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第３学年 国語科学習指導案 

日 時 平成１８年１０月１８日（水）５校時 

児 童 ３年 男子７名 女子６名 計１３名 

指導者 井 上 淳 子 

 

１ 単元名 

    場面をそうぞうしながら読もう「ちいちゃんのかげおくり」（光村図書 国語下あおぞら） 

 

２ 単元について 

 （１）教材について 

   本単元は学習指導要領「Ｃ読むこと」の目標「目的に応じ、内容の中心をとらえたり段落相互の

関係を考えたりしながら読むことができるようにするとともに、幅広く読書しようとする態度を育

てる。」を受けて設定した。「ちいちゃんのかげおくり」の学習を通して、二つのかげおくりについ

て比べたり、戦争によってちいちゃんのまわりから失われていったものを考えたり、さらに一番心

に残ったところを抜き出し聞く人に様子がよく分かるように音読したりすることを目指している。 

   教材「ちいちゃんのかげおくり」は、子どもたちが出会う最初の戦争文学教材である。情景や人

物の言動が会話文を中心に生き生きと描かれており、読み手はちいちゃんに感情移入し、家族との

かげおくりを楽しんだり、ひとりぼっちになった悲しさや恐怖を感じたりしながら読み進めること

ができると思われる。また、戦争の残酷な場面をリアルに描くのではなく、戦争が人々に与えた深

い悲しみが切々と語られており、だからこそ戦争を否定する作者の想いが読み手の胸に鋭く伝わっ

てくる作品である。当時の時代背景を３年生の子どもたちに十分に把握させることは容易ではない

が、幸せの象徴というべきいくつかの「かげおくり」の情景を思い浮かべ、様子を想像しながら読

むことにより、平和を願う態度へとつなげていきたい。 

  

（２）児童について 

  子どもたちは物語教材としてこれまでに、４月単元「きつつきの商売」、６月単元「三年とうげ」

を学習した。「きつつきの商売」では書かれている内容について場面の特徴が聞き手によく分かるよ

うに声を出して読むことを中心に学習し、また「三年とうげ」でも、言い伝えの歌や木の陰から聞

こえてきた歌をリズミカルに読む活動や役割読みを重点に行うなど、どちらの単元でも音読を通し

て読みを深める活動を行ってきた。始め、声に張りがなかった子どもたちも日々の音読練習や家庭

学習に続けて取り組むことにより、自信を持ちはっきりとした声で音読することができるようにな

り、それを習慣づけることができた。また、音読練習を進めるうちに文章の中から重要な語句を見

つけ出し、適切に書き抜く力がついてきたように思われる。これにより、すらすら読めるようにな

ることが読解への第一歩であるということを実感させることができた。 

  しかし物語を読み取っていく際に、どこにそのことが書かれているのか、叙述に即して読み取っ

ていく活動になるとまるで違う所を書き抜いたり、書き抜く場所が分からなかったりしていること

も少なくはない。文章全体は頭の中に入っていても、想像豊かに読む力がついていないためである

と考える。 

  これを克服させるためにも日々の指導の中で叙述を正確に読み取らせることと、その中からどん

なことをイメージさせるかという指導を行い、想像する力が付けられるよう、心がけていきたい。 
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 （３）指導にあたって 

