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とよまね子ども園

　道
路
作
り
の
「
鞭
牛
さ
ん
」

　
　
　一
、
故
郷
の
山
や
川

　こ
の
物
語
は
、
鞭
牛
和
尚
さ
ん
が
、
閉
伊
川
道
路
を
作
っ
た
お
話
で
す
。
昔
か
ら
の
道
路
は
、
山

の
て
っ
ぺ
ん
や
、
谷
の
底
を
、
の
ぼ
り
く
だ
り
す
る
、
と
て
も
難
儀
な
道
で
し
た
。
坂
道
の
上
に
、

ま
が
り
く
ね
り
、
大
水
が
出
た
り
、
大
雪
が
降
っ
た
り
し
ま
す
と
、
人
も
馬
も
牛
も
通
れ
な
く
な
り
、

其
の
上
、
が
け
く
ず
れ
な
ど
で
、
死
ん
だ
り
怪
我
を
し
た
り
し
て
、
大
変
不
便
な
上
に
、
あ
ぶ
な
い

道
路
で
し
た
。
鞭
牛
さ
ん
が
、
人
々
の
、
此
の
難
儀
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、「
自
分
は
、
仏
様
の
あ

り
が
た
い
教
え
を
説
い
て
、
人
々
に
、
よ
い
心
が
け
の
人
に
な
る
よ
う
、
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
、
人

の
道
を
話
し
て
い
る
が
、
口
先
だ
け
の
話
し
で
は
だ
め
だ
。
自
分
で
仏
の
道
を
作
れ
ば
、
人
々
は
、

だ
ま
っ
て
い
て
も
、
自
分
の
作
っ
た
道
を
、
よ
ろ
こ
ん
で
歩
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
閉
伊
川
街
道
作

り
を
、
自
分
の
一
生
の
仕
事
に
し
よ
う
」
と
、
決
心
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
一
心
岩
を
も
通
す
」

と
言
う
「
た
と
え
」
の
通
り
、
長
い
年
月
を
か
け
て
、
慌
て
ず
急
が
ず
、
谷
を
渡
り
、
山
を
こ
え
、

岩
を
砕
い
て
、
立
派
な
安
全
な
道
路
を
御
同
行
達
と
、
力
を
あ
わ
せ
、
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
、
作

り
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
「
な
さ
け
」
の
道
路
が
、
宮
古
や
下
閉
伊
の
血
管
と
な
っ
て
、
文
化
が
ど
ん

ど
ん
と
入
り
こ
み
、
み
ち
が
え
る
程
の
世
の
中
と
な
り
ま
し
た
。
今
の
国
道
一
〇
六
号
線
も
、
国
鉄

山
田
線
も
、
鞭
牛
さ
ん
が
、
約
三
百
年
前
に
作
っ
た
道
路
を
、
も
と
に
し
て
設
計
さ
れ
た
も
の
だ
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　鞭
牛
さ
ん
は
、
宝
永
七
年
（
西
暦
一
七
一
〇
年
）
今
か
ら
、
三
百
十
年
前
に
現
在
の
宮
古
市
和
井

内
の
通
称
「
清
水
」
と
い
わ
れ
る
農
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
佐
々
木
と
言
う
苗
字
で
、
根
城
に
城
を

か
ま
え
た
閉
伊
頼
基
公
の
一
族
の
子
孫
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
和
井
内
に
は
家
の
か

ず
二
七
軒
、
馬
は
一
七
二
匹
あ
っ
た
と
の
事
で
す
。
鞭
牛
さ
ん
の
生
ま
れ
る
前
の
年
に
、
お
じ
い

さ
ん
が
亡
く
な
り
、
十
五
才
の
と
き
お
ば
あ
さ
ん
が
、
二
十
二
才
の
と
き
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
り
、

三
十
二
才
の
時
、
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。�

（
続
く
）

�

（
文
責
・
清
水
誠
勝
）
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