
国

語

教

育

相

談

室

89
中学校

随
筆
文
学
に
見
る

書
の
た
し
な
み

書  

写

二
〇
一
九
年
度
用

教
科
書
訂
正
箇
所

詩
・
短
歌
・
俳
句
の「
今
」
を
知
る

ブ
ッ
ク

ガ
イ
ド

詩
と
出
会
い
、
世
界
に
出
会
う

特
集

言
葉
か
ら
始
ま
る

水
族
館
計
画  

中
村 

元

巻
頭

エッ
セ
イ

本
誌
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
教
科
書
採
択
の
公
正
確
保
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、（
一
社
）教
科
書
協
会
が
定
め
た
「
教
科
書
発
行
者
行
動
規
範
」
に
の
っ
と
っ
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。
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順
序
は
大
事
だ
。
ミ
ル
ク
テ
ィ
ー
を
淹い

れ

る
場
合
で
も
、
ミ
ル
ク
を
先
に
入
れ
て
お
く

派
と
、
後
か
ら
ミ
ル
ク
派
が
あ
る
。
焼
酎
の

お
湯
割
り
で
も
、
お
湯
先
派
と
、
後
か
ら
お

湯
派
が
あ
る
。
ま
あ
、
最
後
は
同
じ
物
な
の

か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。

　

言
語
表
現
に
お
い
て
も
「
順
序
」
は
大
事
。

言
葉
の
順
序
で
主
張
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く

る
。
以
前
、
こ
ん
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し

た
こ
と
が
あ
る
。「
親
し
い
友
人
を
無
料
の

コ
ン
サ
ー
ト
（
学
内
の
ク
ラ
ブ
活
動
。
観
客

予
定
数
は
100
名
程
度
）
に
誘
っ
た
」
と
い

う
文
脈
で
、「
わ
か
ら
な
い
け
ど
行
く
と
思

う
」
と
「
行
く
と
思
う
け
ど
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
二
つ
の
返
答
表
現
の
「
来
て
く
れ
る

期
待
度
」
を
答
え
て
も
ら
う
の
だ
。
ど
ち
ら

が
来
て
く
れ
そ
う
で
し
ょ
う
？

　

期
待
度
の
平
均
値
は
、
前
者
が
67
・
６
％
、

後
者
が
44
・
７
％
。
つ
ま
り
、「
わ
か
ら
な

い
け
ど
行
く
と
思
う
」
は
そ
れ
な
り
に
来
て

く
れ
そ
う
だ
が
、「
行
く
と
思
う
け
ど
わ
か

ら
な
い
」
の
方
は
、
来
て
く
れ
る
か
ど
う
か

が
、
か
な
り
微
妙
と
い
う
解
釈
な
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
か
ら
、
文
章
表
現
で
は
、
後
の
方

に
来
る
内
容
が
大
事
、
と
言
え
る
。
同
じ
こ

と
を
言
う
の
で
も
、
言
い
方
の
順
序
は
大
事

な
の
だ
。

　

順
序
は
、
評
価
を
書
く
場
合
に
も
生
か
せ

る
。
同
じ
情
報
要
素
で
も
書
く
順
序
に
よ
っ

て
伝
わ
る
意
味
は
違
う
。「
と
て
も
頑
張
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
〇
〇
は
課
題
で

す
」
と
い
う
書
き
方
と
、「
〇
〇
は
課
題
で
す
。

し
か
し
、
と
て
も
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
」
と

い
う
書
き
方
で
は
、
読
み
手
と
し
て
の
う
れ

し
さ
は
大
き
く
違
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
「
課
題
あ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
、
要
す
る
に
「
頑
張
っ
て
い
た
」
と

い
う
認
定
な
の
か
、
と
い
う
違
い
は
大
き
い
。

お
そ
る
べ
し
！
「
順
序
」。

　

