
人
と
思
い
続
け
て
い
た
。
そ
し

て
、
二
人
か
ら
学
ん
だ
主
人
と
は
、
「
た
だ
愛
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
に
愛
す
る
こ
と
を
続

け
、
そ
の
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
て
こ
そ
本
当
の
主

人
」
だ
と
感
じ
、
自
分
の
思
い
を
伝
え
て
、
発
信

し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
先
へ
続
い
て
い
く
架
け
橋

に
な
る
と
二
人
か
ら
学
ん
だ
物
語
だ
っ
た
。 

 

【講評】 

 杏佳さんは最初に、「この物語は、離れ離れになった黒と私との愛情や、主人とい

うものについて考えされられる物語だ。」と話を大きくとらえた上で、ていねいに黒

と私の愛情を読み深めています。特に安じいさんを助けようとした黒が熊に傷を負わ

されて苦しんでいる時に私に体を寄せ、ひざに頭をのせた場面から真の愛情を感じ取

っています。黒の私に対する愛情は、「五年間も離れていてもその年月を乗り越える

深いものだった」と読み深めているところが素晴らしいと思います。さらに言うと、

自分の伝えたいことを効果的に表すためには、読み返してみて省ける箇所があれば省

いた方が良い場合もあると思います。最後には、私と黒の愛情は「相手のことが忘れ

られないような存在になっていたからこそ、離れ離れになってもなお、より深まった

愛情」とまとめています。さらに、主人について考えを深める中で、「自分の思いを

伝えて発信していくことが、この先へ続いていく架け橋となる」という言葉は、今後

に向けたすがすがしい決意の表れと感じました。          （中原秀樹） 

 



 

 

 

 

「人
間
と
動
物
の
共
存
」 

  

こ
の
作
品
は
、
自
然
豊
か
な
島
を
林
道
を
つ
く

る
た
め
に
山
を
工
事
し
て
し
ま
い
、
山
に
い
る
サ

ル
た
ち
の
領
地
を
荒
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物

語
で
す
。 

 

こ
の
作
品
を
読
ん
で
私
が
心
に
残
っ
た
場
面
が

三
つ
あ
り
ま
す
。 

 

私
が
心
に
残
っ
た
場
面
の
一
つ
目
は
、
主
人
公

が
山
の
林
の
中
で
、
サ
ル
や
虫
の
声
や
羽
音
を
聞

い
て
い
る
場
面
で
す
。
こ
れ
は
、
人
が
手
の
入
れ

た
こ
と
の
な
い
自
然
豊
か
な
山
で
し
か
味
わ
う
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
様
子
を
主
人
公
は
音
楽
会

に
招
待
さ
れ
て
い
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
て
そ
こ

か
ら
、
こ
の
山
の
そ
の
自
然
豊
か
な
所
が
大
好
き

な
ん
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
私
の
母
の
実
家
は

と
て
も
山
奥
に
あ
り
、
そ
こ
に
行
く
と
川
の
音
や
、

様
々
な
動
物
が
見
れ
て
こ
こ
ち
よ
い
気
分
に
な

る
の
で
、
こ
こ
に
は
と
て
も
共
感
し
ま
し
た
。 

 

次
に
私
が
心
に
残
っ
た
場
面
は
、
原
始
林
の
し

ゃ
面
が
人
間
の
手
に
よ
っ
て
頂
上
ま
で
切
り
は
ら

わ
れ
て
し
ま
っ
た
所
で
す
。
そ
の
山
の
山
は
だ
が

む
き
出
し
に
な
っ
て
お
り
夕
陽
で
赤
く
そ
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
椋
鳩
十
さ
ん
は
「
血
の
よ
う
に
」
と

