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　「
詩
の
指
導
に
自
信
が
も
て
な
い
」
と
い
う
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
年
が
始
ま
る
こ
の
時
期
に
、
詩
の
魅
力
、
詩
が
育
む
言
葉
の
力
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。 詩

と
出
会
い
、

世
界
に
出
会
う

詩
は
、「
個
人
の
も
の
」

文
章
：
濱
野
ち
ひ
ろ
　
撮
影
：
鈴
木
俊
介

特
集

  

詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

詩
と
は
何
か
、
ど
ん
な
向
き
合
い

方
が
で
き
る
の
か
─
─
。
日
本
を
代

表
す
る
詩
人
の
一
人
、
谷
川
俊
太
郎

さ
ん
の
考
え
る
詩
の
す
が
た
に
つ
い

て
、
谷
川
作
品
の
魅
力
を
味
わ
い
つ

く
す
授
業
実
践
を
行
っ
た
ば
か
り
の

宗
我
部
義
則
先
生
が
聞
き
ま
し
た
。

聞
き
手  

宗
我
部
義
則
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
）

谷
川
俊
太
郎
と

　
詩
と
言
葉
と

　

谷
川
さ
ん
の
詩
を
生
徒
に
読
ま
せ
て
み
た
ら
、

あ
る
生
徒
は
「
生
き
て
い
く
」
と
い
う
詩
に
最
も

感
動
し
た
そ
う
で
す
。「
毎
日
の
小
さ
な
う
れ
し

い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
の
積
み
重
ね
で
自
分
の
人

生
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
思
う
と
、
少
し
不

思
議
な
気
が
し
ま
す
。
私
は
新
し
い
視
点
を
も
ら

え
る
よ
う
な
詩
が
好
き
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
」

と
い
う
の
が
彼
女
の
感
想
で
す
。

谷
川　

す
て
き
な
感
想
で
す
ね
。

宗
我
部　

詩
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の
も

の
の
見
方
や
、
自
分
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
を

知
る
。
詩
に
触
れ
て
い
く
こ
と
に
は
、
そ
う
い
っ

た
経
験
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
と
、
私
自
身
も
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
春
に
」（
三
年
）
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
生
徒
に

人
気
の
あ
る
作
品
で
す
。

谷
川　

こ
の
詩
は
三
十
代
の
初
め
の
頃
に
書
い
た

宗
我
部　

先
日
、
谷
川
さ
ん
の
詩
を
教
材
に
し
て
、

中
学
校
二
年
生
に
授
業
を
行
っ
た
ば
か
り
で
す
。

谷
川
さ
ん
に
は
、
作
り
手
と
し
て
「
詩
を
こ
ん
な

ふ
う
に
読
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
思
い
は
あ
り

ま
す
か
。

谷
川　

そ
れ
は
全
然
な
い
ん
で
す
よ
。
詩
は
「
個

人
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
一
人
一

人
の
読
み
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。
自
由
に
読
ん
で
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

谷
川
さ
ん
ご
自
身
は
、
お
若
い
頃
か
ら

た
く
さ
ん
の
詩
を
読
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

谷
川　

そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
。
で
も
、
好
き
な

詩
を
い
ろ
い
ろ
と
読
み
ま
し
た
ね
。

宗
我
部　

例
え
ば
ど
の
よ
う
な
詩
で
し
ょ
う
か
。

谷
川　

三
好
達
治
さ
ん
や
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ッ

ク
・
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
な
ど
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

詩
で
は
な
い
け
れ
ど
宮
沢
賢
治
の
童
話
で
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

好
き
な
詩
を
見
つ
け
る
こ
と
が
大
切
な

ん
で
す
ね
。

谷
川　

そ
う
で
す
ね
、
そ
れ
が
最
も
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
は
広
く
浅
く
読
ん
で
み
る
こ
と
で

す
。
そ
の
中
で
ち
ょ
っ
と
で
も
引
っ
か
か
る
も
の

が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
読
み
込
ん
で
み
る
。

宗
我
部　

な
る
ほ
ど
。
と
て
も
大
き
な
ヒ
ン
ト
で

す
。
た
く
さ
ん
触
れ
て
読
み
浸
る
こ
と
で
、
ま
ず

は
自
分
の
言
葉
を
耕
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す

ね
。

谷
川　

え
え
。
何
人
も
の
詩
を
読
ん
で
み
る
こ
と

が
大
事
で
す
。
そ
こ
か
ら
好
き
な
も
の
を
知
っ
て

い
く
ん
で
す
。

宗
我
部　

教
育
学
者
の
足
立
悦
男
先
生
（
※
１
）
が

「
認
識
の
教
育
と
し
て
の
詩
」と
い
う
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
詩
人
が
ど
の
よ
う

に
こ
の
世
界
を
見
て
い
る
の
か
に
触
れ
、
そ
こ
か

ら
自
分
の
認
識
を
省
み
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
。

詩
人
は
、

　

世
界
を
ど
う
見
て
い
る
か

※１　島根大学名誉教授。著書『新しい詩教育の理論』（明治図書）の中で，
詩教材に内在する認識の力に焦点を当てた「見方の詩教育」を提唱。
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詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

も
の
で
、「
人
間
の
感
情
は
、
一
つ
で
あ
る
場
合

は
少
な
い
」
と
い
う
実
感
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

す
。
悲
し
い
と
い
っ
て
も
、
悲
し
み
一
色
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。「
悲
し
い
」
の
中
に
も
「
う

れ
し
い
」
が
混
ざ
っ
て
い
た
り
す
る
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
視
点
が
生
徒
た
ち
に
は
と
て

も
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
す
。「
こ
う
い
う

気
持
ち
は
自
分
の
中
に
も
あ
る
」
と
共
感
も
し
て

い
ま
し
た
。

谷
川　

こ
の
詩
が
教
科
書
に
載
っ
た
と
き
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
質
問
を
も
ら
っ
た
ん
で
す
よ
。「
悲

し
い
の
に
う
れ
し
い
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？
」

と
。
感
情
の
中
に
も
多
彩
な
面
が
あ
る
は
ず
だ
と

刺
激
が
で
き
た
だ
け
で
も
、
き
っ
と
意
味
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

生
徒
か
ら
、
谷
川
さ
ん
へ
の
質
問
を
預

か
っ
て
い
ま
す
。「
詩
を
作
る
と
き
に
心
が
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
何
で
す
か
」。