性
質
の
違
う
話
に
は
な
る
の
だ
が
、
語
の

形
の
上
で
の
順
序
も
お
も
し
ろ
い
。「
コ
ロ
ッ

ケ
カ
レ
ー
」
と
「
カ
レ
ー
コ
ロ
ッ
ケ
」
の
違

い
は
ど
う
だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
、
後
ろ
に

位
置
す
る
言
葉
が
重
要
で
、
前
者
は
カ
レ
ー
、

後
者
は
コ
ロ
ッ
ケ
だ
。
だ
か
ら
、「
カ
レ
ー

コ
ロ
ッ
ケ
入
り
コ
ロ
ッ
ケ
カ
レ
ー
」
は
あ
る

け
れ
ど
、「
コ
ロ
ッ
ケ
カ
レ
ー
入
り
カ
レ
ー

コ
ロ
ッ
ケ
」
は
ち
ょ
っ
と
想
像
で
き
な
い
。

順
序
に
応
じ
て
、
私
た
ち
の
頭
の
中
は
フ
ル

回
転
で
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
く
。「
順
序
」、

お
そ
る
べ
し
！

　

そ
う
そ
う
、「
合
格
ぎ
り
ぎ
り
」
と
「
ぎ

り
ぎ
り
合
格
」
も
大
き
く
結
果
が
違
う
。
前

者
は
要
す
る
に
「
ぎ
り
ぎ
り
」
で
あ
っ
て
、

合
格
と
は
限
ら
な
い
。「
合
格
ぎ
り
ぎ
り
な

の
に
落
ち
た
」
と
い
う
悲
し
い
結
末
と
も
読

め
る
。
そ
れ
に
対
し
て「
ぎ
り
ぎ
り
合
格
」は
、

と
も
か
く
も
「
ご
う
か
ー
く
！
」
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
あ
な
た
に
だ
け
」「
あ
な
た

だ
け
に
」
み
た
い
に
、
違
い
が
微
妙
で
わ
か

り
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
言
葉

に
お
い
て
、
順
序
は
大
事
。
ん
？　

大
事
な

の
は
順
序
…
…
？

言
葉
の
順
序

授業に役立つ　	
ブックガイド	5	

最終回



巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

水族館プロデューサー。1956年
三重県生まれ。鳥羽水族館副館
長を経て水族館プロデューサーと
なり，「新江ノ島水族館」「サンシャ
イン水族館」「北の大地の水族
館」のリニューアル，広島「マリホ水
族館」新設などを手がけ，いずれも
奇跡的な集客増に成功した。水
族館文化発展のために，トークラ
イブ「超水族館ナイト」を開催して
10年目。近著には『水族館哲学 
人生が変わる30館』（文春文庫），

『いただきますの水族館』（瀬戸
内人）など。

　
『
天
空
の
オ
ア
シ
ス
』『
生
き
て
い
る
水す
い

塊か
い

』

『
北
の
大
地
の
水
族
館
』『
ニ
ッ
ポ
ン
の
水
族
館
』

『
超
水
族
館
／
海
よ
り
広
い
海
が
あ
る
』。

　

こ
れ
ら
は
今
ま
で
私
が
関
わ
っ
た
五
つ
の
水

族
館
で
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
新
設
オ
ー
プ
ン
時

の
ポ
ス
タ
ー
お
よ
び
Ｃ
Ｍ
に
使
っ
た
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
だ
。
た
だ
し
、
完
成
し
た
水
族
館
を
見

て
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
つ
く
っ
た
の
で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
展
示
計
画
を
始
め
る
前
の
基
本
構
想

時
に
、
水
族
館
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
私
が

考
え
た
も
の
だ
。
水
族
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や

新
設
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
理
念
で
計
画
し

実
現
す
る
か
を
関
係
者
に
宣
言
す
る
の
が
私
の

常
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
最
も
短
く
ま
と
め
た
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
言
葉
が
、
冒
頭
の
コ
ピ
ー

だ
。

　

展
示
理
念
を
正
し
く
実
現
で
き
た
と
き
、
そ

の
水
族
館
を
最
も
的
確
な
言
葉
で
表
し
て
い
る

の
は
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ

か
ら
、
宣
伝
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
同
じ
言
葉

に
な
る
の
が
当
然
。
…
…
い
や
、
そ
う
だ
ろ
う

か
？　

そ
ん
な
都
合
の
い
い
話
が
あ
る
わ
け
は

な
い
。

　