   本単元の教材で身に付けさせたい力は、①場面の移り変わりや情景を想像しながら読み、ちいち

ゃんの心情について読み取る。②場面の様子や登場人物の様子の移り変わりがよく分かるように声

に出して読む。③叙述に関わる言葉の意味に気をつけながら読むことができるである。 

   「つかむ」の段階では、音読練習を中心に行いすらすら読めるように指導したい。そのためにそ

の後、初発の感想を書かせ、児童が疑問に思ったとこや感じたことの中から課題を見つけさせたい。 

「ふかめる」の段階の「一人学び」では、登場人物や場面の構成（時・場所・人物・できごと）

をワークシートにまとめ、教科書のどの部分に書かれているか、叙述に基づいて書き抜いているか

などを確認しながら物語の大体をとらえられるようにする。ワークシートは穴埋め式とし、児童が

物語の大体をとらえるためのキーワードを文中から正しくつかめられるように配慮したい。また、

一人ぼっちでかげおくりをしたちいちゃんの気持ちに迫るために、その時の様子が分かる所にサイ

ドラインを引かせ、書き込みをさせたい。 

「学び合い」では、友達と自分の意見の同じところや異なるところを意識した発言をさせたい。

そのため一斉学習の前に対話を用い、その後の発表では「友達の考え、自分の考え、そして自分と

友達の意見の同じところや違うところ」を発表できるような話型を提示し、発表させたい。 

「まとめる」の段階では、印象に残った場面を視写し、ちいちゃんの気持ちをまとめさせる。そ

の後ちいちゃんにあてた手紙を書かせることにより、「ちいちゃんのかげおくり」に対する感想を深

めさせたい。最終的にはグループごとに音読発表会をさせることを目標とし、練習では表現の仕方

や複合語、会話文などに注意し、場面の様子や登場人物の気持ちを考えて音読できるようにさせる 

 

３ 単元の目標 

  ◎「場面」についてよりよく理解し、情景や登場人物の様子・心情について叙述に基づいて想像し

て、戦争時を描いた作品に迫る。 

  

 （１）関心・意欲・態度 

   ・場面の移り変わりや情景を想像しながら読み、進んで人物の気持ちを表現したり場面の様子が

よく分かるように音読したりしようとする。 

   ・初めての戦争文学に興味を持ち、平和について考えようとする。 

 （２）読む 

   ・場面の様子を表す語句や文に注意しながら人物の行動や会話を手がかりに気持ちを想像して読

み取ることができる。 

   ・場面の様子がよく分かるように声に出して読むことができる。 

 （３）言語事項 

   ・叙述に関わる言葉の意味に気をつけることができる。 
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４ 単元指導計画と評価計画 （１１時間 本時 ７／１１） 
 

