
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三人の詩人と李白の人生 

～春と別れと酒と故郷～ 

 

広島県立西条特別支援学校 

高等部第２学年 三田 晨歌 



              
 
 

三
人
の
詩
人
と
李
白
の
人
生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～
春
と
別
れ
と
酒
と
故
郷
～ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

三
田
晨
歌 

     



春
暁 

 
 
 
 

孟
浩
然 

春
眠
暁
を
覚
え
ず 

処
処
に
啼
鳥
を
聞
く 

夜
来
風
雨
の
声 

花
落
つ
る
こ
と
知
る
多
少
ぞ 

春

暁

　

　

孟ま
う

浩か
う

然ね
ん

春

眠

不ず

レ

覚エ
レ

暁ヲ

処

処ニ

聞ク
二

啼て
い

鳥
て
う
ヲ

一

夜

来

風

雨ノ

声

花

落ツ
ル
コ
ト

知ル

多

少ゾ

　

　

　

　

唐

詩

選

 

     

一 

自
分
が
よ
く
使
う
こ
と
ば
に
変
え
て 

  
 
 

春
暁 

 
 
 
 

（
孟
浩
然
） 

 

三
田 

 

春
は
と
に
か
く
眠
い
か
ら
、
朝
に
な
っ
て
も
気
が
付
か
な
い
。 

 

目
覚
め
か
け
る
と
、
所
々
か
ら
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
寝
る
前
に
昨
日
の
夜
は
嵐
の
音
が
し
て
い
た
け
ど
、 

 

庭
の
花
び
ら
は
ど
れ
だ
け
散
っ
た
か
な
？ 

  



二 

孟
浩
然
に
な
っ
て
質
問
に
答
え
て
（
ホ
ッ
ト
・
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
て
） 

  
 
 

雪
溶
け 

 
 
 
 
 

～
暁
光
る
～ 

 
 
 
 

（
春
暁 

孟
浩
然
） 

 

三
田 

 

雪
が
溶
け
だ
す
弥
生
に
は
、 

 

山
川

さ
ん
せ
ん

の
生
き
物
が
目
を
覚
ま
す
。 

 

あ
の
真
っ
白
な
野
原
か
ら
、 

 

芽
を
出
し
た
の
は
青
若
葉
。 

  
 
 

死 

 
 
 
 
 
 

～
春
に
散
り
ゆ
く
我
が
人
生
～ 

 
 
 
 

（
春
暁 

孟
浩
然
） 

 

三
田 

 

死
を
迎
え
る
と
な
る
な
ら
ば
、 

 

絶
望
の
文
字
、
浮
か
び
く
る
。 

 

私
に
希
望
は
何
も
な
い
、 

 

た
だ
死
神
を
待
つ
の
み
よ
。 

    



黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る 

 
 
 
 

李
白 

故
人
西
の
か
た
黄
鶴
楼
を
辞
し 

烟
花
三
月
揚
州
に
下
る 

孤
帆
の
遠
影
碧
空
に
尽
き 

惟
だ
見
る
長
江
の
天
際
に
流
る
る
を 

黄
く
わ
う

鶴か
く

楼
ろ
う
ニ
テ

送ル
三

孟

浩

然ノ

之
ゆ
ク
ヲ

二

広
く
わ
う

陵
り
よ
う
ニ一

　

　

李り

白は
く

故

人

西ノ
カ
タ

辞シ
二

黄

鶴

楼ヲ
一

烟え
ん

花く
わ

三

月

下ル
二

揚や
う

州
し
う
ニ

一

孤

帆ノ

遠

影

碧へ
き

空
く
う
ニ

尽キ

惟た
ダ

見ル

長

江ノ

天

際ニ

流ル
ル
ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

唐

詩

選

       

一 

自
分
が
よ
く
使
う
こ
と
ば
に
変
え
て 

  
 
 

黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る 

 
 
 
 

（
李
白
） 

 

三
田 

 

昔
な
じ
み
の
孟
浩
然
さ
ん
は
、
広
陵
の
西
に
あ
る
黄
鶴
楼
に
別
れ
を
言
っ
て
、 

 

花
に
雲
み
た
い
な
靄
が
た
ち
こ
め
る
三
月
に
、
揚
州
へ
船
で
下
っ
て
行
く
。 

 

