
「伝統的な
    言語文化」に
　       親しむ

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
六
年
生
が
新
潟
で
二
泊
三
日
の
宿

泊
体
験
学
習
を
行
う
。
本
単
元
は
、
そ
の
体
験
学

習
か
ら
生
ま
れ
た
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
関

連
す
る
大
単
元
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

　

国
語
科
に
つ
い
て
言
え
ば
、
体
験
学
習
の
前
に
、

①
「
書
く
こ
と
」
と
し
て
、依
頼
の
手
紙
、②
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
し
て
、
事
前
情
報
交
換

会
で
の
資
料
を
提
示
し
な
が
ら
の
説
明
、
の
二
つ

の
小
単
元
を
学
習
す
る
。
体
験
後
に
は
、
③
「
書

く
こ
と
」
と
し
て
、
お
礼
の
手
紙
、
④
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
と
し
て
、
資
料
を
提
示
し
な
が

ら
の
活
動
報
告
、
⑤
「
書
く
こ
と
」「
書
写
」
と

し
て
、
短
歌
や
俳
句
を
詠
む
と
い
う
三
つ
の
小
単

元
に
取
り
組
ん
だ
。
本
実
践
は
、
こ
の
中
の
⑤
を

取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
お
い
て
難
し
い
の
は
、

課
題
設
定
と
取
材
で
あ
る
。
自
分
が
書
き
た
い
、

伝
え
た
い
と
思
う
題
材
を
設
定
で
き
る
か
が
、
学

習
を
成
立
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

で
、
本
単
元
は
、
印
象
に
残
る
体
験
学
習
が
、
課

題
設
定
と
取
材
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

指
導
計
画
（
全
六
時
間
）

 

第
一
次　

 

（
一
時
間
）

　

こ
れ
ま
で
に
暗
唱
し
た
短
歌
や
俳
句
を
出
し

合
っ
た
り
、
体
験
学
習
の
思
い
出
を
語
り
合
っ
た

り
す
る
。
教
材
文
「
た
の
し
み
は
」
を
読
ん
で
、

学
習
課
題
「
越
後
体
験
学
習
で
心
が
動
い
た
こ
と

を
、
使
う
言
葉
を
工
夫
し
て
短
歌
や
俳
句
に
表
そ

う
」
を
設
定
し
、
学
習
計
画
を
立
て
る
。

 
第
二
次　

 

（
三
時
間
）

　

思
い
出
の
中
か
ら
題
材
を
決
め
、
百
字
〜

百
四
十
字
で
心
が
動
い
た
瞬
間
の
こ
と
を
ま
と
め

る
。
次
に
、
短
歌
や
俳
句
の
音
数
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
知
り
、
文
章
を
短
く
し
て
い
き
な
が
ら
短
歌

や
俳
句
の
リ
ズ
ム
に
整
え
る
。
そ
し
て
、
言
葉
の

順
序
や
表
記
を
工
夫
し
て
、
自
分
の
作
っ
た
短
歌

や
俳
句
を
吟
味
し
、
完
成
さ
せ
る
。

 

第
三
次　

 

（
二
時
間
）

　

色
紙
に
短
歌
や
俳
句
を
毛
筆
で
清
書
す
る
。
掲

示
し
た
作
品
を
見
合
っ
て
交
流
し
、
単
元
全
体
の

振
り
返
り
を
す
る
。

指
導
の
実
際

  

第
二
次　

第
二
時

（
本
時
目
標
）
心
が
動
い
た
瞬
間
の
こ
と
を
、

五
感
を
働
か
せ
な
が
ら
思
い
出
し
、
百
字
〜

百
四
十
字
程
度
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

題
材
を
決
め
る
と
き
に
は
、
印
象
に
残
っ
た
あ

る
瞬
間
を
と
ら
え
る
よ
う
に
す
る
。
漠
然
と
し
た

「
○
○
し
て
楽
し
か
っ
た
」
と
い
っ
た
感
想
で
は
、

短
歌
や
俳
句
に
表
し
に
く
い
た
め
で
あ
る
。
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
１
を
使
い
、
五
感
を
働
か
せ
て
、
具
体

的
に
そ
の
と
き
の
様
子
を
思
い
出
さ
せ
る
。

   

第
二
次　

第
三
時

（
本
時
目
標
）
使
う
言
葉
を
選
び
な
が
ら
、
短

歌
や
俳
句
の
音
数
に
合
わ
せ
て
伝
え
た
い
こ

と
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２
を
使
い
、
前
時
で
ま
と
め
た

も
の
を
さ
ら
に
短
い
文
章
に
リ
ラ
イ
ト
し
、
そ
こ

か
ら
短
歌
や
俳
句
の
音
数
に
整
え
て
い
く
。
最
初

か
ら
五
・
七
・
五
等
の
リ
ズ
ム
で
作
ら
せ
る
と
、
音

数
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
ば
か
り
意
識
が
向
い
て
し

ま
い
、
心
情
や
情
景
を
詠
む
点
が
甘
く
な
っ
て
し

ま
う
。
短
歌
と
俳
句
の
選
択
も
こ
の
時
点
で
初
め

て
行
う
よ
う
に
し
た
。

   

第
二
次　

第
四
時

（
本
時
目
標
）
言
葉
の
順
序
や
表
記
を
工
夫
し

て
、短
歌
や
俳
句
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

教
科
書
の
巻
末
資
料
「
俳
句
を
作
ろ
う
」
を
参

考
に
、
作
っ
た
も
の
の
推
敲
を
行
っ
た
。
い
ろ
い

ろ
な
順
序
や
表
記
を
試
し
て
み
る
こ
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
が
納
得
の
い
く
短
歌
や
俳
句
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
言
葉
の
響
き
を
意
識
で

き
る
よ
う
に
、
音
読
し
な
が
ら
吟
味
す
る
よ
う
に

も
し
た
。

お
わ
り
に

　

本
実
践
は
「
書
く
こ
と
」
及
び
「
書
写
」
の
指

導
事
項
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
学

年
の
〔
伝
国
〕
ア
─
（
ア
）
と
の
関
連
を
生
か
し
、

少
し
だ
け
文
末
を
文
語
調
に
し
て
み
た
り
、
音
読

す
る
こ
と
で
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
感
じ
た
り

し
な
が
ら
、
作
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

1
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し
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薫か
お
る

体
験
学
習
を
詠
む

　
　

使
用
教
材
：「
た
の
し
み
は
」「
俳
句
を
作
ろ
う
」（
六
年
）　

作った短歌や俳句は、小筆で
「行間・余白・文字の大きさ」
に気をつけながら清書した。

▶
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２

▶
児
童
が
記
入
し
た
も
の

　

最
終
的
に
は
、「
森
の
中　

よ
く

の
び
て
い
る　

竹
の
子
は　

手
ご
た

え
の
あ
る　

よ
い
重
さ
な
り
」
と
い

う
短
歌
に
決
定
し
た
。

２
◀ワークシート１
 ２に書いた言葉は、実際の短歌や俳句の中で使う児童が多かった。