具 体 の 評 価 規 準 過
程 

時 目  標 
B（概ね達成） A（十分達成の一例） C（努力を要する子

への手立て） 

１ ・教材文を読み、初

発の感想を持つこ

とができる。 

関：心に残った言葉

や文章に着目し、文

に書き表そうとし

ている。 
（ノート、観察） 

・叙述に即して感想

を書き表し、積極的

に発表しようとして

いる。 

・一番心に残ってい

るところはどこかを

書き出させ、それに

ついての感想を書か

せる。 

つ 

か 

む 

２ ・初発の感想から学

習計画を立て、学習

の課題を持つこと

ができる。 

読：「かげおくり」

に着目し、学習の見

通しを立てている。 
（発言、観察） 

・いくつかある「か

げおくり」は誰がし

たのかを叙述に即し

て読み取り、学習の

見通しを立ててい

る。 

・いくつかのかげお

くりがあることに気

づかせ、それぞれ違

いがあることに着目

させる。 

３
・
４
・
５ 

・場面ごとに要旨を

プリントにまとめ、

物語の大体をつか

むことができる。 

読：文章の流れを意

識し、その中からキ

ーワードを見つけ

ている。（ワークシ

ート、発言） 

・文章の流れの中か

らキーワードを見つ

け、内容をまとめて

いる。 

・場面を再度読ませ、

どこに書いてありそ

うか言葉に着目させ

て考えさせる。 

６ ・家族みんなでする

かげおくりについ

てその時の様子を

叙述に即して読み

取ることができる。 

読：家族でしたかげ

おくりだと分かる

ところにサイドラ

インを引いている。 
（記述、発言） 

・気持ちを想像しな

がら書き込みしてい

る。 

・家族の会話文や行

動に着目させて、サ

イドラインを引かせ

る。 

ふ 

か 

め 

る 

７
（
本
時
） 

・二つの「かげおく

り」の違いに目を向

け、叙述に即してち

いちゃんの様子を

想像しながら読む

ことができる。 

読：場面の様子を表

す語句や文を手が

かりに、二つのかげ

おくりの違いを読

み取っている。（発

言、ノート） 

・違いが分かる所を

叙述から読み取り、

その時のちいちゃん

の気持ちも考えてい

る。 

・ちいちゃん一人だ

けでした所が分かる

ところを探させ、サ

イドラインを引かせ

る。 
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８ ・家族と再会できた

ちいちゃんの気持

ちを読み取ること

ができる。 

読： 家族と再開し
たちいちゃんの様

子を叙述から見つ

け、視写することが

できる。 
（発言・ノート） 

・視写することに加

えて、その時のちい

ちゃんの気持ちを書

き込みすることがで

きる。 

・ちいちゃんの行動

に着目させ、サイド

ラインを引かせる。 

ま
と
め
る 

９ ・全文を読み、ちい
ちゃんに手紙を書

くことができる。 

読：ちいちゃんに話

しかけるつもりで

手紙を書くことが

できる。 

・死んでしまった時

のちいちゃんの心情

も交えながら手紙を

書くことができる。 

・物語の始めと終わ

りのちいちゃんの様

子にサイドラインを

引かせ、感じたこと

を書かせる。 
10  ・一番心に残った場

面を選び、理由を書

くことができる。 

書：心に残った場面

を見つけ、自分なり

に理由を付けなが

らノートに書いて

いる。 
（ノート、観察） 

・叙述に即した理由

を付けながらノート

に書いている。 

・心に残った場面は

どこか考えさせ、な

ぜその場面なのかを

口頭で言わせる。 

 

11 
 

・選んだ場面を様子

がよく分かるよう

に音読練習をし、発

表することができ

る。 

読：自分なりの工夫

をしながら音読し

ている。 
（観察） 

・会話文の後にある

複合語などに気を付

けながら音読してい

る。 

・そのときちいちゃ

んはどんな気持ちだ

ったのかを考えさ

せ、音読させる。 
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５ 本時の授業 
 （１）本時の目標 
   二つの「かげおくり」の違いに目を向け、叙述に即してちいちゃんの様子を想像しながら読むこと

ができる。 
 
 （２）指導にあたって 
   本時は、１の場面の「家族みんなでしたかげおくり」と４の場面の「ひとりぼっちでするかげおく

り」とを比較し、４の場面でのちいちゃんの気持ちについて考えさせることをねらいとする。①一人

学びでは、４の場面のかげおくりについて、１の場面と対比するところにサイドラインを引かせる。

前後の会話分に気を付けさせ、見つけ出させたい。学び合いは全体の場での学び合いを行う。②一人

学びでは４つの影が空に浮かんだ理由を書き込みさせる。その後ペア学習を行い、対話させたい。学

び合いを行う際には自分と友達の考えの同じところや違うところを意識した発表を行わせたい。対比

させることにより生まれた二つのかげおくりに対する自分の思い（思ったこと・考えたこと）を書か

せ、発表させる。それぞれのかげおくりの時の感想を比較することにより、ちいちゃんの気持ちにせ

まらせたい。 
 
（３）本時の展開 
過
程 学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 評 価 

（準備物） 

つ 

か 

む 
 
 
 
 

５
分 

１ 前時の学習を想起する。 
 
 
 
２ 学習課題を確認する。 
  

・家族みんなでしたかげおくりにつ

いて、その時の様子やちいちゃん

の気持ちを振り返りながら、本時

の課題を意識させる。 

・家族でおこなったか

げおくりをまとめた

もの（紙板書） 
・二つのかげおくりの

挿し絵 

ふ
か
め
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
５
分 

３ 学習場面を音読する。 
  （４の場面） 
 
４ ①二つのかげおくりの違いを

読み取る。 
（１） １の場面で出たかげおく

りと対比するところにサ

イドラインを引く。 
（一人学び） 

（２） サイドラインを引いたと

ころを発表する。 
（学び合い） 

・１の場面と似ているところはどこ

か考えながら音読させる。 
 
 
 
・会話文の前後にある文を意識させ

る。 
・根拠となる会話文を見つけ、矢印

を書く。 
・１の場面のどこの部分と対比をす

るのかも発表させる。 

・一人でするかげおく

りの紙板書 
 
【評価】 
場面の様子を表す語

句や文を手がかりに、

二つのかげおくりの

違いについて気付く

ことができる。（記述、

発言） 
【評価】 
友達を同じところや

異なるところを見つ

け、それを意識した発

言をすることができ

る。（発言） 

 みんなでしたかげおくりと

一人ぼっちでしたかげおくり

をくらべよう。 
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ふ
か
め
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
２
分 

②４つの影が青い空にくっき

り浮かんだわけを考える。 
（１）わけを書き込みさせる。 
      （一人学び） 
（２）書き込みをしたところを話

し合う。（ペア学習） 
（３）書き込みしたところを発表

する。（学び合い） 
 
５ 二つのかげおくりを比べての

感想を書いて交流しあう 
（１）感想を書く。 
 
 
（２）感想を発表する。 

・自分が感じたことや友達の話を聞

いて思ったことなどを交えなが

ら、ちいちゃんの思い、家族の思

いを読み深める。 
 
 
 