谷
川　

声
に
出
し
た
と
き
に
き
れ
い
な
詩
を
作
る

右
す
る
の
は
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
で
し
ょ
う
か
。

谷
川　

リ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
、
日
本
語
の
「
調

べ
」
で
す
。
日
本
語
は
、
抑
揚
が
大
事
な
言
語
で

す
か
ら
。
僕
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
の

音
楽
的
な
要
素
な
ん
で
す
よ
。
日
本
語
の
中
に
内

蔵
さ
れ
て
い
る
音
楽
と
も
い
え
る
も
の
。
と
は
い

え
、
こ
れ
は
感
覚
の
問
題
だ
か
ら
教
え
る
こ
と
も

難
し
い
。
日
本
語
の
調
べ
の
感
覚
を
も
っ
て
い
る

子
も
、
も
っ
て
い
な
い
子
も
い
る
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　

今
回
の
授
業
で
は
谷
川
さ
ん
の
詩
を
生

徒
た
ち
に
自
由
に
読
ま
せ
た
後
、
な
か
で
も
気
に

入
っ
た
詩
を
書
き
写
し
て
、
感
想
を
書
か
せ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
詩
に
対
し
て
応
答
す
る
詩
を

自
分
な
り
に
書
く
と
い
う
試
み
を
行
い
ま
し
た
。

一
人
の
詩
人
の
詩
を
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
読
ん
だ

の
は
初
め
て
だ
と
い
う
生
徒
も
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
じ
っ
く
り
と
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま

さ
に
谷
川
さ
ん
の
詩
の
調
べ
を
体
感
し
た
よ
う
で

す
。
最
後
に
生
徒
た
ち
が
書
い
た
詩
に
は
、
谷
川

さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
調
べ
が
現
れ
て
い
る
よ
う

こ
と
で
す
ね
。

宗
我
部　

谷
川
さ
ん
の
詩
を
読
む
と
、
生
徒
た
ち

か
ら
「
声
で
表
し
た
い
」
と
い
う
意
見
が
出
て
き

ま
す
。
そ
れ
で
「
朝
の
リ
レ
ー
」
を
六
〜
七
人
で

群
読
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、

「
声
で
リ
レ
ー
し
よ
う
」
と
、
生
徒
か
ら
ア
イ
デ

ア
が
出
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
読
み
方

を
工
夫
す
る
こ
と
自
体
が
楽
し
く
、
詩
を
読
み
込

む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

谷
川　

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
演
出
が

あ
る
と
、
群
読
も
一
種
の
演
劇
に
な
り
ま
す
か
ら

い
い
で
す
よ
ね
。
た
だ
、
ど
ん
な
詩
で
も
群
読
や

斉
読
に
合
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
先
生
に
は
そ

こ
を
見
分
け
て
ほ
し
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
声

を
合
わ
せ
て
読
も
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
一

定
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
で
は
一
行
一
行
の
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
出
ま

せ
ん
。

　

僕
の
詩
で
い
う
と
『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
』
の

詩
は
斉
読
に
向
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
声
に
出

す
こ
と
で
わ
か
っ
て
く
る
詩
と
、
そ
う
で
は
な
い

詩
が
あ
り
ま
す
ね
。

宗
我
部　

声
に
出
し
た
と
き
の
詩
の
美
し
さ
を
左

で
し
た
。

谷
川　

な
る
ほ
ど
。
そ
の
よ
う
な
方
法
も
あ
る
の

で
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
詩
の
授
業
は
難
し
い

で
し
ょ
う
。

宗
我
部　

試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。
詩
の
時
間
に

連
句
（
※
２
）
を
取
り
入
れ
た
り
も
し
ま
す
。

谷
川　

そ
れ
は
新
鮮
で
す
ね
。
僕
は
詩
の
創
作
の

授
業
で
は
、
俳
句
か
ら
始
め
る
ほ
う
が
い
い
と
い

う
意
見
な
ん
で
す
。
日
本
語
の
伝
統
的
な
七
五
調

は
基
本
で
、
や
っ
ぱ
り
大
事
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。

そ
こ
か
ら
日
本
語
の
音
楽
を
作
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

連
句
の
教
材
化
に
長
年
取
り
組
ん
で
い

る
の
で
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
す
。
五
七
五
と
い
う
型

が
生
徒
た
ち
の
足
か
せ
に
な
る
か
と
も
思
っ
た
の

で
す
が
、
む
し
ろ
逆
で
、
声
に
出
し
て
発
表
す
る

と
き
に
達
成
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
ん
で
す
。

谷
川　

そ
う
で
し
ょ
う
。
定
型
が
あ
る
と
、
さ
ま

に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

　
宗
我
部　

谷
川
さ
ん
が
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
詩

の
お
も
し
ろ
さ
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。

谷
川　
「
お
い
し
い
」
か
ど
う
か
で
す
。
僕
は
、

詩
は
料
理
と
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

「
お
い
し
い
日
本
語
」
か
ど
う
か
が
最
大
の
問
題
。

例
え
ば
、
機
械
な
ど
の
取
り
扱
い
説
明
書
は
「
お

い
し
く
な
い
日
本
語
」
で
す
。
詩
は
ち
ょ
う
ど
そ

の
対
極
に
あ
る
も
の
で
す
。

宗
我
部　

日
本
語
の
「
お
い
し
さ
」
で
す
か
。

谷
川　

つ
ま
り
ね
、
重
要
な
の
は
言
葉
の
意
味
だ

け
で
は
な
い
ん
で
す
。
僕
は
、
詩
を
音
楽
と
よ
く

比
較
す
る
ん
で
す
。
連
な
る
音
符
に
は
意
味
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
皆
、
音

楽
に
感
動
す
る
。
詩
は
わ
り
と
音
楽
に
近
い
も
の

な
ん
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
で
で
き
て
い

ま
す
か
ら
音
符
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い
し
、

意
味
を
も
つ
の
で
す
が
。
し
か
し
、
読
む
と
き
に

は
詩
の
意
味
を
知
ろ
う
と
す
る
の
と
同
時
に
、
意

味
で
は
な
い
部
分
こ
そ
味
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

宗
我
部　

生
徒
か
ら
ど
う
し
て
も
聞
い
て
ほ
し
い

と
言
わ
れ
た
質
問
を
最
後
に
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

「
人
の
心
に
刺
さ
る
詩
や
言
葉
は
ど
う
や
っ
た
ら

生
ま
れ
る
ん
で
す
か
」
と
い
う
も
の
で
す
。

谷
川　

そ
れ
を
目
的
に
し
て
書
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
、
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
私
に