実
を
言
え
ば
私
は
、
最
初
か
ら
、
オ
ー
プ
ン

時
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
し
て
使
う
こ
と
を
想

定
し
て
、
展
示
理
念
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
つ
く
っ
て

い
る
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
水
族

館
な
ら
ば
、
多
く
の
人
た
ち
か
ら
興
味
を
持
た

れ
、
多
く
の
人
た
ち
の
来
館
を
促
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
？
と
の
命
題
の
下
、
最
も
有
効

そ
う
な
言
葉
を
ひ
ね
り
出
す
。
そ
の
言
葉
を
中

心
に
展
示
理
念
を
展
開
し
、
基
本
計
画
を
つ
く

り
、
具
体
的
な
展
示
内
容
や
設
計
に
ま
で
繋つ
な

げ

て
い
く
。
つ
ま
り
、
私
の
水
族
館
計
画
は
常
に

｢

は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き｣

な
の
だ
。

　

私
は
水
族
館
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
名
乗
り
な

が
ら
も
、
魚
好
き
で
も
な
け
れ
ば
、
生
物
学
や

海
洋
学
を
修
め
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
学
芸

員
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
畑
の
出
身
で
も
な
い
。

　

さ
す
が
に
そ
れ
ら
に
ま
っ
た
く
興
味
が
な
い

と
い
う
こ
と
も
な
い
が
、
せ
い
ぜ
い
ち
ょ
っ
と

好
奇
心
の
強
い
大
衆
の
一
人
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。

に
も
関
わ
ら
ず
、「
唯
一
の
水
族
館
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
」
と
し
て
仕
事
を
依
頼
し
て
い
た
だ
け
る

程
度
に
は
成
功
実
績
を
重
ね
て
い
る
。

　

そ
の
秘
密
が｢

は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き｣

の
や
り
方
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
は
神
と
共
に

…
…
と
い
う
よ
う
な
聖
書
と
は
関
係
な
い
。
い

わ
ゆ
る｢

言こ
と

霊だ
ま｣

的
な
ア
レ
で
も
な
い
。
た

だ
単
に
、
言
葉
は
何
か
を
伝
え
る
道
具
と
し
て

最
も
普
遍
的
で
扱
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
だ
け
の
こ
と
だ
。

　

だ
か
ら
私
に
は
、
天
か
ら
の
啓
示
の
ご
と
く

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
閃ひ
ら
め

く
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
水
族
館
の
立
地
や
特
徴
、
時
に
は
弱
点
を

並
べ
て
は
ひ
っ
く
り
返
し
、
そ
の
時
代
の
お
客

さ
ん
の
欲
求
を
大
衆
性
の
側
か
ら
深
く
探
り
、

あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
、
こ
ね
く
り

回
し
て
い
る
う
ち
に
よ
う
や
く
生
み
出
し
て
い

る
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
だ

か
ら
、
水
族
館
の
開
発
理
念
の
最
も
重
要
な
核

心
と
な
り
、
最
終
的
に
大
衆
に
伝
え
る
た
め
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
と
自
負

し
て
い
る
。

　

言
葉
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に｢

最
も
普

遍
的
で
扱
い
や
す
い
道
具｣

で
あ
る
が
た
め
、

ふ
だ
ん
は
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
真
剣
に
向
き
合
っ
て
扱
え
ば
、
言
葉

は
力
強
い
『
象
徴
』
と
な
り
、
素
早
く
拡
散
す

る
『
印
象
』
と
な
り
、
時
に
は
そ
の
両
方
の
力

を
持
つ
。

　

い
っ
た
い
水
族
館
と
は
、
生
物
を
展
示
す
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
展
示
と
は｢

見
せ
て
伝
え

る｣

こ
と
だ
。
辞
書
に
よ
れ
ば
、
展
示
と
は

｢

見
せ
る
こ
と｣

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

「
伝
え
る
」
と
い
う
目
的
が
な
け
れ
ば
見
せ
る

意
味
も
な
い
。
だ
か
ら
水
族
館
が
、
見
せ
て

｢

伝
え
る｣

施
設
で
あ
る
こ
と
を
私
は
と
て
も

大
切
に
し
て
い
る
し
、
見
て
も
ら
え
な
い
展
示
、

見
て
も
何
も
伝
わ
ら
な
い
展
示
は
、
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
生
物
た
ち
は
展
示
さ
れ
る
と
い
う
目
的