 
 
・二つのかげおくりをした、ちいち

ゃんのそれぞれの気持ちを考えな

がら書くように声をかける。 
・できるだけ多くの感想を交流する

ことで、様々な意見に触れさせた

い。 

 

ま
と
め
る
３
分 

６ 学習のまとめをする 
 
７ 次時の学習について確認す

る。 

・児童の感想を取り上げ、本時のま

とめとする。 
・家族と再会したときのちいちゃん

の気持ちを読み取っていくことを

伝える。 

 

 
（４）板書計画 

 
 
 

ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り 

                             

《
二
つ
の
か
げ
お
く
り
を
く
ら
べ
て
思
っ
た
こ
と
・
感
じ
た
こ
と
》 

・ 

ひ
と
り
で
し
た
か
げ
お
く
り
も
、
家
族
み
ん
な
で
し
た
み
た
い
で
ち
い
ち
ゃ
ん
は
う
れ
し
か
っ
た

と
思
う
。 

・ 

み
ん
な
で
や
っ
た
か
げ
お
く
り
み
た
い
だ
っ
た
け
ど
、
本
当
は
一
人
で
や
っ
た
か
げ
お
く
り
だ
か

ら
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
。 

 

み
ん
な
で
し
た
か
げ
お
く
り
と
、
一
人
ぼ
っ
ち
で
し
た
か
げ

お
く
り
を
く
ら
べ
よ
う
。 

みんなでし

たかげおく

りの挿し絵 

一人ぼっち

でしたかげ

おくりの挿

・ 

お
父
さ
ん
が
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。 

・ 

お
兄
さ
ん
が
き
き
返
し
ま
し
た
。 

・ 

ち
い
ち
ゃ
ん
も
た
ず
ね
ま
し
た
。 

・ 

お
父
さ
ん
が
せ
つ
め
い
し
ま
し
た
。 

・ 

お
母
さ
ん
が
横
か
ら
言
い
ま
し
た 

・ 

四
人
は
手
を
つ
な
ぎ
ま
し
た 

・ 

み
ん
な
で
か
げ
ぼ
う
し
に
目
を
落
と
し

ま
し
た
。 

・ 

お
母
さ
ん
が
注
意
し
ま
し
た
。 

・ 

ち
い
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
が
数
え
だ

し
ま
し
た
。 

・ 

お
父
さ
ん
が
数
え
だ
し
ま
し
た 

・ 

お
母
さ
ん
の
声
も
重
な
り
ま
し
た 

・ 

ち
い
ち
ゃ
ん
と
お
に
い
ち
ゃ
ん
も
い
っ

し
ょ
に
数
え
だ
し
ま
し
た
。 

・ 

目
の
動
き
と
い
っ
し
ょ
に
、
白
い
四
つ
の

か
げ
ぼ
う
し
が
、
す
う
っ
と
空
に
上
が
り

ま
し
た
。 

・ 

お
父
さ
ん
の
声
が
、
青
い
空
か
ら
ふ
っ
て
き
ま

し
た
。 

  

・ 

お
母
さ
ん
の
声
も
、
青
い
空
か
ら
ふ
っ
て
き
ま

し
た
。 

   

・ 

ち
い
ち
ゃ
ん
は
…
見
つ
め
な
が
ら
、
数
え
だ
し

ま
し
た
。 

・ 

お
父
さ
ん
の
低
い
声
も
重
な
っ
て
聞
こ
え
出

し
ま
し
た
。 

・ 

お
母
さ
ん
の
高
い
声
も
、
そ
れ
に
重
な
っ
て
聞

こ
え
出
し
ま
し
た
。 

・ 

お
兄
ち
ゃ
ん
の
わ
ら
い
そ
う
な
声
も
、
重
な
っ

て
き
こ
え
だ
し
ま
し
た
。 

・ 

ち
い
ち
ゃ
ん
が
空
を
見
上
げ
る
と
、
青
い
空

に
、
く
っ
き
り
と
白
い
か
げ
が
四
つ
。 

み
ん
な
に
会
い
た

か
っ
た
か
ら
。
具
合

が
悪
か
っ
た
か
ら
。 



三
年 

「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
文
章
構
成
図 

   

