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「三尺の童子を拝す」 平 井 信 義

「嬉泉の新聞」第 4号において,石井哲夫

さんが「見えぎる敵との戦い」と題する文章

を寄せ られていたが,こ れを読んだ私は,そ
れをリコピーしてわれわれの相談室の職員に

手渡した。「見えぎる敵」としての自分の中

に巣を作っている自分本位な心を点検 してほ

しかったか らである。

それにつけて日頃か ら思っていることは
,

「先生」と呼ばれることのこわさである。子

どもたち に「先生」と呼ば七 職員同士も「先

生Jと 呼び合っているのは,わが国のみであ

る。欧米では,子 どもちは教師をMr.M rs,

Miss.―一 つまり「さんJで呼んでいる。私

の孫はエデンバラ (イ ギリス)の小学校に 1

年間通っていたが,校長と親 しくなり,電話

をかけてよこしたときに, さかんに「ベイカ

ーさん」連発 していた。私の大学の院生がア

メリカの高校に通っていたとき,指導教師が

廊下を歩いていたので,呼び止めようとして

「 teacher」 を連発 したが,振向かなかっ

たという。そして,友人か ら「さん」で呼ん

でよいことを教えられた。

なぜ,わが国では子どもに「先生」と呼ば

しているのであろうか。それは,教師の権力

を維持 したいか らである。もし子どもが「さ

ん」で呼ぶことがあれば,平手打ちに会うか

も知れない。子どもの母親が「さん」で呼ん

でも, 自分を馬鹿にしていると内心憤慨する

であろう。教師同士が「先生」と呼び合って

いるのも,同 じ理由によるものであるも校長

が新人の教師に対して「○○先生」と呼んで

いるのも,子どもたちに対する一種のみせし

めと言いたくなる。欧米では親 しくなった職

員間では irst nameで呼び,私の場合はノ

ブヨシでは長すぎるので Nobbyである。レ

ーガン大統領と中曽根首相が「ロン」と「ヤ

ス」で呼び合っているのもその現れである。

わが国では,「先生Jと 呼ばれることで権

力を維持 し,「オレの言 うことはそのままき

け」といった傲慢極 りない意識を育てている

のが教育界の風潮であり,それが子どもとい

う弱い存在を対象にした各種の施設にも及ん

でいる。「オ レの言うことをきけJと いった

意識は,「オレの言 うことは間違いがない」

という極めて傲慢な意識に通 じ,それが連帯

してた くさんの規則を作 っては違反する子ど

もを罰するという悲劇を生み出している。

私の大学か らも,毎年教職についたり児童

福祉施設に勤め,「先生」と呼ばれる立場に

おかれる学生が多いが,私は「いつも自分の

未熟な人格を反省するために,た くさんのこ

とを子どもたちか ら教わりなさい」と提言 し

ている。禅の言葉の「三尺の童子を拝す」を

私は座右の銘にしているが,「子から学ぶ」

と異句同音である。

「先生」と呼ばれる立場の者に,医者があ

る。医学部の伝統には,「寄 らしむべし,知
らしむ可か らず」の意識があり,最 も傲慢に

なりやすい。石井さんは「見えぎる敵」の中

で,医師は人の生命を預 っていることを力説

しているが,そ の意識は少なく,「オレがな

おしてやっている」という傲慢さがある。私

は,若い頃,医者として「先生」と呼ばれ,

(3ペ ージ下段に続 く)
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そ
の
昔
、
世
田
谷
に
あ
る
子
ど
も
の

生
活
研
究
所
で
、
自
閉
症
児
の
通
所
指

導
を
は
じ
め
た
頃
、
私
達
の
治
療
の
現

場
を
東
京
都
立
梅
ケ
丘
病
院
の
院
長
詫

摩
先
生
が
見
学
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
詫
摩
先
生
は
、
私
の
古
い
友
人

