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力
。
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
に
経

験
と
い
う
新
し
い
題
材
は
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

地
域
に
根
付
い
て

現
在
の
指
導
の
形
は
、
日
曜
作

文
で
は
毎
週
１
回

分
ほ
ど
、
詩

15

で
は
コ
ン
ク
ー
ル
の
応
募
に
合
わ

せ
て
週
１
時
間
ほ
ど
の
時
間
を
割

い
て
い
ま
す
。
担
当
す
る
及
川
公

子
教
諭
は
「
ど
う
や
っ
て
思
い
を

引
き
出
す
か
」
を
心
掛
け
て
子
ど

菊池竜菊池竜太太 さんさん（31）（31）

平成５年第８回国平成５年第８回国民民

文化祭いわて「詩部門文化祭いわて「詩部門」」

文部大臣奨励文部大臣奨励賞賞

賞の授賞式で、県賞の授賞式で、県外外

に３度ほど出かけまに３度ほど出かけましし

た。作品の朗読を経た。作品の朗読を経験験

したことで、人前でしたことで、人前で話話

すことが気にならなすことが気にならなくく

なりました。こういなりました。こういっっ

た経験が、進学したた経験が、進学したとと

きに役立った人もいきに役立った人もいたた

と思います。このよと思います。このようう

な取り組みは、地域な取り組みは、地域のの

人とのつながりが深人とのつながりが深いい

この地区だからできこの地区だからできたた

のでしょうのでしょう。。

菊池菊池望夢望夢 くんくん（10）（10）
のぞのