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「
へ
え
、
そ
う
か
」「
な
る
ほ
ど
ね
」
と
い
う
子

ど
も
た
ち
の
声
を
受
け
て
、「
み
ん
な
、
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し

む
詩
だ
っ
て
言
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す

よ
」
と
先
生
。
そ
し
て
、「
こ
れ
も
、
ま
ど
・
み

ち
お
さ
ん
の
詩
で
す
」
と
言
い
な
が
ら
、
違
う
紙

を
貼
り
出
す
。

　

こ
の
詩
の
題
名
は
何
だ
ろ
う
。「
あ
り
」「
山
登

り
」「
お
み
こ
し
」
と
次
々
に
発
言
す
る
子
ど
も

た
ち
に
先
生
が
出
し
た
ヒ
ン
ト
は
「
野
菜
の
名

前
」。
そ
し
て
、四
角
い
枠
に
題
名
を
書
き
入
れ
た
。

　
「
さ
っ
き
の
『
ケ
ム
シ
』
も
『
も
や
し
』
も
、

詩
の
中
に
題
名
の
言
葉
は
入
っ
て
い
な
い
け
ど
、

題
名
を
聞
い
た
と
き
、
な
る
ほ
ど
な
っ
て
思
う
で

し
ょ
う
。
ど
う
し
て
か
な
」
と
言
い
な
が
ら
、
先

生
は
黒
板
に
書
き
出
し
た
（
右
写
真
参
照
）。

　
「
ね
っ
。
見
た
目
の
様
子
と
か
、
動
き
と
か
、

は
た
ら
き
と
か
、
本
当
に
特
徴
を
う
ま
く
捉
え
て

い
る
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し
む
詩
だ
と
言
っ

た
意
味
が
分
か
っ
た
で
し
ょ
う
」。
そ
う
言
う
と
、

先
生
は
さ
ら
に
別
の
詩
を
紹
介
す
る
。「
分
か
っ

た
」「
き
っ
と
、
こ
ん
な
題
名
だ
よ
」
と
、
前
よ

り
も
元
気
よ
く
全
員
の
手
が
挙
が
っ
た
。

ま
ど
さ
ん
に
挑
戦
し
よ
う

　
「
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
み
ん
な
に
詩
を
作
っ
て
も

ら
い
ま
す
。
ま
ど
さ
ん
み
た
い
に
短
い
詩
、
題
名

を
聞
い
た
ら
、
あ
っ
、
そ
う
か
と
思
う
詩
を
四
行

以
内
で
作
っ
て
み
よ
う
」
と
投
げ
か
け
な
が
ら
、

先
生
は
黒
板
に
題
名
の
例
を
並
べ
た
。

　
・
シ
マ
ウ
マ
　
　

　
・
い
び
き
　
　

　
・
け
し
ゴ
ム
　

　
・
ミ
ミ
ズ
　
　
　

　
・
ノ
ミ

　
「
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
こ
の
中
か
ら
一
つ
題
名

を
選
ん
で
ね
」。
先
生
が
言
い
終
わ
る
の
を
待
ち

き
れ
な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
グ
ル
ー
プ

で
の
話
し
合
い
を
始
め
た
。

こ
れ
っ
て
、
詩
な
の
？

　
「
今
日
は
、
詩
の
勉
強
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

詩
は
詩
な
ん
だ
け
れ
ど
…
…
」。
青
山
先
生
は
そ

う
切
り
出
し
な
が
ら
、
黒
板
に
紙
を
貼
り
出
し
た
。

　
「
こ
れ
だ
け
？
」「
詩
の
題
名
？
」「
続
き
は
あ

る
の
？
」
と
ざ
わ
つ
く
子
ど
も
た
ち
を
前
に
、
先

生
は
「
題
名
じ
ゃ
な
い
よ
。
題
名
は
別
に
あ
る
の
。

こ
れ
が
全
部
」
と
答
え
る
。
そ
う
し
て
、
貼
り
出

し
た
紙
の
右
側
に
四
角
い
枠
を
書
き
、
そ
の
下
に

「
ま
ど
・
み
ち
お
」
と
、
作
者
の
名
前
を
書
き
入

れ
た
。

　
「
こ
れ
は
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
一
行
詩
。

俳
句
よ
り
短
い
ね
。
題
名
と
合
わ
せ
て
楽
し
む
詩

で
す
よ
。『
さ
ん
ぱ
つ
』
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ

ん
な
題
名
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
考
え
て
み
て
」
と
、

先
生
が
投
げ
か
け
る
。

　