の
都
立
大
学
詫
摩
武
俊
教
授
の
叔
父
さ

ん
で
、
何
か
と
心
安
さ
を
感
じ
お
話
を

し
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー

ン
で
開
か
れ
た
国
際
児
童
精
神
医
学
会

議
に

一
緒
に
出
席
し
た
こ
と
も
思
い
出

さ
れ
て
く
る
。

「
子
ど
も
に
打
ち
こ
ん
で
可
愛
が

っ

て
お
ら
れ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
。
う

ち
も
頑
張

っ
て
や
り
た
い
が
、
何
分
う

ち
は
宿
屋
で
大
変
な
ん
だ
よ
。
」
た
し
か

第

一
種
自
閉
症
児
施
設
を
引
受
け
ら
れ

て
お
ら
れ
た
梅
ケ
丘
病
院
長
と
し
て
の

御
苦
労
も
大
変
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
、
も
ら
さ
れ
た
ホ
ン
ネ
を
聞
い
て

「毎
日
夜
昼
な
く
こ
の
子
た
ち
と

つ
き

あ
う
の
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と
な
の

だ
ろ
う
」
と
思

っ
て
い
た
。

親
で
も
上
手
に
育
て
ら
れ
な
い
こ
の

子
た
ち
を
、
専
門
家
と
い
う
名
を
汚
さ

ぬ
よ
う
上
手
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
こ
の
仕
事
の
厳
し
さ
を
、
そ
の
後

間
も
な
く
体
験
し
よ
う
と
は
思

っ
て
い

な
か

っ
た
。

し
か
し
昭
和
五
十
二
年
に
袖
ケ
浦
の

び
ろ
学
園
が
開
設
さ
れ
、
第
二
種
自
閉

症
児
施
設
と
し
て
認
可
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
私
と
し
て
も
、
当
時
子
ど
も
の

生
活
研
究
所
を
支
え
て
い
た
山
根
美
江

子
さ
ん
や
喜
多
克
彦
君
、
そ
れ
に
や
や

遅
れ
て
金
沢
信

一
、
裕
子
夫
妻
、
山
崎

順
子
さ
ん
な
ど
と
い
う
実
力
者
を
大
挙

し
て
派
遣
し
、
子
ど
も
の
生
活
研
究
所

で
長
年
培

っ
て
来
た

「
受
容
」
の
精
神

を
そ
の
ま
ま
移
植
さ
せ
る
こ
と
を
考
え

た
の
で
あ

っ
た
。

詫
摩
先
生
は
、
そ
の
後
松
沢
病
院
に

転
じ
ら
れ
た
が
、
梅
ケ
丘
病
院
は
副
院

長
だ

っ
た
藤
原
先
生
が
後
任
の
院
長
を

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
梅
ケ
丘
病
院

せ
、
生
活
者
と
し
て
の
実
践
に
励
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
し
ろ
宿
屋
さ
ん

は
、
全
て
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
と
め

る
職
業
な
の
で
あ
る
。

施
設
処
遇
は
、
掃
除
、
洗
濯
、
食
事

を
は
じ
め
、
生
活
環
境
を
常
に
快
適
に

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
施
設

職
員
に
は
、
全
て
の
こ
の
よ
う
な
雑
用

が
本
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
応
は
、
炊
事
、
洗
濯
、
掃
除
等
の
環