の
た
め
だ
け
に
、
捕
ら
え
ら
れ
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
。
見
せ
て
伝
え
る
目
的
が
果

た
せ
な
い
の
な
ら
、
彼
ら
を
解
放
し
て
あ
げ
る

べ
き
な
の
だ
。

　

私
が｢

は
じ
め
に
言
葉
あ
り
き｣

に
こ
だ

わ
る
の
は
、
そ
の
考
え
を
実
践
す
る
た
め
だ
。

人
々
に
何
か
を
確
実
に
伝
え
ら
れ
る
水
族
館
を

開
発
す
る
た
め
に
、
開
発
ス
タ
ッ
フ
の
拠よ

り
所

と
な
る
理
念
の
象
徴
と
し
て
、
言
葉
を
提
示
す

る
。
ま
た
、
そ
う
や
っ
て
完
成
し
た
水
族
館
の

魅
力
を
で
き
る
限
り
多
く
の
人
々
に
届
け
る
た

め
に
、
印
象
の
強
い
言
葉
を
使
う
の
だ
。

＊　

＊　

＊

　

実
の
と
こ
ろ
、
私
が
言
葉
に
つ
い
て
真
剣
に

向
き
合
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
と
き
だ
け
だ
。

ふ
だ
ん
の
私
の
言
動
は
、
い
か
に
も
い
い
加
減

で
適
当
で
、
時
に
は
誤
用
も
あ
っ
た
り
し
て
ま

る
で
デ
タ
ラ
メ
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ふ
だ
ん
は
そ

の
方
が
真
意
が
伝
わ
り
や
す
く
、
よ
り
深
く
意

味
が
伝
わ
っ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
面
白
い
。

　

お
そ
ら
く
、
ヒ
ト
が
人
ら
し
く
あ
る
た
め
の

基
本
的
な
言
葉
と
は
、
こ
の
ふ
だ
ん
使
い
の

い
い
加
減
な
言
葉
の
方
な
の
だ
ろ
う
。
二
人

で
、
あ
る
い
は
家
族
的
な
集
団
で
、
互
い
に
伝

え
理
解
し
合
う
の
に
最
適
な
言
葉
、
本
来
の
ヒ

ト
社
会
に
必
要
だ
っ
た
言
葉
。
そ
の
言
葉
が
発

さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
空
間
で
共
有
す
る
イ

メ
ー
ジ
や
感
情
が
あ
る
。
発
さ
れ
た
言
葉
は
そ

の
場
に
い
る
人
々
の
記
憶
や
心
に
だ
け
と
ど
ま

る
。
た
と
え
文
字
に
書
き
残
さ
れ
て
も
、
そ
こ

に
は
感
情
や
時
空
間
ま
で
も
が
現
れ
、
人
の
手

で
回
覧
さ
れ
た
り
書
き
写
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

で
、
伝
え
る
人
の
感
情
が
上
乗
せ
さ
れ
、
伝
え

ら
れ
る
度
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
。
そ
の

言
葉
と
は
、
マ
ス
媒
体
で
伝
達
さ
れ
、
言
葉
だ

け
が
単
独
で
拡
散
さ
れ
て
い
く
今
の
時
代
の
社

会
的
言
葉
と
は
性
質
の
ま
っ
た
く
違
う
、
穏
や

か
で
大
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
や
り
取
り
の
こ
と

に
違
い
な
い
。　

中
村  

元

水
族
館
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

0203

中
なか むら

村　元
はじめ

言
葉
か
ら

始
ま
る

水
族
館
計
画
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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
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る
い
は
格
調
高
く
と
い
う
意
識
は
、
男
性
か
ら

女
性
に
対
す
る
評
価
、
あ
る
い
は
女
性
か
ら
男

性
に
対
す
る
評
価
の
一
つ
と
し
て
も
重
要
に

な
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
て
、
文
学
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
手
本
（
古

筆
）
と
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
く
、
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
く
。