孟
浩
然
さ
ん
の
一
艘
の
舟
の
姿
は
、
空
に
消
え
て
見
え
な
く
な
り
、 

 

後
に
は
長
江
が
果
て
な
く
流
れ
続
け
る
の
が
見
え
る
だ
け
。 



  

二 

李
白
に
な
っ
て
質
問
に
答
え
て
（
ホ
ッ
ト
・
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
て
） 

  
 
 

黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る 

 
 
 
 

（
李
白
） 

 

三
田 

 

私
の
友
孟
浩
然
さ
ん
は
、
西
の
黄
鶴
楼
よ
り
去
り
、 

 

花
が
け
む
る
三
月
に
揚
州
に
下
る
。 

 

そ
の
船
の
遠
い
影
は
だ
ん
だ
ん
と
見
え
な
く
な
り
、 

 

そ
の
後
、
た
だ
、
た
だ
、
長
江
が
終
わ
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
。 

  
 
 

永
遠
の
別
れ 

（
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る 

李
白
） 

 

三
田 

 

空
を
見
上
げ
て
思
う
の
は
、
去
っ
て
い
っ
た
友
の
こ
と 

 

見
送
れ
な
か
っ
た
悲
し
み
は
、
も
う
い
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う 

 

永
遠
に
も
ど
り
は
し
な
い
あ
の
人
の 

 

最
期
を
見
送
る
こ
と
で
き
ず 

       



静
夜
思 

 
 
 
 

李
白 

牀
前
月
光
を
看
る 

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と 

頭
を
挙
げ
て
山
月
を
望
み 

頭
を
低
れ
て
故
郷
を
思
ふ 

静

夜

思

　

　

李

白

牀
し
や
う

前ぜ
ん

看み
ル

二

月

光ヲ
一

疑フ
ラ
ク
ハ

是こ
レ

地

上ノ

霜カ
ト

挙ゲ
テレ

頭
か
う
べ
ヲ

望ミ
二

山

月ヲ
一

低
た
レ
テ

レ

頭ヲ

思フ
二

故

郷ヲ
一

　

　

　

　

唐

詩

選

 

  

一 

自
分
が
よ
く
使
う
こ
と
ば
に
変
え
て 

  
 
 

静
夜
思 

 
 
 
 

（
李
白
） 

 

三
田 

 

ベ
ッ
ド
の
周
り
を
照
ら
す
月
の
光
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、 

 

そ
の
光
は
、
ま
る
で
霜
が
降
り
た
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
白
く
光
っ
て
い
る
。 

 

見
上
げ
れ
ば
、
山
の
端
に
き
れ
い
に
光
る
月
が
見
え
て
、 

 

俯
い
て
、
し
ん
み
り
と
し
な
が
ら
故
郷
を
思
い
出
す
。 

  

二 

主
題
を
意
識
し
て 

  
 
 

仮
想
と
現
実 

 
 
 
 

（
静
夜
思 

李
白
） 

 

三
田 

 

テ
レ
ビ
を
つ
け
て
い
つ
も
の
ア
ニ
メ
を
見
て
い
る
と
、 

 

ま
る
で
そ
の
世
界
に
入
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。 

 

見
終
わ
れ
ば
、
そ
の
世
界
に
入
れ
な
い
む
な
し
さ
が
残
り
、 

 

見
始
め
て
、
も
う
一
度
そ
の
世
界
に
入
り
込
む
。 



  

三 

詩
の
形
式
を
ま
ね
し
て 

  
 
 

一
つ
の
欠
片 

 
 
 
 

（
静
夜
思 

李
白
） 

 

三
田 

 

出
来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
と
、 

 

ま
る
で
本
当
に
全
て
の
ピ
ー
ス
が
あ
る
の
か
と
疑
わ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

少
し
す
る
と
、
空
い
た
所
が
見
え
、 

 

し
ば
ら
く
し
て
、
無
く
な
っ
た
ピ
ー
ス
の
こ
と
を
思
う
。 

  

四 

李
白
に
な
っ
て
質
問
に
答
え
て
（
ホ
ッ
ト
・
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
て
） 

  
 
 

静
夜
思 

 
 