思
い
思
い
の
発
言
を
す
る
子
ど
も
た
ち
に
向

か
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
ヒ
ン
ト
。
生
き
物
の
名
前

が
題
名
で
す
」。
先
生
が
そ
う
告
げ
る
と
、
一
斉

に
子
ど
も
た
ち
の
手
が
挙
が
っ
た
。「
ラ
イ
オ
ン
」

「
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
」「
羊
」。
ど
れ
も
「
さ
ん
ぱ
つ
」

が
嫌
い
な
感
じ
が
す
る
。
こ
こ
で
先
生
が
、
四
角

い
枠
に
題
名
を
書
き
込
む
。

ま
ど
さ
ん
の
詩
に
出
会
う

筑
波
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青
山
由
紀
先
生　
　

 

×
四
年
生
（
三
十
九
名
）

　
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
詩
に
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
、

ど
ん
な
発
見
を
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
青
山
由
紀
先
生
に
よ
る
四
年
生
の
詩
の
授
業
の
一
時
間
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

う
え
を

し
た
へ
の

お
お
さ
わ
ぎ

う
え
を

し
た
へ
の

お
お
さ
わ
ぎ

も
や
し
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

ケ
ム
シ
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

さ
ん
ぱ
つ
は
　
き
ら
い

さ
ん
ぱ
つ
は
　
き
ら
い
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ま
ど
さ
ん
っ
て
、

さ
す
が
だ
ね

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
が
貼
り
出
さ
れ
る
た
び
に
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
歓
声
が
わ
く
。「
ま
ど
さ
ん
っ

て
、頭
が
よ
す
ぎ
る
」「
頭
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、

頭
が
柔
ら
か
い
ん
だ
よ
」「
想
像
力
が
豊
か
な
ん

だ
」。　

　

自
分
た
ち
も
「
見
た
目
の
様
子
」「
動
き
」「
は

た
ら
き
」
と
い
っ
た
特
徴
を
捉
え
て
、
短
い
詩

を
作
っ
た
経
験
の
後
だ
け
に
、「
ま
ど
さ
ん
っ
て
、

さ
す
が
だ
ね
」
と
い
う
思
い
が
自
然
と
生
ま
れ
て

く
る
。

　

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
授

業
の
終
わ
り
に
、
先
生
は
一
枚
の
紙
を
黒
板
に
貼

り
出
し
、
み
ん
な
に
コ
ピ
ー
を
配
っ
た
。

　

紙
に
あ
る
の
は
、
遠
く
か
ら
見
た
ら
二
重
丸
に

し
か
見
え
な
い
、
円
の
形
に
並
ん
だ
文
字
だ
（
上

写
真
参
照
）。

　
「
こ
れ
も
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
で
す
。
こ
ん
な
詩

も
書
い
て
い
た
ん
だ
ね
」。
先
生
が
そ
う
伝
え
る

と
、「
え
え
っ
、
こ
れ
も
詩
な
の
」「
ど
こ
か
ら
読

む
の
か
な
」
と
言
い
な
が
ら
、
み
ん
な
は
真
剣
に

そ
れ
に
見
入
っ
て
い
る
。
今
度
は
こ
ん
な
詩
に
挑

戦
す
る
ぞ
と
言
い
た
げ
な
ま
な
ざ
し
だ
っ
た
。

■
青
山
先
生
が
授
業
で
使
っ
た
詩

　「
ケ
ム
シ
」「
も
や
し
」

　「
は
が
き
」「
シ
マ
ウ
マ
」

　「
い
び
き
」「
け
し
ゴ
ム
」

　「
ミ
ミ
ズ
」「
ノ
ミ
」

　「
わ
ま
わ
し
　
ま
わ
る
わ
」

　
「
何
に
す
る
？
」「
や
っ
ぱ
り
シ
マ
ウ
マ
じ
ゃ
な

い
」
と
い
う
題
名
の
相
談
も
あ
れ
ば
、
一
度
考
え

た
詩
を
「
も
っ
と
短
く
削
ろ
う
よ
」
と
話
し
合
っ

て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
る
。

　