能
書
の
家
の
十
一
世
紀
の
秘
伝
書
に
「
能
書
は

物
語
を
書
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
一
項
が

あ
っ
た
が
、
平
安
末
期
に
は
能
書
に
よ
る
物
語

作
品
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
随
筆
は
ど

う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
平
安
末
期
か
ら
鎌

倉
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
遺
品
が
残
る
。
ま

た
、
自
筆
で
は
な
い
が
日
記
文
学
で
は
、
鎌
倉

時
代
の
藤
原
定
家
に
よ
る
『
土
佐
日
記
』
の
写

本
（
図
2
）
が
現
存
す
る
。
こ
の
一
部
に
著
者

の
紀
貫
之
の
自
筆
本
の
臨
書
が
あ
り
、
鎌
倉
初

期
ま
で
貫
之
の
書
が
伝
存
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
外
来
語
を
表
現
す
る
の

に
重
宝
し
て
い
る
片
仮
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

漢
字
の
字
画
の
一
部
分
だ
け
を
活
用
し
た
も
の

で
、
役
所
や
南
都
六
宗
の
寺
院
の

学
僧
に
よ
っ
て
、
漢
文
を
訓
読

す
る
た
め
の
仮
名
（
振
り
仮
名
・

送
り
仮
名
）
と
し
て
考
案
さ
れ
た

の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
初
は
漢
籍
を
読
む
た
め
の

補
助
的
な
文
字
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
平
安
中
期
以
降
は

漢
籍
を
離
れ
て
の
使
用
も
し
だ

い
に
増
加
し
、
平
安
末
期
に
は
ほ

ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
た
。
鎌
倉
時

代
に
な
る
と
、
片
仮
名
だ
け
で

『
方
丈
記
』
を
写
し
た
本
も
よ
う

や
く
出
現
し
、
こ
の
頃
に
独
立
し

た
仮
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
き
た
い
。

え
ば
、こ
の『
枕
草
子
』一
五
二
段（
図
1
）の「
手

よ
く
書
き
、
歌
よ
く
よ
み
て
、
も
の
の
を
り
ご

と
に
も
ま
づ
取
り
出
で
ら
る
る
、
う
ら
や
ま

し
」（
筆
跡
が
巧
み
で
、和
歌
が
上
手
に
詠
め
て
、

何
か
あ
る
た
び
に
最
初
に
選
ば
れ
る
の
は
う
ら

や
ま
し
い
）
な
ど
、『
枕
草
子
』
に
は
筆
跡
に

関
わ
る
言
及
が
多
数
散
見
す
る
。
宮
廷
貴
族
に

と
っ
て
は
、
漢
学
の
素
養
、
音
楽
、
和
歌
な
ど

と
と
も
に
、
書
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
姿
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
文

字
に
対
す
る
、
美
し
く
、
早
く
、
優
美
に
、
あ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
の
文
字
文
化
の
豊
か
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
終
回
で
は
、『
枕
草
子
』
な
ど
の
随
筆
文
学

を
取
り
上
げ
、「
書
」
と
し
て
の
美
的
要
素
と
い
う
点
か
ら
解
説
し
ま
す
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ

く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る

雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。」
と
い
う
書
き

だ
し
で
知
ら
れ
る
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
は
、

兼
好
法
師
の『
徒
然
草
』、そ
し
て
鴨
長
明
の『
方

丈
記
』
と
と
も
に
、
日
本
を
代
表
す
る
随
筆
と

し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
き
だ
し
を
読
む
た
び

に
、「
山
ぎ
は（
わ
）」

の
解
釈
で
あ
る
山
に
接
し
て

い
る
空
と
、「
山
の
端は

」
の
山
と
空
が
接
し
て

見
え
る
境
、
い
わ
ゆ
る
山
側
の
稜
線
の
違
い
を

し
っ
か
り
覚
え
さ
せ
ら
れ
た
学
生
時
代
の
記
憶

が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

　

春
は
な
ん
と
い
っ
て
も
曙
で
あ
る
。
よ
う
や

く
空
が
白
々
と
し
て
い
き
、
し
だ
い
に
山
際
が

明
る
く
な
っ
て
、
薄
い
紫
色
に
染
ま
っ
た
雲
が

た
な
び
い
て
い
る
の
が
良
い
、
と
い
う
。
続
け

て
、
夏
は
夜
、
秋
は
夕
暮
れ
、
そ
し
て
冬
は
つ

と
め
て
（
早
朝
）
が
良
い
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
清
少
納
言
の
感
覚
で
伝