境
の
改
善
、
整
備
を
係
り
と
す
る
者
も

い
る
が
、
保
母
、
指
導
員
、
看
護
婦
と

い
え
ど
も
、
そ
の
本
来
業
務
と
し
て
の

宿
屋
と
し
て
の
施
設
処
遇

と
私
た
ち
と
は
、
そ
の
後
連
絡
す
る
こ

と
が
無
く
な

っ
て
い
る
が
、
き

っ
と
昔

の
友
人
大
庭
千
鶴
子
さ
ん
や
、
研
究
所

に
い
た
若
林
さ
ん
は
、
今
で
も
頑
張

っ

て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。

宿
屋
な
ら
ぬ
収
容
施
設
の
経
営
は
、

生
活
条
件
の
整
備
に
追
わ
れ
る
。
実
際

に
運
営
の
責
任
を
負

っ
て
い
る
主
任
会

に
は
、
必
ず
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
、
修

繕
と
、
物
品
購
入
の
話
が
出
て
く
る
。

自
分
で
自
分
の
生
活
条
件
を
整
え
る
こ

と
の
出
来
な
い
子
ど
も
た
ち
を
抱
え
て

職
員
は
人

一
倍
生
活
の
知
恵
を
働
ら
か

）

子
ど
も
の
直
接
処
遇
の
み
に
限
定
し
て

お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
生
活
者
と

し
て
、
共
に
生
活
を
す
る
場
の
仕
末
を

当
然

マ
メ
に
行

っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
生

活
は
な
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。

施
設
と
い
う
生
活
の
場
に
お
い
て
子

ど
も
を
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た

だ
直
接
的
な
か
か
わ
り
で
く
ふ
う
、
努

力
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

精
神
的
に
安
定
し
、
快
適
に
過
せ
る
よ

う
な
生
活
条
件
を
作
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
そ

ち
ら
の
方
に
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

）

石
井
哲
夫

さ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

袖
ケ
浦
で
も
、
最
初
の
う
ち

「
子
研

で
器
用
に
子
ど
も
を
遊
ば
せ
て
い
た
こ

と
は
忘
れ
て
、
十
分
な
世
話
と
、
徹
底

し
た
掃
除
を
す
る
よ
う
心
が
け
よ
。」

と
言

っ
た
こ
と
が
少
し
の
間
は
き
い
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
ゆ

る
み
が
ち
に
な

っ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
す
る
組
織
的
な
施
設

処
遇
方
法
を
是
非
と
も
実
践
的
に
ま
と

め
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
体
力
の
続
く
限
り
、
職
員
と
合

宿
研
修
を
さ
か
ん
に
行
い
た
い
と
希

っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幼
な
い
頃
か

ら
、
自
ら
を
戒
め
て
来
た
生
活
の
中
の

怠
惰
さ
を
銘
記
す
る
上
で
大
切
な
こ
と

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
職
員
は
本
当
に

わ
か

っ
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

い
つ
も
問
い
か
け
て
い
た
い
の
で
あ
る
。

第 22回 嬉泉バザー

のおしらせ

10月 26日  (日 )

午前10時～ 3時

子どもの生活研究所

(小 田急線千歳船橋駅下車5分 )