限
ら
ず
詩
人
な
ら
皆
、
そ
の
人
の
全
生
涯
に
関
わ

る
形
で
詩
を
書
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
ど
う
い
う
赤
ん
坊
だ
っ
た
か
。
ど
う
い
う
親

だ
っ
た
か
。
ど
う
育
て
ら
れ
た
か
。
ト
ラ
ウ
マ
が

あ
る
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
全
部
が
そ
の
人

の
感
受
性
を
形
成
し
て
い
く
。
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
、
そ
の
詩
を
書
く
と
き
ま
で
の
全
て
の
瞬
間
が
、

一
つ
の
詩
に
も
影
響
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

宗
我
部　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
生
徒
た
ち

に
伝
え
ま
す
。

声
に
出
し
た
と
き
に

　
　
　

き
れ
い
な
詩
を

日
本
語
は
、
抑
揚
が
大
事
な
言
語
。

僕
は
、
日
本
語
の
中
に
あ
る
音
楽
を
大
切
に
し
た
い
。

「
お
い
し
い
日
本
語
」を

　
　

味
わ
っ
て

谷
たに

川
かわ

俊
しゅん

太
た

郎
ろう

1931年，東京都生まれ。
詩人。1952年，第一詩
集『二十億光年の孤独』
を刊行。詩作の他，絵
本，エッセイ，翻訳，脚本，
作詞など幅広く作品を発
表し，著書多数。近年
では，詩を釣るiPhone
アプリ『谷川』など，詩
の可能性を広げる新た
な試みにも挑戦している。
近著に，『バウムクーヘ
ン』（ナナロク社）。

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

1962年，埼玉県生まれ。
お茶の水女子大学附属
中学校教諭。お茶の水
女子大学非常勤講師。
国立教育政策研究所「教
育課程実施状況調査問
題（中学校国語）」作成
および分析委員。平成
20年告示『中学校学習
指導要領解説国語編』
作成協力者。光村図書 
中学校『国語』教科書
編集委員を務める。

※２　五・七・五の長句と七・七の短句を，一定の規則に従って交互に付け連ねる様式の詩文芸。
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詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

　

短
く
て
読
み
や
す
い
。
そ
れ
で
い
て
、
豊
か
な

イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
が
、
教
材
と

し
て
の
詩
の
よ
さ
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

詩
は
、
選
び
抜
か
れ
た
豊
か
な
言
葉
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
が
少
な
い
分
、
意
味

を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
難
し
い
。し
か
し
、イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
触
れ
る
う
ち
に
、
い
つ
し

か
言
葉
が
体
の
中
に
入
っ
て
い
く
よ
う
に
語
感
を

磨
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
詩
は
小
説
に
比
べ
て
、
作
者
が
心
を

動
か
さ
れ
た
「
瞬
間
」
が
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝

わ
っ
て
く
る
か
ら
、
そ
れ
を
追
体
験
し
や
す
い
。

そ
の
た
め
、
自
ら
の
認
識
の
し
か
た
・
も
の
の
捉

う
感
じ
る
か
」
と
い
う
自
ら
の
感
覚
を
も
と
に
表

現
の
効
果
を
捉
え
た
り
、
鑑
賞
し
た
り
す
る
こ
と
。

で
す
か
ら
、
生
徒
に
は
、
ま
ず
は
先
入
観
な
し
に

詩
と
出
会
わ
せ
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
竹
」（
一
年
／
萩
原
朔
太
郎
）。
一
行
目

か
ら
読
み
進
め
る
う
ち
に
、「
こ
の
独
特
の
響
き

や
リ
ズ
ム
は
ど
こ
か
ら
来
る
ん
だ
ろ
う
」
と
、
心

が
感
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
中
で
、
連
用

中
止
や
反
復
の
効
果
を
感
覚
的
に
理
解
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
、
言

葉
の
お
も
し
ろ
さ
や
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

解
釈
の
し
か
た
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
言
葉

が
担
う
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
ざ
ま
に
捉
え
、
味
わ
う
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、「
伝
達
」
の
た
め
だ
け
で
は

な
い
、
言
葉
の
「
詩
的
」
な
機
能
に
気
づ
き
、
ひ

い
て
は
、
よ
り
よ
い
表
現
を
追
究
し
よ
う
と
す
る

「
言
葉
の
使
い
手
」
を
育
て
た
い
。
私
は
、
そ
ん

な
思
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。

え
方
を
広
げ
る
こ
と
に
大
い
に
資
す
る
教
材
に
な

り
う
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

中
学
校
の
国
語
と
し
て
は
、
ま
ず
技
法
を
教
え

ね
ば
と
考
え
が
ち
で
す
。
た
だ
、私
は
、「
○
○
法
」

と
い
う
知
識
よ
り
、
そ
の
技
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
い

ま
す
。

　
「
こ
う
い
う
表
現
技
法
だ
」
と
教
え
る
こ
と
か

ら
入
る
と
、「
詩
と
は
分
析
・
解
釈
す
る
も
の
」

と
い
う
印
象
を
生
徒
に
抱
か
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

重
要
な
の
は
、「
何
を
感
じ
る
か
」
と
「
な
ぜ
そ

　

中
学
生
が
、
日
常
生
活
で
詩
に
触
れ
る
機
会
は

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
国
語
の
授
業
が
、

そ
の
入
り
口
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
心
を
揺
さ

ぶ
ら
れ
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
、
そ
ん
な
詩

に
一
つ
で
も
出
会
え
る
よ
う
に
、
授
業
で
は
、
解

釈
よ
り
も
鑑
賞
を
大
切
に
し
て
、
生
徒
の
感
性
に

働
き
か
け
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

私
が
よ
く
行
う
の
は
、「
こ
の
詩
は
、
ひ
と
言

で
い
う
と

な
詩
だ
」
と
い
う
型
を
与
え
、

に
入
る
言
葉
と
そ
れ
に
続
く
理
由
や
根
拠
の
文

章
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
、
鑑
賞
文
の
実
践

で
す
。

の
部
分
が
、
そ
の
詩
の
第
一
印
象
を

表
し
ま
す
。
苦
手
意
識
の
あ
る
子
で
も
一
つ
は
思

い
つ
き
ま
す
し
、
い
く
つ
か
書
き
出
し
た
中
か
ら

選
ば
せ
て
も
い
い
。
詩
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら

説
明
さ
せ
れ
ば
、
自
然
と
そ
の
詩
を
味
わ
い
、
鑑

賞
す
る
こ
と
へ
と
導
け
ま
す
。

　