え
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
宮
廷
貴
族
の
感
覚
を

代
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
中
国
で
は
、
詩
と
書
と
画
に
優
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
「
詩
書
画
三
絶
」
は
、
文
人

に
あ
っ
て
理
想
の
姿
で
あ
っ
た
。「
琴
棋
書
画
」

も
、
中
国
に
お
い
て
高
級
官
僚
で
文
化
人
で
あ

る
士し

大た
い
ふ夫
の
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
の
い
ず
れ
に
も
、
書
が
必
須
の
も
の
と
し
て

加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
な
ら
で
は
の

精
神
や
考
え
方
を
も
っ
て
中
国
の
学
問
を
吸
収
、

消
化
す
る
こ
と
を
「
和
魂
漢
才
」
と
い
う
が
、

書
の
世
界
で
も
こ
の
考
え
は
当
て
は
ま
っ
て
い

る
。「
三
跡
」
に
代
表
さ
れ
る
和
様
の
書
や
漢

字
の
草
書
体
か
ら
生
ま
れ
た
「
仮
名
」
も
好
例

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
中
期

こ
ろ
ま
で
の
主
と
し
て
歌
集
を
書
写
し
た
筆
跡

を
、
今
日
で
は
「
古
筆
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ

れ
ら
は
身
の
回
り
に
お
い
て
鑑
賞
す
る
調
度
用

の
豪
華
な
手
本
の
こ
と
で
、
儀
式
や
行
事
な
ど

に
際
し
て
の
贈
り
物
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
男
性
で
あ
っ
て
も
、
女
性
で
あ
っ
て

も
手
習
い
、
す
な
わ
ち
書
道
を
大
切
な
教
養
の

一
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
繋
が

り
が
あ
り
、
書
に
は
言
語
と
し
て
の
役
割
の
ほ

か
に
美
的
な
要
素
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
書
に
対
す
る
宮
廷
貴
族
の
姿
勢
が
多
く

の
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と

連    
載

筆
跡
で
読
む

　
古
典
作
品

随
筆
文
学
に
見
る

書
の
た
し
な
み

最
終
回

「筆跡で読む古典作品」は今号が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。 1213

九州国立博物館長

島
しま

谷
たに

弘
ひろ

幸
ゆき

1953年岡山県高梁市生まれ。
東京教育大学卒。小松茂美博
士に師事。東京国立博物館副
館長を経て，2015 年から九州
国立博物館長。文部科学省教
科用図書検定調査審議会委員

（08 ～ 17 年度）など歴任。

図
2　
『
定
家
本 

土
佐
日
記
』
藤
原
定
家
に
よ
る
紀
貫
之
自
筆
本
の
臨
書

（
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
）

図
１　
『
枕
草
子
』
一
五
二
段

（
部
分
・
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
）
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授
業
づ
く
り
に
役
立
つ
本
、
授
業
と
か
ら
め
て
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
本
な
ど
を

紹
介
す
る
リ
レ
ー
連
載
。
今
回
の
ご
担
当
は
、
高
橋
伸
先
生
（
札
幌
市
立
向
陵
中

学
校
教
諭
）
で
す
。

詩
・
短
歌
・
俳
句
の

「
今
」
を
知
る

北海道札幌市立向陵中学校教諭

高
たか

橋
はし

　伸
しん

1964 年，北海道生まれ。北海
道教育大学札幌校卒業。北海
道教育大学附属札幌中学校を経
て，札幌市の公立中学校教諭と
して勤務。

14

　

韻
文
の
授
業
の
導
入
と
し
て
、
お
気
に
入
り
の

小
説
の
作
者
を
生
徒
に
尋
ね
て
み
る
。
宮
下
奈
都
、

東
野
圭
吾
、
瀬
尾
ま
い
こ
、
有
川
浩
な
ど
、
瞬
く

間
に
学
級
の
人
数
と
同
じ
く
ら
い
の
名
前
が
挙
が

る
。
で
は
、
詩
や
短
歌
や
俳
句
は
ど
う
で
す
か
、

と
問
う
て
み
る
。
谷
川
俊
太
郎
、
宮
沢
賢
治
、
工

藤
直
子
あ
た
り
で
ぴ
た
り
と
声
が
止
ま
る
。
詩
集

を
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
生
徒
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
小