 
 

（
李
白
） 

三
田 

 

ベ
ッ
ド
の
辺
り
を
照
ら
す
月
の
光
を
ず
っ
と
見
て
た
ら
、 

 

そ
の
光
は
ま
る
で
霜
が
降
り
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
程
白
く
光
っ
て
る
。 

 

見
上
げ
れ
ば
、
山
の
は
じ
っ
こ
に
き
れ
い
な
月
が
見
え
て
、 

 

俯
い
て
、
故
郷
の
こ
と
を
思
い
出
す
。 

  
 
 

経
験
（
も
と
い
、
夢
） 

 
 
 
 

（
静
夜
思 

李
白
） 

 

三
田 

 

夜
、
不
意
に
目
が
さ
め
て
、
夜
風
に
当
た
ろ
う
と
し
た
ら
、 

 

ま
る
で
、
黒
い
紙
に
絵
の
具
を
落
と
し
た
よ
う
な
星
空
が
広
が
る
。 

 

見
上
げ
た
ら
、
そ
の
星
々
が
き
ら
め
き
、 

 

そ
の
景
色
を
目
に
焼
き
つ
け
て
、
そ
っ
と
目
を
閉
じ
た
。 

  



勧 
酒 

 
 
 
 

于
武
陵 

勧 
君 
金 

屈 

卮 

満 

酌 
不 
須 

辞 

花 

発 

多 
風 

雨 

人 

生 

足 

別 
離 

 
 
 
 
 
 
 

〈
『
唐
詩
選
』
〉 

 

酒
を
勧
む 

 
 
 
 

于
武
陵 

君
に
勧
む
金
屈
卮 

満
酌
辞
す
る
を
須
ひ
ず 

花
の
発
く
や
風
雨
多
し 

人
生
別
離
足
る 

       

  

一 

自
分
が
よ
く
使
う
こ
と
ば
に
変
え
て 

  
 
 

勧
酒 

 
 
 
 

（
于
武
陵
） 

 

三
田 

 

君
に
勧
め
よ
う
、
金
の
杯
を
。 

 

い
っ
ぱ
い
に
つ
い
だ
酒
を
断
ら
な
い
で
く
れ
。 

 

花
が
咲
く
と
、
風
雨
が
多
く
な
る
よ
う
に
、 

 

人
生
に
も
ま
た
、
別
れ
の
多
い
も
の
だ
か
ら
。 

  
 
 

勧
酒 

 
 
 
 

（
于
武
陵
） 

 

三
田 

 

お
前
に
や
ろ
う
、
こ
の
酒
を
。 

 

い
っ
ぱ
い
に
つ
い
だ
酒
を
飲
み
ほ
し
て
く
れ
。 

 

花
が
咲
い
た
ら
、
嵐
が
来
る
よ
う
に
、 

 

人
生
も
、
別
れ
が
た
く
さ
ん
あ
る
も
ん
だ
。 

 



〇 

李
白
の
人
生
に
つ
い
て 

 

中
国
盛
唐
の
詩
人
。
賀
知
章
ら
に
推
挙
さ
れ
て
翰
林
供
奉
と
な
る
。
高
力
士
に
憎
ま
れ
て

ま
も
な
く
追
放
。
の
ち
安
禄
山
の
と
き
永
王
の
軍
に
加
わ
っ
た
た
め
夜
郎
に
流
さ
れ
、
ま
た

各
地
を
往
来
す
る
う
ち
に
安
徽
省
で
死
ん
だ
。
中
国
最
高
の
詩
人
と
さ
れ
、
詩
仙
と
呼
ば
れ

る
。
絶
句
と
楽
府
（
が
ふ
）
が
最
も
得
意
。
詩
文
集
『
李
太
白
集
』
が
あ
る
。
（
『
ブ
リ
タ
ニ

カ
国
際
大
百
科
事
典
：
電
子
辞
書
』
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

―
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
の
説
明
文
を
読
ん
で
。 

 

李
白
の
人
生
は
放
浪
の
連
続
な
の
だ
な
と
思
わ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

  

李
白
は
、
蜀
の
人
で
す
。
母
親
が
太
白
金
星
を
夢
見
て
み
ご
も
っ
た
の
で
、
名
を
白
、
字

を
太
白
と
つ
け
た
と
い
い
ま
す
。 

 