一
人
で
は
気
づ
か
な
く
て
も
、
み
ん
な
で
読
む

と
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
群
読

の
際
は
、
ど
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
台
本

を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
生
徒
に
任
せ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
群
読
の
工
夫
を
通
し
て
、
み
ん
な

の
「
読
み
」
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
「
朝
の
リ
レ
ー
」（
谷
川
俊
太
郎
）
を
扱
っ
た
と
き

に
は
、「
こ
こ
は
、
バ
ト
ン
を
渡
す
よ
う
に
テ
ン

ポ
よ
く
読
み
た
い
」「
場
所
の
違
い
を
表
す
た
め

に
、
立
つ
場
所
を
変
え
て
読
も
う
」
な
ど
、
生
徒

か
ら
は
多
く
の
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ら
を
実
際
に
試
し
た
り
、
話
し
合
っ
た
り
し
な

が
ら
、
各
グ
ル
ー
プ
の
群
読
に
仕
上
げ
て
い
き
ま

す
。
詩
に
は
、
一
人
で
向
き
合
い
、
読
み
浸
る
と

い
う
味
わ
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
他
者
の
感
じ
方

を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
鑑
賞
が
広
が
り
、
確
か

な
も
の
に
な
る
こ
と
も
大
い
に
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

最
近
、
行
っ
た
の
は
、
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
作

品
を
ひ
た
す
ら
読
み
味
わ
う
授
業
で
す
。
一
人
の

詩
人
の
世
界
に
浸
り
、
そ
の
認
識
の
し
か
た
と
一

対
一
で
向
き
合
う
。
そ
れ
は
、
作
者
が
「
何
を
ど

う
見
て
い
る
の
か
」
に
目
を
向
け
、
感
じ
取
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
い
ち
ば
ん
気
に
入
っ
た
詩
を
、

理
由
と
と
も
に
紹
介
し
合
っ
た
り
、
そ
れ
に
応
え

る
形
で
詩
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
、
生
徒

は
、
自
分
や
友
達
の
認
識
の
し
か
た
と
も
ま
た
、

向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
こ
の
言
葉
を
巡
っ
て
考
え
る
こ
と
で
、
詩
全

体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
鍵
と
な

る
よ
う
な
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
。
教
材
研
究
は
、

こ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

教
師
自
身
が
そ
の
詩
を
本
気
で
味
わ
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
授
業
で

位
置
づ
け
る
言
語
活
動
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
重
要
で
す
。

　

例
え
ば
、
朗
読
を
行
う
と
し
た
ら
、「
ど
の
言

葉
に
着
目
し
て
表
現
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
詩
の
世
界

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
考
え
る
の
で

す
。「
春
に
」（
三
年
／
谷
川
俊
太
郎
）で
あ
れ
ば
、「『
こ

の
気
も
ち
は
な
ん
だ
ろ
う
』
の
反
復
を
ど
う
読
む

か
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
生
徒
は
こ
の
詩
全

体
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
材
研
究
を
す

る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
問
い
か
け
を
見
い
だ
す

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

詩
の
授
業

　

教
材
と
し
て
の
特
長
、
授
業
で
目
ざ
し
た
い

こ
と
な
ど
、
詩
の
指
導
に
ま
つ
わ
る
悩
み
に
、

宗
我
部
義
則
先
生
が
お
答
え
し
ま
す
。

宗
我
部
先
生
の

Q

Q1

Q2

Q3

Q4

A

A1

A2

A3

A4

&

詩
に
は
、
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な

特
長
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

語
感
を
磨
き
、
認
識
の
し
か
た
・

も
の
の
捉
え
方
を
広
げ
る
こ
と
に

適
し
て
い
ま
す
。

詩
の
授
業
で
目
ざ
す
の
は
、

ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

目
ざ
し
た
い
の
は
、
言
葉
の
豊
か

さ
を
知
り
、
よ
り
よ
い
表
現
を
追

究
す
る
「
言
葉
の
使
い
手
」
を
育

て
る
こ
と
で
す
。

授
業
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に

気
を
つ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

一
人
一
人
の
生
徒
の
感
性
に
働
き

か
け
る
よ
う
な
授
業
を
心
が
け
た

い
も
の
で
す
。

教
材
研
究
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を

意
識
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

言
語
活
動
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

詩
全
体
を
捉
え
る
た
め
に
着
目

す
べ
き
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
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詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

東
京
都
千
代
田
区
立
麹
町
中
学
校
非
常
勤
講
師
　
西さ

い

塔と
う

麻ま

美み

子こ

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　
細ほ

そ

川か
わ

李り

花か

12
卒
業
文
集
の
巻
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
選
ぼ
う 

─
─ 

作
品
の
魅
力
を
伝
え
る

こ
こ
ろ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー 

─
─ 「
こ
ん
な
と
き
に
読
み
た
い
詩
集
」
を
作
る

使
用
教
材
：「
春
に
」「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」（
三
年
）、

　
　
　
　   「
雑
草
」「
第
一
ペ
ー
ジ
」─（『
光
村
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー─

中
学
校
編─

第
五
巻
』）

使
用
教
材
：「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」（
三
年
）

実
践

実
践

■
目
標 

　
「
目
的
に
応
じ
た
詩
を
選
び
、
そ
の
魅
力
を
伝

え
る
」
こ
と
を
通
し
、
次
の
二
つ
の
力
を
養
う
こ

と
を
ね
ら
っ
た
。

○
詩
の
世
界
を
豊
か
に
想
像
し
、
味
わ
う
。

○
自
分
の
考
え
を
言
語
化
し
て
明
確
に
す
る
。

■
展
開

第
一
時

　

 