表
現
し
て
い
て
、
そ
の
様
子
の
む
ご
さ
に
胸
を
い

た
め
る
主
人
公
の
気
も
ち
を
読
者
に
伝
え
て
い

る
ん
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
こ
れ
は
山
だ

け
に
は
限
ら
ず
、
自
分
の
大
切
な
場
所
、
し
か
も

そ
こ
が
な
く
な
る
こ
と
で
自
分
だ
け
で
は
な
く
い

ろ
ん
な
人
や
動
物
が
悲
し
む
こ
と
に
な
る
所
だ

と
よ
け
い
に
悲
し
く
な
る
と
思
い
ま
し
た
。 

 

次
は
こ
の
物
語
の
最
後
の
サ
ル
の
む
れ
が
叫
び

つ
づ
け
る
場
面
で
す
。
主
人
公
は
そ
の
叫
び
か
ら
、

サ
ル
た
ち
の
領
地
を
勝
手
に
荒
ら
す
人
間
に
対

す
る
い
か
り
に
感
じ
て
い
て
、
私
は
こ
こ
を
読
ん

で
い
て
と
て
も
複
雑
な
気
も
ち
に
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
間
は
山
を
切
り
は
ら
わ

な
い
と
林
道
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か

し
山
に
手
を
入
れ
て
し
ま
う
と
、
自
然
豊
か
な

山
が
い
っ
き
に
こ
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
し
、
山
に

住
む
様
々
な
動
物
の
住
み
か
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
、
そ
こ
で
私
は
こ
の
作
品
は
現
代
の
こ
と
を
表

わ
し
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
現
代
の
社
会
も

た
と
え
ば
海
洋
ゴ
ミ
の
せ
い
で
海
に
住
む
動
物
た

ち
が
無
ざ
ん
に
も
た
く
さ
ん
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
り
、
木
の
切
り
出
し
で
森
林
は
か
い
に
つ

な
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
、
全
て
は
人
間
の
せ
い

 

優秀賞 （中学校の部） 
 

「野生の叫び声」  ポプラ社 

喬木村立喬木中学校  一年  

奥田
お く た

 心優
こ ひ ろ

 

      



 

 

で
何
も
関
係
の
な
い
動
物
た
ち
を
巻
き
こ
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

 

今
、
世
界
で
は
そ
れ
に
対
し
て
い
ろ
ん
な
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
問
題
は
良
く
な

っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
一
向
に
良
く
な
っ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
良
く
な
ら
な
い
の
は
、

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
こ
の
世
界
の 

ご
く
一
部
だ
か
ら
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

ん
な
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
全
て
の
人
に
こ
の
作

品
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
こ
の
世
界
の
人
間
と
動
物

た
ち
が
共
に
生
き
ら
れ
る
世
界
を
つ
く
っ
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。 

   
 

 

【講評】 

 奥田さんが「心に残った場面」として挙げたのは、「原始林が切り倒される前の

豊かな自然を描いた場面」「原始林の斜面が切り払われ山肌が血のように赤く染ま

った場面」そして「サルの群れが叫び続ける場面」です。これら三つからは、題

名「人間と動物の共存」につながる一貫性が感じられます。 

 奥田さんは、最後の場面を読んでいて「とても複雑な気持ちになりました。」と

述べ、「人間は山を切りはらわないと林道をつくることはできない、しかし、山に

手を入れてしまうと、自然豊かな山が一気にこわれていってしまう…」と「人間

と動物の共存」というテーマに言及します。そして、これが現代社会にも通ずる

問題であると指摘し、「全ての人にこの作品を読んでもらって」、人間と動物の共

存に向けて、多くの人々が活動に取り組んでいくべきである、と自身の願いを率

直に語ります。感じたことや考えた経過を、素直に丁寧に書き進める書きぶりに

魅力を感じました。                    （池上 幸治） 



 

 

 

 

「父
と
娘
の
絆 

 

 

ー
大
島
為
基
と
る
り
姫
ー
」 

 