天
宝
の
は
じ
め
長
安
へ
で
ま
す
。
玄
宗
に
翰
林
院
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
翰
林
院
に
い
た
四
十
二
、
三
歳
の
こ
ろ
が
、
李
白
の
、
も
っ
と
も
は
な
や
か
な
時
代
で

し
た
。
酔
い
つ
ぶ
れ
、
天
子
の
お
呼
び
に
も
い
か
な
か
っ
た
り
な
ど
の
気
ま
ま
に
過
ご
し
ま

し
た
。
杜
甫
の
詩
に
「
李
白
一
斗
詩
百
篇
（
李
白
は
酒
を
一
斗
飲
む
と
詩
が
百
首
で
き
る
）

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。（『
漢
詩
へ
の
招
待
』
１
５
６
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

酒
を
愛
す
る
、
李
白
ら
し
い
詩
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。「
将
進
酒
」
は
、
じ
つ
に
痛
快
な
詩

で
す
。
李
白
の
酒
は
陽
性
の
酒
で
す
。
飲
む
と
底
ぬ
け
に
愉
快
に
な
る
の
で
す
。
（
『
漢
詩
へ

の
招
待
』
１
６
０
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

な
お
李
白
は
、
酒
が
た
た
っ
て
か
、
中
風
に
な
っ
て
、
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
六
十
二
歳

で
し
た
。（『
漢
詩
へ
の
招
待
』
１
９
８
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

―
『
漢
詩
へ
の
招
待
』
の
説
明
文
を
読
ん
で
。 

 

李
白
は
大
酒
の
み
で
、
自
由
な
性
格
だ
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
た
だ
、
好
き
な
酒
で
死
ん



で
は
た
し
て
幸
せ
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

  

陶
淵
明
と
李
白
は
、
酒
の
詩
人
の
双
璧
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
人
が
生
き
た
時
代
は
三

百
年
も
離
れ
て
い
ま
す
が
、
李
白
は
陶
淵
明
の
フ
ァ
ン
で
し
た
。
次
の
よ
う
な
詩
も
残
っ
て

い
ま
す
。
題
し
て
「
山
中
に
て
幽
人
と
対
酌
す
」。 

 
 

若
し
先
に
酔
え
ば
、
便
ち
客
に
語
ぐ
。「
我
酔
う
て
眠
ら
ん
と
欲
す
。
卿
、
去
る
可
し
」、

と
。 

 

李
白
は
三
百
年
の
時
を
越
え
、
陶
淵
明
と
飲
ん
で
い
た
の
で
し
た
。
（
『
漢
詩
入
門
』
４
３

ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

ま
た
、
杜
甫
は
律
詩
の
名
手
だ
っ
た
の
で
す
が
、
李
白
は
絶
句
を
作
る
の
が
得
意
で
し
た
。

（『
漢
詩
入
門
』
７
３
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

杜
甫
は
、
酒
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
李
白
の
詩
を
作
る
速
さ
に
驚
い
て
い
ま
す
。
一
升

ビ
ン
一
本
（
原
文
マ
マ
指
導
者
註
）
を
飲
む
間
に
、
百
篇
も
の
詩
を
作
り
あ
げ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

「
飲
中
八
仙
歌
」。
李
白
は
大
酒
く
ら
う
と
、
長
安
の
繁
華
街
の
バ
ー
で
、
眠
り
こ
け
て
し
ま

い
ま
す
。
李
白
は
当
時
、
玄
宗
皇
帝
の
お
そ
ば
つ
き
の
詩
人
役
を
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。
天

子
が
物
見
遊
山
に
出
か
け
る
と
、
名
勝
古
跡
や
四
季
の
風
物
を
そ
の
場
で
詩
に
詠
じ
て
献
上

す
る
、
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 

「
天
子
呼
び
来
れ
ど
も
船
に
上
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
天
子
が
船
遊
び
に
出
て
、
李
白
を