第３場面 第２場面 第１場面 
一人ぼっちで待ち続けるちいちゃん 空襲の夜 家族みんなでするかげおくり 

場 

面 
は
す
向
か
い
の
お
ば
さ
ん
と
出
会
う
。 

 
 

「
ち
い
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。」 

 
 

泣
く
の
を
や
っ
と
こ
ら
え
て 

 
 

「
お
母
さ
ん
は
？
お
兄
ち
ゃ
ん
は
？
」 

 
 

『
お
う
ち
の
と
こ
』 

 

家
は
、
や
け
落
ち
て
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

『
こ
こ
が
お
兄
ち
ゃ
ん
と
あ
た
し
の
部
屋
』 

 
 

「
お
母
ち
ゃ
ん
た
ち
、
こ
こ
に
帰
っ
て
く
る
の
？
」 

 
 

 
 

「
じ
ゃ
あ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
ね
。
・
・
・
」 

  

そ
の
夜
、
ほ
し
い
い
を
少
し
食
べ
て
、
こ
わ
れ
か
か
っ
た
ぼ
う
空
ご
う
の
中
で
ね
む
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 
 
 

『
お
母
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
き
っ
と
帰
っ
て
く
る
よ
』 

  

く
も
っ
た
朝
が
来
て
、
昼
が
過
ぎ
、
ま
た
、
暗
い
夜
が
来
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぼ
う
空
ご
う
の
中
で
ね
む
り
ま
し
た 

夏
の
は
じ
め
の
あ
る
夜
、
空
し
ゅ
う
け
い
ほ
う
の
サ
イ
レ
ン 

《 

赤
い
火
が 

風
が 

ほ
の
お
の
う
ず
が
・
・
・ 

》 

母
「
さ
あ
、
い
そ
い
で
」
・
・
・
ち
い
ち
ゃ
ん
と
お
兄
ち
ゃ
ん
を
両
手
に
つ
な
い
で
、
だ
き
あ
げ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
に
い
ち
ゃ
ん
が
転
ぶ
。
ひ
ど
い
け
が
。
お
ん
ぶ
す
る
。 

「
母
さ
ん
と
し
っ
か
り
走
る
の
よ
」・
・
・
た
く
さ
ん
の
人
に
追
い
抜
か
れ
た
り
ぶ
つ
か
っ
た
り
ー 

  
 
 
 

お
母
さ
ん
と
は
ぐ
れ
る 

『
お
母
ち
ゃ
ん
、
お
母
ち
ゃ
ん
』 

 
 

 
 
 
 
 

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
ち
い
ち
ゃ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
中
で
ね
む
り
ま
し
た
。 

父
「
か
げ
お
く
り
の
よ
く
で
き
そ
う
な
空
だ
な
あ
」 

 
 

「
今
日
の
記
念
写
真
だ
な
あ
」 

兄
「
え
っ
、
か
げ
お
く
り
？
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
す
ご
う
い
」 

ち
い
『
か
げ
お
く
り
っ
て
な
あ
に
？
』 

 
 
 
 
 
 

 

『
す
ご
う
い
』 

母
「
ね
、
今
み
ん
な
で
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。」 

 
 

「
大
き
な
記
念
写
真
だ
こ
と
」 

 

《
お
兄
ち
ゃ
ん
と
の
二
人
す
る
か
げ
お
く
り
》 

 
 

 
 

い
く
さ
が
は
げ
し
く
な
り
、
か
げ
お
く
り
な
ど
で
き
な
く
な
る
。 

 
 

