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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。