説
の
情
報
は
身
近
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
韻
文
の

情
報
は
な
か
な
か
入
っ
て
こ
な
い
。　

　

よ
く
読
ん
で
い
る
小
説
に
つ
い
て
は
「
創
作
し

て
ご
ら
ん
」
と
言
わ
れ
る
機
会
は
滅
多
に
な
い
の

に
、
生
徒
が
短
歌
や
俳
句
を
「
作
っ
て
み
よ
う
」

と
言
わ
れ
る
機
会
は
意
外
に
多
い
。
国
語
の
授
業

で
も
作
る
し
、
行
事
が
終
わ
っ
た
後
に
作
る
こ
と

も
あ
る
。

　

そ
ん
な
折
に
生
徒
が
こ
ん
な
俳
句
を
作
っ
た
ら
、

　

今
を
生
き
る
私
た
ち
教
師
は
、
現
代
の
小
説
や

随
筆
を
読
み
、
論
説
や
報
道
な
ど
の
文
章
を
読
ん

で
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
が
国
語
の
授

業
に
役
立
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
け
れ
ど
、
韻
文
、

特
に
現
代
の
韻
文
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
心
許

な
い
知
識
と
読
書
量
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
の
で

は
と
、
自
戒
の
念
を
込
め
て
考
え
る
。

　

授
業
者
で
あ
る
私
た
ち
も
、
意
識
し
て
韻
文
に

触
れ
る
必
要
が
あ
る
。そ
う
す
れ
ば
、今
よ
り
も
っ

と
、
自
信
を
も
っ
て
生
徒
た
ち
に
向
け
て
授
業
が

で
き
る
し
、
本
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
は
私
た
ち
が
、
現
代
の
韻
文
を
読
み
、
お
も
し

ろ
が
っ
た
り
首
を
か
し
げ
た
り
し
な
が
ら
、
韻
文

に
親
し
ん
で
い
こ
う
。
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
そ

の
と
き
の
一
助
に
な
れ
ば
と
選
ん
だ
も
の
だ
。

教
師
は
ど
ん
な
ふ
う
に
評
価
す
る
だ
ろ
う
。   

　
鯉
の
ぼ
り
泳
い
で
い
る
よ
か
わ
い
い
な

　

今
回
紹
介
す
る
『
世
界
一
わ
か
り
や
す
い
俳
句

の
授
業
』
で
は
、
生
徒
が
作
る
俳
句
に
よ
く
見
ら

れ
る
こ
の
よ
う
な
句
を
「
類
想
類
句
」
と
評
し
て

い
る
。
凡
人
的
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
、
誰
も
が
作

り
そ
う
な
俳
句
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
投
げ
か
け
て
い
け
ば
、

こ
の
句
を
良
く
し
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
詳
し

い
こ
と
は
、
こ
の
本
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
の
だ

が
、「
一い
ち

物ぶ
つ

仕
立
て
」（
季
語
の
こ
と
だ
け
で
俳
句

を
作
る
こ
と
）
と
「
取
り
合
わ
せ
」（
季
語
以
外

の
要
素
も
入
れ
て
作
る
こ
と
）
の
違
い
を
理
解
し

た
だ
け
で
、
生
徒
自
身
が
俳
句
を
楽
し
み
な
が
ら

作
り
変
え
て
い
く
よ
う
に
思
う
。

空が青いから
白をえらんだのです
奈良少年刑務所詩集
寮 美千子 編
新潮文庫／ 2011年

副題にあるように，奈良少年刑務所で
の更生教育の一環として作られた詩の
数々。思いがそのまま文字になったよ
うな作品に，心打たれる。詩の授業の
初めに朗読するのにもふさわしい。

桜前線開架宣言
Born after 1970　現代短歌日本代表
山田 航 編
左右社／ 2015年

教科書に掲載されている短歌は，
1962年生まれの俵万智・穂村弘が
一番の若手。本書は副題のとおり，
1970年以降に生まれた現代歌人が
紹介されている。俳句編の『天の川
銀河発電所』も併せて読みたい。