十
五
分
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
へ
と
授
業

は
進
ん
だ
。
画
用
紙
に
書
い
た
短
い
詩
を
、
最
初

は
題
名
を
隠
し
て
発
表
し
、
聞
い
た
み
ん
な
が
題

名
を
当
て
合
う
。
正
解
が
出
た
ら
、
題
名
を
入
れ

て
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
詩
を
も
う
一
度
読
む
。

   

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
が
終
わ
る
と
、
先
生

は
、「
今
の
題
名
は
『
ミ
ミ
ズ
』
だ
っ
た
ね
。
じ
ゃ

あ
、
こ
れ
を
見
て
。
ま
ど
さ
ん
が
書
い
た
『
ミ
ミ

ズ
』
よ
」
と
、
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
貼
り
出
す
。
次

に
別
の
グ
ル
ー
プ
が
発
表
す
る
と
、
や
は
り
同
じ

題
名
の
ま
ど
さ
ん
の
詩
を
貼
り
出
し
た
。

授
業
を
終
え
て
　

青
山
先
生
の
お
話

　

ま
ど
さ
ん
の
詩
を
通
し
て
、
対
象
の
特

徴
を
捉
え
、
短
い
言
葉
で
そ
れ
を
表
す
お

も
し
ろ
さ
を
知
る
こ
と
が
、
今
回
の
授
業

の
ね
ら
い
で
し
た
。

　

題
名
と
合
わ
せ
て
「
な
る
ほ
ど
」
と
思

う
こ
と
が
大
事
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に

は
、「
な
ぞ
な
ぞ
や
ク
イ
ズ
の
詩
じ
ゃ
な

い
よ
」
と
伝
え
ま
し
た
。

　

読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
た
ち
で
作
っ
て
、
そ
れ
を
ま
ど
さ
ん

の
詩
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、「
ま
ど
さ

ん
っ
て
、
す
ご
い
ね
」
と
い
う
実
感
に
つ

な
が
っ
た
気
が
し
ま
す
。

子どもたちが
書いた詩

まどさん
の詩

ミ
ミ
ズ

　
よ
う
ふ
く
は
　
ち
き
ゅ
う
で
す

　
オ
ー
バ
ー
は
　
う
ち
ゅ
う
で
す

　
　
─
ど
ち
ら
も

　
　
　
一
ま
い
き
り
で
す
が

い
び
き

　
ね
じ
を
　
ま
く

　
ね
じ
を
　
ま
く

　
ゆ
め
が
　
と
ぎ
れ
な
い
よ
う
に

シ
マ
ウ
マ

　
手
製
の

　
お
り
に

　
は
い
っ
て
い
る

い
び
き

　
お
お
き
く

　
ち
い
さ
く

　
よ
な
か
の
　
が
っ
き

シ
マ
ウ
マ

　
昔
の
テ
レ
ビ
が

　
走
っ
て
い
る

ミ
ミ
ズ

　
こ
わ
い
　
こ
わ
い

　
都
会
の
地
面
は

　
足
だ
ら
け

あおやま・ゆき

東京都生まれ。全国国語授業研究会
常任理事。使える授業ベーシック研
究会常任理事。著書に『話すことが好
きになる子どもを育てる』『古典が好
きになる──まんがで見る青山由紀の
授業アイデア10』などがある。光村図
書小学校『国語』教科書編集委員。

▲グループで考えた詩を画用紙に書く。

▼自分たちが作った詩を，グループ全員で読む。