呼
べ
と
命
令
す
る
が
、
李
白
は
酔
っ
て
千
鳥
足
、
な
か
な
か
船
に
の
ぼ
れ
な
い
。「
自
ら
称
す

臣
は
是
れ
酒
中
の
仙
と
」。
私
は
、
飲
め
ば
仙
人
。
自
由
な
仙
人
だ
か
ら
、
た
だ
の
人
間
扱
い

さ
れ
る
と
、
困
り
ま
す
ぞ
。 

 

李
白
は
た
だ
の
大
酒
飲
み
で
は
な
く
、
官
僚
社
会
の
常
識
や
、
社
会
の
矛
盾
に
醒
め
た
眼

を
向
け
て
、
こ
れ
を
批
判
し
、
そ
の
気
骨
を
示
し
た
詩
を
た
く
さ
ん
の
こ
し
て
い
ま
す
。 



 
た
と
え
ば
、
五
言
絶
句
「
夏
日
山
中
」。 

 

―
―
白
い
鳥
の
羽
根
で
作
っ
た
う
ち
わ
で
、
風
を
送
る
の
も
め
ん
ど
く
さ
く
て
、
み
ど
り

の
林
の
中
で
、
半
裸
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
頭
巾
を
ぬ
ぎ
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
松
林
の
風
に
さ

ら
し
た
。 

 

行
儀
の
わ
る
い
詩
で
す
が
、
こ
こ
に
は
当
時
の
上
層
社
会
に
対
す
る
、
反
抗
の
気
分
が
こ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
白
羽
扇
」
は
、
貴
族
た
ち
が
浮
世
ば
な
れ
し
た
高
尚
な
哲
学
談
義
を
す
る
と
き
の
、
小

道
具
で
す
。
そ
ん
な
も
の
を
使
う
よ
り
、
さ
っ
さ
と
裸
に
な
る
の
が
、
一
番
だ
と
。 

 

当
時
の
官
僚
社
会
で
は
、
人
前
で
帽
子
を
脱
ぐ
の
は
、
た
い
へ
ん
失
礼
な
こ
と
、
恥
ず
か

し
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
李
白
は
そ
ん
な
社
会
通
念
に
従
う
の
は
、
ご
め
ん
。
自
由

に
ふ
る
ま
え
る
山
の
中
こ
そ
、
わ
が
世
界
と
考
え
て
い
ま
し
た
。（
（『
漢
詩
入
門
』
７
６
ペ
ー

ジ
か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

李
白
は
詩
の
中
で
数
字
を
効
果
的
に
使
う
名
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
は
、「
白
髪
三
千
丈
」
で
し
ょ
う
。「
秋
浦
の
歌
」
と
い
う
五
言
絶
句
に
あ
り
、「
秋
浦
」

は
、
当
時
の
県
名
、
今
の
安
徽
省
貴
池
県
の
こ
と
で
す
。
こ
の
地
で
わ
が
身
の
不
遇
を
な
げ

い
て
作
っ
た
詩
の
一
つ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、「
三
千
丈
」
は
途
方
も
な
い
誇
張
で
す
。
し
か
し
詩
的
誇
張
は
、
想
像
を

絶
し
た
誇
張
か
、
あ
る
い
は
事
実
に
か
な
り
近
い
誇
張
で
な
い
と
、
効
果
は
あ
ら
ず
、
中
途

半
端
な
誇
張
で
は
、
か
え
っ
て
読
者
を
し
ら
け
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

李
白
は
大
き
な
数
字
を
使
う
の
が
好
き
な
詩
人
で
し
た
。
（
『
漢
詩
入
門
』
７
９
ペ
ー
ジ
か

ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

 

数
字
で
人
を
脅
か
し
な
が
ら
、
そ
の
数
字
が
案
外
事
実
に
近
い
と
い
う
例
は
、
他
の
詩
に

も
あ
り
ま
す
。 



 
李
白
は
も
と
も
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
人
物
で
し
た
が
、
巧
み
に
数
字
を
つ
か
う
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
（
『
漢
詩
入
門
』
８
３
ペ
ー
ジ

か
ら
引
用
し
て
ま
と
め
た
） 

―
『
漢
詩
入
門
』
の
説
明
文
を
読
ん
で
。 

 

こ
ち
ら
の
本
で
も
、
李
白
の
自
由
奔
放
な
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
人
前
で
帽
子
を
脱
ぐ
の
が
マ
ナ
ー
違
反
だ
と
い
う
こ
と
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