大
島
城
城
主
の
大
島
為
基
。
超
人
的
な
ま
で

の
鉄
砲
の
腕
を
持
ち
、
圧
倒
的
な
軍
勢
を
誇
る

織
田
軍
が
攻
め
込
ん
で
く
る
危
機
を
察
す
る
と
、

城
内
の
女
・子
ど
も
は
事
前
に
退
避
さ
せ
、
最
期

ま
で
孤
軍
奮
闘
。
城
と
運
命
を
共
に
し
た
天
晴

な
城
主
だ
っ
た
。
こ
の
為
基
の
娘
が
「
る
り
姫
」
で

あ
る
。
物
語
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
生
き
様

や
死
に
様
が
描
か
れ
る
が
、
る
り
姫
は
父
の
為
基

を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
本
文
中
に
は
、

そ
れ
と
わ
か
る
直
截
的
な
叙
述
は
見
当
た
ら
な

い
が
、
わ
ず
か
な
手
が
か
り
と
行
間
か
ら
推
察

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

 

わ
が
ま
ま
息
子
・鬼
太
郎
の
希
望
を
叶
え
て
や

る
た
め
、
物
量
作
戦
で
る
り
姫
を
嫁
に
も
ら
お

う
と
、
河
野
又
吉
郎
が
城
を
訪
れ
る
。
相
対
し

た
の
は
父
の
為
基
で
、
当
の
る
り
姫
は
そ
の
場
に

は
居
な
い
。
傲
慢
と
も
い
え
る
申
し
出
に
対
し
て
、

為
基
は
「お
こ
と
わ
り
も
う
す
。
お
ひ
き
と
り
く

だ
さ
れ
い
。
」と
返
す
が
、
そ
の
様
子
は
「か
ん
高

い
ど
な
り
つ
け
る
よ
う
な
調
子
」で
あ
る
。
威
厳

あ
る
城
主
の
ふ
る
ま
い
と
す
れ
ば
若
干
の
違
和

感
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
城
内
の
別
室
で
耳

を
そ
ば
だ
て
て
い
る
姫
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
、

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
声
で
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。
為

基
の
思
い
は
、
続
く
「も
の
と
の
交
か
ん
は
、
お
こ

と
わ
り
も
う
す
。
」
に
端
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た

父
の
毅
然
と
し
た
返
答
の
態
度
に
、
娘
は
ど
れ
ほ

ど
安
心
し
、
絶
対
的
な
信
頼
度
を
高
め
た
こ
と

だ
ろ
う
か
。 

 

も
し
こ
こ
で
又
吉
郎
の
物
量
（
二
俵
ず
つ
米
俵

を
積
ん
だ
百
頭
の
馬
）に
目
が
く
ら
み
、
ほ
い
ほ
い

と
娘
を
差
し
出
す
よ
う
な
男
だ
っ
た
な
ら
ば
、

る
り
姫
の
生
来
の
性
格
を
考
え
る
と
、
父
に
絶
望

し
、
親
子
の
縁
を
切
っ
て
で
も
ど
こ
か
に
身
を
隠

し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

る
り
姫
は
、
幼
い
頃
か
ら
る
り
寺
の
豪
勢
僧
正

の
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
。
織
田
軍
の
大
攻
勢
を

前
に
し
て
覚
悟
を
決
め
た
為
基
は
、
娘
を
豪
勢

僧
正
に
あ
ず
け
よ
う
と
、
姫
を
連
れ
だ
っ
て
寺

を
訪
れ
る
。
か
く
し
て
姫
は
寺
に
匿
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
当
時
の
る
り
姫
は
十
三
歳
。
し
か
し
、

な
ぜ
自
分
が
寺
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
か
、
父
に

は
ど
ん
な
決
意
が
あ
る
の
か
な
ど
、
直
に
話
を
聞

 

優秀賞 （一般の部） 
 

「るり寺物語」  ポプラ社 

長野市    
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か
さ
れ
ず
と
も
、
そ
の
「思
い
」は
充
分
に
理
解
し