□ 日時

□ 会場
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「
私

の
願

い
」

田
中
雅
也

こ
の
袖
ケ
浦
の
ひ
か
り
の
学
園
と
の

び
ろ
学
園
は
、
千
葉
駅
と
鉄
道
の
駅
と

電
車
の
駅
よ
り
は
な
れ
す
ぎ
て
、
い
る

か
ら
き
ら
い
で
す
。

の
び
ろ
ひ
か
り
の
は
、
駅
か
ら
は
な

れ
て
、
い
る
し
、
遠
過
ぎ
て
、
来
る
だ

け
で
も
大
嫌
い
で
す
。

僕
は
、
男
で
、
中
西
君
が
好
き
で
す
。

ひ
か
り
の
は
、
御
風
呂
の
中
に
、
ト
イ

レ
と

一
緒
だ
か
ら
、
嫌
い
で
す
。

ひ
か
り
の
も
の
び
ろ
も
駅
か
ら
は
な
れ

て
い
る
か
ら
、
い
そ
が
し
す
ぎ
て
、
ゆ

っ
く
り
と
し
た
時
間
が
取
れ
無
い
で
す
。

こ
な
い
だ
ひ
か
り
の
か
ら
、
家

へ
帰

え
る
時
の
び
ろ
で
、
だ
れ
か
と

コ
ー
ヒ

ー
飲
み
た
か

っ
た
の
に
、
時
間
が
取
れ

無
か

っ
た
で
す
。

も
し
、
駅
前
だ
と
電
車
に
、
乗
る
の

に
、　
りヽ
ど
ヽ
で
オ
フ。

ひ
か
り
の
と
の
び
ろ
は
、
駅
か
ら
、

は
な
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
、
車
の
運
転

は
、
決
め
る
と
か
、
歩
る
く
の
は
、
時

間
が
取
れ
無
い
こ
れ
も
嫌
い
で
す
。

の
び
ろ
も
ひ
か
り
の
も
長
浦
駅
も
で
、

車
だ
と
決
め
た
の
が
か
え
ら
れ
な
い
決

ま
り
切

っ
て
い
る
、
こ
れ
も
嫌
い
で
す
。

駅
前
だ
と
い
そ
が
し
く
な
る
こ
と
は

な
い
で
す
。

行
き
た
い
所

っ
て
、
も
考
え
さ
せ
て
、

も
ら

っ
て
、
か
ら
で
す
。

パ
ン
販
売
の
売
り
場
は
、
千
葉
の
そ

ご
う
、
三
越
、
桜
ケ
丘
の
京
王
百
貨
店
、

自
由
ケ
丘
の
駅
前
、
大
森
の
京
成
百
貨

店
と
増
や
し
た
方
が
い
い
で
す
。

内
房
線
は
、
京
王
線
か
ら
は
な
れ
て

嫌
い
で
す
。

の
び
ろ
も
ひ
か
り
の
も
子
研
も
新
路

も
１
か
所
の
ビ
ル
に
、
ま
と
め
た
よ
う

に
し
て
、
ほ
し
い
で
す
。

大
田
区
の
西
馬
込
の
地
下
鉄
車
庫
か

高
尾
の
旅
館
か
こ
の
も

っ
と
も

っ
と
便

利
な
所
に
、
パ
ン
の
販
売
の
お
金
と
千

葉
の
袖
ケ
浦
の
ひ
か
り
の
と
の
び
ろ
の

土
地
の
お
金
で
、
買

っ
て
ほ
し
い
で
す
。

こ
の
袖
ケ
浦
の
車
で
の
送
り
迎
え
を

し
な
く
て
も
す
む
子
研
の
よ
う
な
所
や

新
路
の
よ
う
な
所

へ
転
居
協
力
お
ね
が

い
い
た
し
ま
す
。

後
、
八
王
寺
そ
ご
う
デ
パ
ー
ト
、
大
丸

デ
パ
ー
ト
の
中
で
も
、
い
い
で
す
。
甲
府

の
山
交
デ
パ
ー
ト
の
中
で
も
決
行
で
す
）

山

岸

流

水

子

句

抄

夏
の
川
辛
さ
も
甘
さ
も
、
持

っ
て
る

鳥
取
に
て

秋
近
き
事
を
田
舎
で
肌
で
知
る

飛
行
機
に
て

夏
の
想
い
出
の
背
景
に
、
雲
似
合
う

学校の「先生」でもあったか ら,二重の十字

架を背負っていたことになる。その点に気づ

いたのは「遊戯療法」を勉強するようになっ

てからであり,子どもを「受容」するために

自己変革を迫られたときである。私の意識か

ら二重の傲慢さを取り払うのに何年 もかかっ

たし,今でもそれが完全にできてはいないと

いう反省がある。

子どもは弱者であり,い わゆる障害のある

子どもはさらに弱い者の立場に置かれている。

とくに自閉性のある子どもは,周囲にある刺

激に対 して独得な反応を示すが,そ の刺激に

は強い感受性があるからであって,そ の点を

ひと言 しゃべってくれれば理解 してあげられ

るのにと,「受容」のできない私は自分に対

して口惜しい思いをすることがたびたびある。

自分の「受容」の能力を高めるために多くの

努力を続けてはきたが,こ の年齢になっても

まだまだ「見えぎる敵」力れ るヽ。

(大妻女子大学・児童学科)

嬉 泉 日 録

６
月
２‐
日
　
第
十
回
は
ほ
え
み
賞
贈
呈
式
　
本
賞
＝
鬼
木
裕
子
氏

（し
い

の
み
学
園
）
奨
励
賞
＝
田
村
善
明
氏

（は
る
な
郷
）
ら
五
編

７
月
１２
‐
‐３
日
　
治
療
教
育
研
究
会
主
催
、
第
十
七
回
治
療
教
育
夏
期
セ

ミ
ナ
ー

７
月
２３
日
１
８
月
６
日
　
育
心
会
主
催
夏
期
合
宿

（研
修
）

８
月
７
日
１
９
日
　
第
二
回
自
閉
症
治
療
教
育
セ
ミ
ナ
ー
　
ロ
Ш
川
不
二
郎
、

梅
津
耕
作
、
岡
堂
哲
雄
、
阿
部
秀
雄
、
佐
々
木
正
美
、
山
崎
晃
資
、
石

井
哲
夫
各
氏
の
講
義

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
参
加
者
三
百
五
十
名

（写
真
）

（予
定
）

１０
月
２６
日
　
第
二
十
二
回
嬉
泉
バ
ザ
ー
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こ
の
頁
は
袖
ケ
浦
ひ
か
り
の
学
園
で
生
活
す
る
人
々
が
書
い
て
く
れ
た
文
章
を