で
も
、
李
白
の
そ
ん
な
マ
ナ
ー
な
ど
と
い
う
堅
苦
し
い
も
の
に
縛
ら
れ
ず
に
、
自
由
に
生
き

よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
李
白
が
数
字
が
好
き
と
い
う
こ
と
が
意
外
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
李
白
に
は
詩

の
才
能
が
あ
る
け
ど
、
博
学
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

で
も
、
確
か
に
、
三
千
丈
は
長
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。 

  

〇 

こ
れ
ま
で
し
た
漢
詩
の
総
合
的
な
感
想 

 

一
言
で
い
う
と
、「
楽
し
か
っ
た
。」
で
す
。 

 

訳
詩
を
作
る
と
き
、
頭
を
フ
ル
回
転
さ
せ
て
考
え
に
考
え
、
い
い
訳
詩
が
で
き
た
時
は
う

れ
し
か
っ
た
で
す
し
、
何
よ
り
、
改
め
て
、
詩
を
書
く
こ
と
の
楽
し
さ
に
気
付
け
ま
し
た
。 

 

ホ
ッ
ト
・
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
李
白
や
孟
浩
然
に
な
り
き
っ
て
答
え
た
り
、
逆
に
質
問

し
た
り
。
キ
ャ
ラ
を
立
て
る
の
が
大
変
で
し
た
。
弱
く
て
も
ダ
メ
、
強
す
ぎ
る
と
詩
の
方
に

行
か
な
い
。
難
し
い
け
ど
楽
し
か
っ
た
ひ
と
時
で
し
た
。 

 

漢
詩
を
通
し
て
、
李
白
や
孟
浩
然
の
過
去
に
触
れ
て
、
新
し
い
一
面
が
見
れ
て
、
た
く
さ

ん
の
訳
詩
を
作
っ
て
…
楽
し
い
単
元
で
し
た
。
国
語
の
中
で
唯
一
苦
手
だ
っ
た
漢
詩
で
す
が
、

楽
し
く
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 



○ 

引
用
文
献 

・ 
『
漢
詩
へ
の
招
待
』 

石
川
忠
久 

文
藝
春
秋 

二
〇
〇
五 

 

・ 

『
漢
詩
入
門
』 

一
海
知
義 

岩
波
書
店 

一
九
九
八 

 



 

 

 

 

 

  

〈指導者の言葉〉 
 

国語科「国語総合」の単元「漢文 漢詩の世界」において，「作者の詩に

こめた深意を理解する」ことを目標に，「文章を読んで脚本にしたり，古典

を現代の物語に書き換えたりすること。」，「出典を明示して文章や図表など

を引用し，説明や意見などを書くこと。」の言語活動に取り組んでまとめた

作品です。 

作者の心情や漢詩の主題に迫るために，ホット・シーティングに取り組み

ました。ホット・シーティングとは，ある人物になりきって，その人物につ

いての質問に答える活動です。作者の李白や孟浩然になりきって他の生徒か

らの質問に答えるホット・シーティングに取り組み，作者という自分と異な

る立場に立って，詩の言葉を見つめ直しました。自分との共通点・相違点を

見いだし，主題を大切にしつつも，新たに表現していきました。 

好きな詩人を選び，詩人の人生について，漢詩の入門書２冊を読み比べま

した。初歩的な段階ではありますが，次の２点に留意して書くよう指導しま

した。 

①  詩人の人生に対する感想と感想の根拠となった文章とを区別して書 

くこと。 

②  根拠となった文章の出典を明示すること。 

本生徒は，根拠となる文をつなげるために，自分なりに要約しながら引用

することに意欲的に取り組みました。表彰式の作品発表の説明でも「この作

業を通して，李白がどのような人生を送ってきたのか知ることができたと同

時に，文章のまとめ方も学ぶことができました。」と，振り返っていました。 

総合的な感想で「漢詩を通して，李白や孟浩然の過去に触れて，新しい一

面が見れて（中略）楽しい単元でした。」と書いているように，自らのもの

の見方，感じ方，考え方を見つめ直したり深めたりしたことを豊かに表現し

ている作品となりました。 

 