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
気
じ
ょ
う
ぶ
な
る
り
姫

も
、
目
に
い
っ
ぱ
い
な
み
だ
を
た
め
て
、
父
の
う
し

ろ
姿
を
見
送
っ
た
。
」と
い
う
叙
述
の
中
に
、
父
と

の
今
生
の
別
れ
を
悟
っ
た
十
三
歳
の
娘
の
思
い
が

あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
詰
ま
っ
て
い
る
。
る
り
姫
の

「な
み
だ
」に
は
ど
ん
な
気
持
ち
が
隠
れ
て
い
た
の

か
、
読
む
者
の
心
に
強
く
訴
え
か
け
る
一
文
だ
。 

 

そ
ん
な
父
の
「思
い
」
は
、
ま
る
で
豪
勢
僧
正
に

乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
、
寺
を
織
田
軍
の
兵
た

ち
に
囲
ま
れ
て
火
攻
め
に
遭
っ
た
絶
体
絶
命
の
場

で
も
「火
で
も
、
や
り
で
も
、
か
た
な
で
も
、
力
で

は
人
の
心
を
う
ば
わ
れ
ま
せ
ぬ
ぞ
。
」と
い
う
言

葉
に
発
露
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
河
野
又

吉
郎
に
言
い
放
っ
た
父
の
言
葉
と
そ
の
根
を
同
じ

く
し
て
い
る
。
き
っ
と
姫
に
と
っ
て
は
、
命
が
け
で

我
が
身
を
守
っ
て
く
れ
る
豪
勢
僧
正
に
、
亡
き
父

の
姿
が
重
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

 

「る
り
寺
物
語
」と
は
、
悲
劇
的
な
ま
で
の
父
と

娘
の
絆
の
物
語
で
も
あ
っ
た
と
つ
く
づ
く
感
じ
入

っ
た
私
は
今
夏
（令
和
五
年
八
月
）、
猛
暑
の
中
を

下
伊
那
郡
高
森
町
に
あ
る
大
嶋
山
「瑠
璃
寺
」を

実
際
に
訪
れ
、
境
内
を
見
学
し
た
り
、 

住
職
と

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
。
去
り
際
に
、

境
内
の
向
こ
う
を
一
匹
の
ネ
コ
が
駆
け
抜
け
て
い

っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
寺
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る

と
、
こ
の
寺
に
は
「み
ゃ
あ
坊
」
な
る
ネ
コ
の
住
職

が
棲
ん
で
い
る
ら
し
い
。
私
は
思
う
。
今
も
、
父

を
慕
い
、
豪
勢
僧
正
を
敬
愛
す
る
る
り
姫
の
魂

は
、
愛
ら
し
い
ネ
コ
に
宿
り
な
が
ら
、
大
好
き
だ

っ
た
こ
の
地
の
、
こ
の
境
内
で
生
き
続
け
て
い
る
の

だ
、
と
。 

 

【講評】 

 山口さんは、大島為基が河野又吉郎、鬼太郎親子と対峙する場面を取り上げ、

為基が放った言葉「ものとの交かんは、おことわりもうす。」に、父為基の毅然と

した態度を、そして、娘るり姫の「安心」「信頼」を見ています。また、豪勢僧正

にるり姫を預けて為基が去るときのるり姫の「なみだ」に、「父との今生の別れを

悟った十三歳の娘の思い」を読み取ります。いずれも、「父、大島為基と娘、るり

姫の絆という視点から読む」という読み方から生まれた読みであり、この作品の読

み方にそういう視点があったのだと教えられました。 

 さらに、「火でも、やりでも、かたなでも、力では人の心をうばわれませぬぞ。」

という豪勢僧正の言葉が、「かつて河野又吉郎に言い放った父の言葉とその根を同

じくしている」という指摘は大変鋭いと思います。金や力、武力や権力で何でも思

い通りにできると思う傲慢さに対する痛烈な批判として、また椋さんの思いの表出

として、胸に響いてくる言葉だと共感しました。       （池上 幸治） 

T 