・ 

四
編
の
詩
を
読
み
、
作
品
中
の
抽
象
的
な
表
現

や
感
情
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
て
、
詩
の
世
界

を
想
像
す
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
か
ら

受
け
た
印
象
な
ど
も
併
せ
て
ま
と
め
て
お
く
。

 

・ 

卒
業
文
集
の
編
集
委
員
に
な
っ
た
と
仮
定
し
、

ど
の
よ
う
な
文
集
に
し
た
い
か
を
考
え
る
。

例��

「
中
学
校
生
活
の
思
い
出
と
な
る
よ
う
な
文
集
」

「
未
来
へ
の
希
望
が
感
じ
ら
れ
る
文
集
」「
卒
業

前
の
今
の
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
文
集
」
な
ど

■
目
標 

○ 

複
数
の
詩
を
読
み
、
そ
こ
に
表
れ
た
作
者
の
も

の
の
見
方
・
考
え
方
を
比
べ
る
。

○ 

意
図
を
も
っ
て
、
詩
集
を
編
集
す
る
。

○ 

目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表
現
を
用
い
て
、
前
書

き
や
後
書
き
を
書
く
。

■
展
開

第
一
次

 

（
二
時
間
）

詩
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」
を
「
ど
ん
な
と
き
」

に
読
み
た
い
か
、
理
由
と
と
も
に
発
表
し
合
う
。

第
二
次

 

（
三
時
間
）　

「
こ
ん
な
と
き
に
読
み
た
い
詩
集
」
を
編
集
し
、

前
書
き
と
後
書
き
を
付
け
る
。

第
三
次

 

（
二
時
間
）　

作
っ
た
詩
集
を
読
み
合
う
。

　

第
一
次
で
発
表
し
合
う
「
ど
ん
な
と
き
」
は
、

第
二
時

　

 

・ 

前
時
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
四
編
の
中
か
ら

卒
業
文
集
の
巻
頭
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

詩
を
選
ぶ
。
そ
の
理
由
や
作
品
の
魅
力
を
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
等
に
ま
と
め
る
。

 

・ 

グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
を
行
い
、
そ
の
後
、
ク

ラ
ス
全
体
で
意
見
を
共
有
す
る
。

 
・ 
最
終
的
に
自
分
は
ど
の
詩
を
掲
載
し
た
い
と
考

え
た
の
か
を
ま
と
め
、
学
習
を
振
り
返
る
。

　

生
徒
が
作
品
を
主
体
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
次
の
三
点
を
工
夫
し
た
。

①
複
数
の
詩
を
比
べ
読
み
さ
せ
る
。

② 

「
自
分
が
文
集
編
集
委
員
に
な
っ
た
と
し
た
ら
」

と
い
う
状
況
を
設
定
し
て
学
習
活
動
を
行
う
。

③ 

意
見
交
流
後
に
個
人
で
再
考
さ
せ
る
こ
と
で
、

自
分
の
考
え
を
再
構
築
で
き
る
よ
う
促
す
。

　

①
・
②
は
、
生
徒
が
詩
を
読
み
深
め
る
う
え
で

「
春
の
日
の
夜
明
け
を
見
る
と
き
」「
眠
る
前
の
静

か
な
ひ
と
と
き
」
と
い
う
特
定
の
時
間
を
指
す
も

の
や
、「
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
と
き
」
の
よ

う
に
人
生
に
お
け
る
段
階
を
示
す
も
の
な
ど
、
自

由
な
レ
ベ
ル
の
「
と
き
」
で
よ
い
こ
と
を
全
体
で

確
認
し
た
。
理
由
を
必
ず
発
表
す
る
こ
と
で
、
詩

の
主
題
を
ど
う
捉
え
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
多

様
な
読
み
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
二
次
で
は
ま
ず
、
教
師
が
作
っ
た
詩
集
を
モ

デ
ル
と
し
て
提
示
し
、
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

せ
る
。
次
に
、
第
一
次
の
発
表
を
も
と
に
、
こ
れ

ま
で
に
自
分
が
詩
を
必
要
と
し
た
と
き
を
想
起
し
、

詩
集
の
軸
と
な
る
「
と
き
」
を
考
え
さ
せ
た
。「
テ

ス
ト
の
結
果
が
悪
か
っ
た
と
き
」「
引
退
試
合
で

負
け
た
と
き
」「
元
日
の
朝
」「
恋
に
敗
れ
た
と
き
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

詩
集
に
採
録
す
る
詩
は
、
個
々
に
収
集
さ
せ
る
。

教
師
は
司
書
教
諭
と
協
力
し
、
学
校
図
書
館
と
地

域
図
書
館
か
ら
借
り
た
詩
集
を
用
意
し
た
。
生
徒

は
こ
れ
ら
や
、
自
宅
に
あ
る
も
の
を
も
と
に
そ
れ

有
効
な
手
立
て
で
あ
り
、
③
は
、
生
徒
が
十
分
に

思
考
で
き
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
深
い
学

び
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。

　

主
教
材
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」
は
、
ク
ラ

ス
全
体
で
読
み
を
深
め
た
。「
春
に
」
は
既
習
教

材
な
の
で
、
内
容
を
簡
単
に
復
習
す
る
こ
と
に
と

ど
め
た
。「
雑
草
」（
北
川
冬
彦
）・「
第
一
ペ
ー
ジ
」（
丸

山 

薫
）
は
生
徒
に
読
み
を
任
せ
、
鑑
賞
し
た
内
容

を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
を
、
読
み
比
べ
や
意
見

交
流
で
の
発
言
に
生
か
す
生
徒
も
多
か
っ
た
。「
巻

頭
で
は
な
く
、
巻
末
に
載
せ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
る
な
ど
、
思
考
の

深
ま
り
が
見
ら
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。
意
見
交
流

後
に
は
、
ど
の
よ
う
な
卒
業
文
集
に
し
た
い
か
に

よ
っ
て
選
ぶ
作
品
が
異
な
る
こ
と
に
、
ク
ラ
ス
の

大
半
の
生
徒
が
気
づ
い
て
い
た
。

　

詩
は
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
が
、
そ
の

自
由
度
の
高
さ
ゆ
え
に
、
生
徒
に
鑑
賞
を
委
ね
た

授
業
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
目
的
に

応
じ
て
、
複
数
の
詩
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
と
い

う
今
回
の
課
題
は
、
生
徒
の
目
に
新
鮮
に
映
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
活
動
を
通
し
、
生
徒
は
詩
を