一
字

一

句
訂
正
せ
ず
に
掲
載
し
ま
し
た
。
お
こ
ず
か
ぃ
を

一
生
懸
命
た
め
て

一
人
で
旅
行
す
る
の

を
楽
し
み
に
し
て
い
る
市
川
さ
ん
の
旅
行
記
な
ど
…
…
御

一
読
下
さ
い
。

鹿

児

島

旅

行

記

し
た
。
テ
ー
プ
を
き
い
て
ラ
ジ
オ
を
か

け
、
き
い
て
楽
し
み
ま
し
た
。

１２
時
に

な
っ
た
ら
、
駅

へ
あ
る
い
て
帰
り
ま
し

た
。
駅
で
朝
４
時
ま
で
休
み
ま
し
た
。

朝
の
４
時
に
な

っ
た
ら
ま
た
あ
る
い
て

田
舎
の
方

へ
行
き
ま
し
た
。
テ
ー
プ
き

い
て
あ
そ
び
ま
し
た
。
明
る
く
な

っ
た

ら
、
林
の
中
で
あ
そ
び
ま
し
た
。
朝
は

ラ
ジ
オ
を
き
い
て
く

つ
ろ
ぎ
ま
し
た
。

朝
の
７
時
半
に
な

っ
た
ら
、
畑
の
田

舎
道
を
通

っ
て
春
日
ま
で
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
バ
ス
に
の
っ
て
、
坊
津
の
方

ま
で
行
き
ま
し
た
。
平
尾
で
お
り
て
海

岸

へ
行
き
、
海
を
見
て
来
ま
し
た
。
坊

津
海
岸
で
海
を
な
が
め
て
員
を
ひ
ろ

っ

た
り
し
て
あ
そ
び
ま
し
た
。
海
は
き
れ

い
で
し
た
。

１０
時
５３
分
に
な

っ
た
か
ら

バ
ス
に
乗

っ
て
枕
崎
の
駅
ま
で
も
ど
り

ま
し
た
。
小
学
校
を
さ
ん
ぽ
し
て
来
ま

し
た
。
子
供
が
じ
ゅ
ぎ
ょ
う
を
し
て
ま

し
た
。
チ
ャ
ボ
も
い
ま
し
た
。
こ
の
と

き
は
楽
し
か

っ
た
で
す
。
そ
れ
が
見
終

り
、
食
事
を
し
て
来
ま
し
た
。

枕
崎
を
午
後
の
１３
時
３８
分
発
に
の
っ

て
西
鹿
児
島

へ
来
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

熊
本

へ
来
ま
し
た
。
途
中
、
海
が
見
え

ま
し
た
。
熊
本

へ
来
た
と
き
は
夜
の
九

時
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
終
ち
ゃ
く
博
多

へ
来
ま
し
た
。
博
多
で
は
夜
の
間
中
レ

ス
ト
ラ
ン
に
入

っ
て
、　
コ
ー
ヒ
ー
の
ん

で
く
つ
ろ
い
で
い
ま
し
た
。

博
多
５
時
１
分
発
に
の
っ
て
、
下
関

）

そ
こ
か
ら
岡
山
、
そ
れ
か
ら
姫
路
、
こ

こ
ら

へ
ん
ま
で
け
し
き
が
見
え
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
京
都
ま
で
来
て
下
車
し
て
京