空
は
と
て
も
こ
わ
い
と
こ
ろ
に
か
わ
る 

構 

成 

の 

要 

素 

や
っ
と
こ
ら
え
て 

深
く
う
な
ず
き
ま
し
た 

こ
わ
れ
か
か
っ
た 

暗
い
ぼ
う
空
ご
う
の
中 

ま
た
、
暗
い
夜
が 

く
う
し
ゅ
う
け
い
ほ
う 

あ
ち
こ
ち
に 

お
い
ぬ
か
れ
た
り
、 

ぶ
つ
か
っ
た
り
ー 

ひ
と
り
ぼ
っ
ち 

か
げ
お
く
り 

き
き
返
し
ま
し
た 

た
ず
ね
ま
し
た 

せ
つ
め
い
し
ま
し
た 

横
か
ら
言
い
ま
し
た 

手
を
つ
な
ぎ
ま
し
た 

み
ん
な
で 

注
意
し
ま
し
た 

や
く
そ
く
し
ま
し
た 

数
え
だ
し
ま
し
た 

重
な
り
ま
し
た 

い
っ
し
ょ
に 

ぽ
つ
ん
と 

こ
わ
い
所 

留
意
す
べ
き
言
語
事
項 

手をつなぎました 

はたに送られ、列車へ・・・  

深
く
う
な
ず
き
ま
し
た 



   

第５場面 第４場面 
平和な暮らしの様子 ちいちゃんのたった一人のかげおくり 

場 
面 

そ
れ
か
ら
何
十
年
。 

・ 

前
よ
り
も
い
っ
ぱ
い
家
が
た
っ
て
い
ま
す
。 

・ 

一
人
で
か
げ
お
く
り
を
し
た
と
こ
ろ
は
小
さ
な
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

青
い
空
の
下
、
今
日
も
、
お
に
い
ち
ゃ
ん
や
ち
い
ち
ゃ
ん
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
た
ち
が
、
き
ら
き
ら

わ
ら
い
声
を
上
げ
て
遊
ん
で
い
ま
す
。 

明
る
い
光
が
顔
に
当
た
っ
て
、
目
が
さ
め
る
。 

暑
い
よ
う
な
寒
い
よ
う
な 

ひ
ど
く
の
ど
が
か
わ
い
て
い
る
。 

  
 
 

「
か
げ
お
く
り
の
よ
く
で
き
そ
う
な
空
だ
な
あ
。」 

 
 
 

「
ね
。
今
、
み
ん
な
で
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。」 

 

『
ひ
と
う
つ
、
ふ
た
あ
つ
、
み
い
っ
つ
。』
・
・
・
ふ
ら
ふ
ら
す
る
足
を
ふ
み
し
め
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

た
っ
た
一
つ
の
か
げ
ぼ
う
し
を
見
つ
め
な
が
ら 

  
 
 

「
よ
う
っ
つ
、
い
つ
う
つ
、
む
う
っ
つ
。」 

 
 
 

「
な
な
あ
つ
、
や
あ
っ
つ
、
こ
こ
の
う
つ
。
」 

 

『
と
お
。』 

く
っ
き
り
と
白
い
か
げ
が
四
つ
。 

 

『
お
父
ち
ゃ
ん 

お
母
ち
ゃ
ん 

お
兄
ち
ゃ
ん
』 

  
 
 

体
が
す
う
っ
と
す
き
と
お
っ
て
、
空
に
す
い
こ
ま
れ
て
・
・
・ 

 

一
面
の
空
の
色
。
空
色
の
花
畑
の
中
。 

『
な
あ
ん
だ
。
み
ん
な
こ
ん
な
所
に
い
た
か
ら
、
来
な
か
っ
た
の
ね
。』 

わ
ら
い
な
が
ら
歩
い
て
く
る 

き
ら
き
ら
わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。
花
畑
の
中
を
走
り
出
し
ま
し
た
。 

 
 
 

 
 
 
 

こ
う
し
て
、
小
さ
な
女
の
子
の
命
が
、
空
に
き
え
ま
し
た
。 

構 

成 

の 

要 

素 

そ
れ
か
ら
何
十
年 

き
ら
き
ら
わ
ら
い
声
を
上
げ

て 暑
い
よ
う
な
寒
い
よ
う
な 

ひ
ど
く
の
ど
が
か
わ
い
て 

空
か
ら
ふ
っ
て
き
ま
し
た 

ふ
ら
ふ
ら
す
る
足 

た
っ
た
一
つ
の
か
げ
ぼ
う
し 

く
っ
き
り
と 

空
に
す
い
こ
ま
れ
て 

一
面
の
空
の
色 

空
色
の
花
畑 

き
ら
き
ら
わ
ら
い
だ
し
ま
し

た 走
り
出
し
ま
し
た 

空
に
き
え
ま
し
た 

留
意
す
べ
き
言
語
事
項 

…
空
か
ら
ふ
っ
て
き
ま
し
た 