評
価
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
作
品
を

読
み
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

ぞ
れ
三
〜
六
編
の
詩
を
選
択
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

を
清
書
し
、
表
紙
と
題
を
付
け
、
三
百
字
程
度
の

前
書
き
と
後
書
き
を
書
く
。
写
真
や
絵
を
添
え
る

な
ど
、
各
自
思
い
思
い
の
詩
集
を
完
成
さ
せ
た
。

　

第
三
次
で
は
、
互
い
の
詩
集
を
読
み
合
う
。
詩

集
の
最
終
ペ
ー
ジ
は
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
ス

ペ
ー
ス
と
し
、
感
想
や
評
価
を
書
い
た
。

　

詩
の
学
習
と
い
う
と
表
現
技
法
と
そ
の
効
果
、

主
題
等
の
分
析
的
な
読
解
に
重
点
を
置
き
が
ち
だ

が
、
生
徒
は
三
年
間
の
学
び
を
通
し
て
、
こ
う
し

た
読
み
の
力
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
、
詩
に
表
れ

る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
、
自
分
な
り
に
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
卒
業
期

の
単
元
と
し
て
、
表
現
技
法
や
主
題
に
は
あ
え
て

触
れ
ず
、
解
釈
を
個
々
に
委
ね
、
も
っ
と
自
由
に

詩
を
読
み
味
わ
う
授
業
を
設
定
し
た
い
と
考
え
た
。

　

学
校
生
活
や
進
路
選
択
で
悩
み
や
す
い
こ
の
時

期
に
、
好
き
な
歌
詞
や
偉
人
の
名
言
な
ど
か
ら
勇

気
を
も
ら
っ
た
り
、
慰
め
ら
れ
た
り
す
る
生
徒
の

姿
を
多
く
目
に
す
る
。
吟
味
さ
れ
た
言
葉
の
結
晶

で
あ
る
詩
も
、
同
様
の
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。
詩
は
、

生
活
の
中
で
も
、
生
徒
を
励
ま
し
、
支
え
る
存
在

と
な
る
。
生
徒
が
今
後
の
人
生
に
お
い
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
豊
か
な
詩
と
出
会
い
、
詩
か
ら
の

贈
り
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

指
導
計
画
（
全
二
時
間
）

1
指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

1

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

2

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

2

考
察

3
考
察

3



表
現
技
法
判
別 

直
喩
（
ち
ょ
く
ゆ
） 

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
な
ど
を
使
っ
て
あ
る
事
物
を
他
の
事
物
に
た
と
え
る
表
現
法
。

（
例
：
「
ま
る
で
綿
菓
子
の
よ
う
な
雲
」
―
雲
を
綿
菓
子
に
喩
え
て
い
る
。
） 

隠
喩
（
い
ん
ゆ
） 

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
な
ど
を
使
わ
ず
に
喩
え
る
表
現
法
。 

（
例
：
「
こ
ん
な
に
宿
題
を
出
す
な
ん
て
先
生
は
鬼
だ
。
」
―
先
生
を
鬼
に
喩
え
て
い
る
。
） 

擬
人
法
（
ぎ
じ
ん
ほ
う
） 

「 
 

 
 

 

」
で
な
い
も
の
を
人
間
の
言
動
で
表
現
し
て
喩
え
る
表
現
法
。 

（
例
：
「
山
が
怒
っ
た
の
だ
。
」
―
山
を
人
間
に
見
立
て
て
い
る
。
） 

反
復
法 

同
一
ま
た
は
類
似
の
語
句
を
「 

 
 

 
 

」
表
現
法
。 

（
例
：
「
松
島
や
あ
あ
松
島
や
松
島
や
」
） 

対
句
法 

類
似
の
構
造
を
持
つ
二
つ
の
句
を
重
ね
用
い
る
こ
と
。 

（
例
：
「
青
い
空
、
白
い
雲
。
」
） 

倒
置
法 

述
語
に
対
す
る
主
語
や
修
飾
語
な
ど
の
順
序
を
逆
に
し
て
、
そ
の
句
を
強
調
さ
せ
る
表
現

法
。 

（
例
：
「
つ
い
に
完
成
し
た
、
巨
大
な
絵
画
が
。
」
） 

体
言
止
め 

「 
 

 
 

」
（
名
詞
）
で
終
え
る
こ
と
で
余
韻
な
ど
を
鑑
賞
さ
せ
る
表
現
法
。 

（
例
：
「
わ
た
し
は
稲
穂
」
） 
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明
文
を
読
む
と
き
の
学
習
用
語
が
整

理
さ
れ
た
（
本
誌
Ｐ
６
参
照
）
の
は
、
非

常
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た

ち
が
学
習
用
語
を
身
に
つ
け
、
使
え
る

よ
う
に
な
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い

と
、
私
は
つ
ね
づ
ね
思
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。

も
の
の
見
方
・
考
え
方
の

観
点
を
つ
く
る

　

例
え
ば
、「
故
郷
」（
三
年
）
で
、「
な

ぜ
、
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
は
こ
の
作
品
に
登

場
し
た
の
か
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、

「
登
場
人
物
の
設
定
」
と
い
う
概
念
を

理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た

概
念
を
言
葉
と
と
も
に
獲
得
し
て
い

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
概
念
を

定
義
づ
け
た
学
習
用
語
を
身
に
つ
け

る
こ
と
で
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の

観
点
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
も

い
え
ま
す
。

　

授
業
の
中
で
は
、
積
極
的
に
学
習
用
語
を
使
っ

て
、
子
ど
も
た
ち
に
浸
透
さ
せ
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
ま
ず
は
、
学
習
用
語
に
出
会
う
た
び
に
、
こ

の
折
り
込
み
を
開
い
て
、
み
ん
な
で
確
認
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
る
つ
も
り
で
す
。

「文学的な文章を読む
ために」（１年）

「文学を読むための基本
的な学習用語が整理され
ています。必要に応じて
示されている，教科書本
文の用例は，子どもたち
と確認するときに活用で
きそうです」と，甲斐先生。

　