短歌の友人
穂村 弘 著
河出文庫／ 2011年

短歌をどう読み解くかを，穂村弘が
教えてくれる。エッセイでは軽妙な
語り口の著者が，古今の短歌を，時
に自ら改作した短歌と比較しながら
真面目に解説してくれる。授業の導
入にクイズとして用いると楽しい。

夏井いつきの

世界一わかりやすい
俳句の授業
夏井いつき 著
PHP研究所／ 2018年

俳句を作るときに教えておきたいこと
が満載。本書に書かれたことが意識さ
れるだけで，生徒の俳句は劇的に良い
作品に仕上がるはず。中学校の国語教
師だったという筆者の説明が，本当に
わかりやすい。



国語　2019年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　2019年度用教科書では，2018年度用教科書から以下の箇所を訂正いたします。校内の先
生方でご確認のうえ，ご指導の際には十分ご留意くださいますようお願い申しあげます。
　なお，教科書の訂正に伴いまして，教科書紙面やその内容を含む各種指導書につきまして
も，訂正を必要とする箇所が生じます。合わせてご承知おきいただきますよう，お願い申し
あげます。　

学年 ページ 行など 2018年度 2019年度

2年 185 注⑦ ⑦放送場所は、山元町役場の一
階ロビーに決めた。＝二〇一一
年七月の役場の引っ越しに伴っ
て、「りんごラジオ」も役場内か
ら、公民館の前のプレハブハウ
スに移動した。

⑦放送場所は、山元町役場の一階
ロビーに決めた。＝二〇一一年七
月の役場の引っ越しに伴って、「り
んごラジオ」も役場内から、公民
館の前のプレハブハウスに移動
した。なお、「りんごラジオ」は、
震災から六年にわたって放送を続
け、二〇一七年三月三十一日に閉
局した。

3年 156 上15
人の姿や心のありようが実に細
やかに表現されている。

人の姿や心のありようが実にこま
やかに表現されている。

この給食、
きっと忘れない。

いつもどおりの、
けれど誰かにとっては特別な給食――

６人の中学生たちの揺れる心が、
給食をきっかけに変わっていく。

やさしく胸に響くアンサンブルストーリー。

給食アンサンブル
如月かずさ 作 / 五十嵐大介 絵

定価：本体 950円＋税
188㎜×128㎜ / 並製 /192p

ISBN978-4-8138-0078-1 C8093

  好評発売中  

光村図書出版株式会社
ご注文は、お近くの書店または弊社ウェブサイトで。

www.mitsumura-tosho.co.jp
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き
れ
い
に
書
く
に
は

　
　

   
コ
ツ
が
あ
る

好
評
発
売
中

●
新
学
習
指
導
要
領
の
学
年
別
配
当
に
対
応

 

・
常
用
漢
字（
2
1
3
6
字
）す
べ
て
筆
順
付

 

・
新
た
に
音
訓
索
引
を
設
け
、
漢
字
の
検
索
が
容
易
に

 

・
書
写
教
科
書
と
同
じ
書
き
文
字
で
掲
載

 

・
日
常
に
役
立
つ
、
毛
筆
楷
書
、
硬
筆
楷
書
、
硬
筆
行
書
の
3
種
を
提
示

 

・
字
形
の
ポ
イ
ン
ト
、
許
容
に
つ
い
て
の
図
示

 

・
堅
牢
で
汚
れ
に
く
く
、
開
き
や
す
い
塩
ビ
製
の
表
紙

新・
字形と筆順
改訂版  
宮澤正明  編
四六判／352P
定価 1,800 円 + 税
ISBN978-4-8138-0044-6

   w
w

w
.m

itsum
ura-tosho.co.jp

●
ご
注
文
は
、
お
近
く
の
書
店
、
ま
た
は
弊
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
。

光
村
図
書
出
版
株
式
会
社

個人情報の取り扱いに関しては，弊社「個人情報保護方針」にのっとり，適切な管理・保護に努めてまいります。
詳しくは，光村図書ウェブサイトをご覧ください。広報誌の配送停止をご希望の方は，光村図書出版までご連絡ください。
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