都
の
町
を
見
て
来
ま
し
た
。
こ
こ
で
は

夜
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
米
原

・
そ
れ
か

ら
豊
橋
、
そ
こ
で
は
休
み
ま
し
た
。
朝

ま
で
休
ん
だ
ら
そ
こ
か
ら
あ
た
み
、
ぞ

れ
か
ら
小
田
原
に
つ
き
ま
し
た
。
こ
こ

で
国
鉄
終
り
、
そ
こ
か
ら
小
田
急
線
で

向
ケ
丘
遊
園
で
の
り
か
え
、
狛
江
に
つ

き
ま
し
た
。

鹿
児
島
旅
行
は
終
り
ま
し
た
。
バ
ス

狛
江
え
い
業
所
ま
で
つ
い
て
家
に
帰
り

ま
し
た
。
う
ち
に
帰

っ
た
ら
風
呂
に
入

っ
て
、
ふ
く
き
が
え
て
、
す
ぐ
ね
ち
ゃ

い
ま
し
た
。

＝
終
り
＝

僕
の
趣
味
と
お
仕
事

小
松
育
生

ネ
ジ
の
柱
時
計
が
す
き
な
の

セ
イ
コ
ー
が
好
き
な
の

西
武
線
が
好
き
な
の

営
団
線
が
好
き
な
の

小
田
急
線
も
好
き
な
の

時
計
と
電
車
が
趣
味
な
の

パ
ン
販
売
は
ぼ
く
の
お
仕
事

ぼ
く
は
宣
伝
係
り

東
京
販
売
は
フ
ァ
ー
ゴ
に
乗

っ
て
い
く

の

市

りlI

浩

志

ひ
か
り
の
学
園
を
夕
方
７
時
出
発
し

て
、
長
浦
十
九
時
三
十
分
発
電
車
に
の

っ
て
、
東
京

へ
夜
の
九
時

つ
き
ま
し
た
。

東
京
駅
で
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入

っ
て
お
い

し
い
物
を
食
べ
て
東
京
駅
を
十

一
時
二

十
五
分
出
て
、
静
岡
の
へ
ん
は
夜
中
か

ら
朝
に
か
け
て
時
間
で
、
愛
知
県

へ
ん

は
朝
で
明
る
く
な

っ
て
い
ま
し
た
。

大
垣

へ
朝
の
７
時

つ
い
て
、
大
垣
か

ら
通
き
ん
の
時
間
に
な

っ
て
、
大
垣
か

ら
明
石
に
か
け
て
、
明
石
で
コ
ー
ヒ
ー

を
の
ん
で
ね
む
け
を
と

っ
て
、
明
石
か

ら
相
生

へ
、
相
生
で
食
事
を
し
て
相
生

か
ら
岡
山
、
駅
弁
を
食
べ
そ
れ
か
ら
広

島
、

つ
い
て
そ
ば
を
食
べ
て
広
島

へ
ん

で
夕
方
に
な
り
そ
れ
か
ら
小
郡
ま
で
行

き
、
小
郡

へ
ん
で
は
も
う
暗
く
な
り
、

そ
れ
か
ら
南
福
岡
、
こ
こ
ま
で
来
た
こ

ろ
に
は
夜
お
そ
く
な
り
終
電
車
で
久
留

米
ま
で
来
ま
し
た
。

一
夜
、
ケ
ー
キ
屋
で
休
み
ま
し
た
。

ド
ー
ナ
ツ
を

一
つ
食
ベ
コ
コ
ア
を
の
ん

で
、
朝
５
時
５６
分
発
電
車
に
の
っ
て
熊

本
の
川
尻

へ
来
て
、
そ
の
へ
ん
で
は
朝

に
な
り
、
そ
こ
か
ら
出
水

へ
、
そ
こ
で

は
弁
当
を
食
ベ
ジ

ュ
ー
ス
の
ん
で
、
そ

こ
か
ら
西
鹿
児
島
、
八
代
か
ら
鹿
児
島

ま
で
海
見
え
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
山
川

へ
、
山
川
の
駅
は
海
が
見
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
枕
崎

へ
つ
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
食
事
を
し
て
枕
崎
駅
あ
る
い

て
田
舎
の
方
ま
で
行
き
ま
し
た
。
畑
の

あ
る
さ
く
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
夕
方
の

７
時
か
ら
夜
の
１２
時
ま
で
あ
そ
び
ま
し

た
。
２
回
、
林
を
た
ん
け
ん
し
ま
し
た
。

あ

っ
ち
こ
っ
ち
ぶ
ら
ぶ
ら
回

っ
て
い
ま

）