萩
原
朔
太
郎
作
品
の
中
で
も
、
取
り
上
げ
や
す

い
詩
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
は
、「『
生
え
、』
の

繰
り
返
し
が
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
る
は
ず
。
そ

の
秘
密
を
考
え
る
よ
う
な
形
で
、
繰
り
返
し
や
連

用
中
止
の
表
現
に
注
目
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

感
じ
た
こ
と
と
表
現
と
を
つ
な
ぐ

　

音
読
で
は
、「
生
え
、」
の
後
の
余
韻
を
想
像
し

な
が
ら
読
み
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
描
か
れ
て

い
る
竹
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
い
で
す
。
そ
の

後
は
、「
竹
が
生
え
、
竹
林
に
は
静
寂
が
訪
れ
た
。」

な
ど
と
、「
竹
が
生
え
、」
の
後
に
続
く
「
ず
ば
り

ひ
と
言
」
の
鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
の
も
お
も
し
ろ

そ
う
で
す
。
音
読
し
て
感
じ
た
こ
と
と
表
現
と
を

つ
な
ぐ
ん
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
際
は
、
子
ど
も
た
ち
が
取
り
組
み

や
す
い
よ
う
に
、
文
型
は
教
師
の
ほ
う
で
示
し
て

お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
例
え
ば
、「
あ
た
り
は

一
面
、
に
ぎ
や
か
な
感
じ
に
な
っ
た
。」
の
よ
う

に
、「
○
○
は
、
〜
だ
／
〜
に
な
っ
た
。」
と
い
う

型
。
そ
れ
か
ら
「
作
者
は
、
真
っ
す
ぐ
な
気
持
ち

で
い
る
。」
の
よ
う
に
、「（
自
分
も
含
め
て
）
作

者
は
、
〜
な
気
持
ち
だ
。」
と
い
う
型
も
あ
る
と

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

身
の
回
り
に
竹
林
が
な
く
、
そ
の
清せ
い

冽れ
つ

な
感
じ

を
想
像
す
る
の
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
と
き
は
、
授
業
中
、
青
々
と
し
た
竹
や
竹

林
の
写
真
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
な
ど
で
き
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
ね
。
き
っ
と
、
感
じ
る
イ
メ
ー
ジ

が
違
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

宗
我
部
義
則
先
生
の
ア
イ
デ
ア

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

埼玉県生まれ。お茶の水女子大学附属中学校
教諭。お茶の水女子大学非常勤講師。「教育課
程実施状況調査問題（中学校国語）」作成およ
び分析委員。平成20年告示中学校学習指導
要領解説国語編作成協力者。

「
ず
ば
り
ひ
と
言
」の

鑑
賞
文

「
竹
」（
一
年
）

読
む

　

す
っ
と
読
め
て
、
い
つ
の
間
に
か
筆
者
に
共
感

し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
力
の
あ
る
文
章
で
す
ね
。

調
査
を
進
め
る
筆
者
の
、
わ
く
わ
く
す
る
思
い
を

追
体
験
し
な
が
ら
読
ま
せ
た
い
説
明
文
で
す
。

　

筆
者
の
心
の
動
き
を
率
直
に
感
じ
る
に
は
、
文

章
中
の
「
事
実
」
と
「
そ
こ
か
ら
筆
者
が
考
え
た

こ
と
」
の
関
係
を
押
さ
え
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
、
こ
の
二
つ
を
色
分
け

し
て
い
く
の
も
い
い
方
法
で
す
ね
。

　

説
明
文
の
授
業
で
は
、
概
念
的
・
論
理
的
な
理

筆
者
の
思
い
を

追
体
験
す
る

「
生
物
が
記
録
す
る
科
学

─
─
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
の
可
能
性
」

（
二
年
）

読
む

1213

他
の
観
点
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考

に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。

学
習
記
録
を
活
用

　

過
去
の
教
科
書
を
取
っ
て
お
け
ば
、
そ
れ
を

使
っ
て
振
り
返
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
よ
。

ち
な
み
に
、
私
は
、
三
年
間
ず
っ
と
子
ど
も
た
ち

に
学
習
記
録
を
つ
け
さ
せ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

使
い
ま
し
た
。
学
習
記
録
が
あ
れ
ば
、
よ
り
具
体

的
に
、
学
び
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
各
学
年
の
教
科
書
冒
頭
「
続
け
て
み

よ
う
」
で
は
、
記
録
や
メ
モ
の
取
り
方
が
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
活
用
し
な
が
ら
学
習
記
録

を
つ
け
て
、
こ
の
学
習
の
た
め
の
準
備
を
し
て
お

く
の
も
い
い
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

　

各
学
年
の
巻
末
折
り
込
み
「
文
学
的
な
文
章
を

読
む
た
め
に
」「
説
明
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

は
、
ぜ
ひ
活
用
し
た
い
ペ
ー
ジ
で
す
。
文
学
・
説

学
習
用
語
に

出
会
う
た
び
に

「
文
学
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

「
説
明
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

（
一
〜
三
年
）

読
む
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解
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
・
感
覚
的
な
理
解
、
つ

ま
り
「
腑ふ

に
落
ち
て
わ
か
る
」
こ
と
も
大
事
に
し

た
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
活
用
し
た
い
の
が
、
文
章
中
の
写
真
や

グ
ラ
フ
で
す
。
例
え
ば
、
教
科
書
Ｐ
44
の
写
真
Ａ

（
上
写
真
）。文
章
だ
け
で
は
な
く
、写
真
を
見
て「
な

ぜ
、
ペ
ン
ギ
ン
が
こ
ん
な
写
り
方
を
し
て
い
る
の

か
」
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、「
カ
メ
ラ
を
背
中
に

付
け
る
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
！
」
と
、
腑
に

落
ち
て
わ
か
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
写
真

や
グ
ラ
フ
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
感
覚
に
訴

え
、
気
づ
き
を
引
き
出
し
た
い
で
す
ね
。

　

こ
れ
に
出
会
う
こ
と
が
、
こ
の
教
科
書
を
使
う

意
味
の
一
つ
。
そ
う
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
に
す
ば

ら
し
い
文
章
で
す
ね
。
こ
の
文
章
を
深
く
読
む
と

は
、
投
げ
か
け
ら
れ
た
テ
ー
マ
か
ら
、
自
分
の
考

え
を
紡
ぎ
出
し
、
友
達
と
や
り
取
り
す
る
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
筆
者
・
鷲わ
し

田だ

清き
よ

一か
ず

さ
ん
が
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
経
験
を
も

と
に
話
し
合
い
、「
こ
う
い
う
こ
と
が
言
い
た
い

の
で
す
か
？
」
と
、
彼
に
問
い
か
け
る
。
そ
れ
は
、

つ
ま
り
、
鷲
田
さ
ん
と
対
話
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
は
そ
う
し
た
授
業
が
し
て
み
た
い
で
す
ね
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ
ル
で

　

考
え
ら
れ
る
の
は
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す

る
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
、
文
章
中

で
自
分
が
わ
か
ら
な
い
点
を
短
冊
に
書
き
出
さ
せ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
各
自
が
答
え
ら
れ
る

も
の
を
選
び
、
考
え
を
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
話
し

合
い
を
始
め
る
ん
で
す
。
短
冊
に
は
、「
こ
う
考

え
た
が
、
そ
れ
で
い
い
か
」
と
い
う
、
確
か
め
の

質
問
も
書
く
よ
う
に
さ
せ
ま
す
。そ
う
や
っ
て「
鷲

田
さ
ん
な
ら
、
こ
う
答
え
る
だ
ろ
う
」「
私
は
こ

う
思
う
」
と
、
考
え
を
返
し
合
う
こ
と
が
で
き
た

ら
最
高
で
し
ょ
う
ね
。

　

ま
た
、
こ
の
文
章
を
き
っ
か
け
に
、
読
書
に
展

開
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。「
自
分
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
本
」
な
ど
と
テ
ー
マ
を
決
め

て
、
読
書
会
を
開
く
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

授
業
の
終
わ
り
に
は
、『
パ
ン
セ
』
の
「
人
間

は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
（
※
２
）
に

も
触
れ
て
み
た
い
で
す
。
わ
か
ら
な
い
ま
ま
終

わ
っ
て
も
い
い
。
何
年
も
経
っ
て
、
い
つ
か
子
ど

も
た
ち
の
中
に
芽
吹
く
。
そ
ん
な
授
業
に
な
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

わ
か
り
や
す
い
、
い
い
教
材
で
す
。
教
材
の
目

標
は
、
場
と
相
手
の
様
子
に
応
じ
た
話
し
方
を
す

る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
ス
ピ
ー
チ
が

う
わ
べ
だ
け
の
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
、
活
動
に

「
真
正
性
」、
つ
ま
り
現
実
味
を
も
た
せ
る
こ
と
を

意
識
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
話
題
。
教
科
書
に
も
例
が
あ
り
ま
す

が
、
私
な
ら
、「
考
え
さ
せ
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
・

出
来
事
」
を
設
定
し
た
い
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち

が
日
頃
、
抱
い
て
い
る
社
会
へ
の
疑
問
・
意
見
に

焦
点
を
当
て
て
、「
中
学
三
年
生
の
主
張
」
の
よ

う
な
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
は
、
ス
ピ
ー
チ
力
を
、
ス
ピ
ー

チ
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
・
意
見
交
流
す
る
こ
と

も
含
め
た
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
も
の
だ
と
捉

え
て
い
ま
す
。
こ
の
教
材
で
も
、
ス
ピ
ー
チ
の
後

に
、
質
問
や
意
見
交
流
の
時
間
を
取
り
、「
一
往

復
半
」
の
生
き
生
き
と
し
た
や
り
取
り
を
す
る
こ

と
に
も
ウ
エ
イ
ト
を
置
き
た
い
で
す
ね
。

ス
ピ
ー
チ
を

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
に

「
社
会
と
の
関
わ
り
を
伝
え
よ
う
」

（
三
年
）

※２　「人間は自然のうちで，最も弱い一茎の葦にすぎない。だが，それは考える葦である」
※３　「中学校 国語教育相談室」No.76 の「言葉の宝箱ノート」の実践を参照。

「生物が記録する科学── バイオロギングの可能性」（２年）

「どれがペンギンかはわかるけれど，なぜこんな写り方なのか。
それを考えることで，文章に書かれていた『カメラを背中に付
ける』ということが実感できるんです」と，宗我部先生。

「誰かの代わりに」（３年）

「国語の授業は，種まきです。今はわからな
くても，何年後かに，この挿絵のように芽吹
けばいい。いつか，この文章の意味にたどり
着いたときに，『みんなで語り合ったな』と
思い出してもらえる授業にしたいです」。
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記
録
・
発
表
の
日
常
化

「
続
け
て
み
よ
う
」（
一
〜
三
年
）

筆
者
と
対
話
す
る
よ
う
に

「
誰
か
の
代
わ
り
に
」

（
三
年
）

読
む

話
す・

聞
く

　

以
前
に
も
ご
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が

（
※
３
）、
私
は
、「
言
葉
の
手
帳
」（
一
年
「
続

け
て
み
よ
う
」）
の
よ
う
に
書
き
留
め
た
言
葉
を
、

毎
日
の
国
語
の
時
間
に
発
表
さ
せ
る
と
い
う
実
践

を
続
け
て
い
ま
す
。

　

当
初
の
ね
ら
い
は
語
彙
の
拡
充
、
情
報
収
集
・

批
評
の
日
常
化
で
し
た
が
、
発
表
に
一
人
一
人
の

個
性
が
見
え
て
き
て
、
ク
ラ
ス
づ
く
り
の
う
え
で

も
大
い
に
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ

の
教
材
を
使
っ
て
、
日
常
的
な
記
録
・
発
表
に
取

り
組
む
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
で
す
ね
。

　

教
科
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
例
は
取
り
組
み
や

す
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、「
創
作
メ
モ
」（
二

年
）
は
、
と
っ
つ
き
に
く
さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
ま
り
形
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、

一
行
詩
み
た
い
な
も
の
や
、
思
い
つ
い
た
す
て
き

な
言
い
回
し
で
も
い
い
の
で
書
き
留
め
さ
せ
る
よ

う
に
す
れ
ば
、負
担
感
は
減
る
で
し
ょ
う
。「
描
写
」

の
学
習
と
つ
な
げ
て
も
、
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
。

　

そ
う
し
て
、
書
き
た
め
る
だ
け
で
な
く
、
少
し

ず
つ
発
表
し
合
っ
て
い
く
こ
と
を
大
事
に
し
た
い

で
す
。

書
く


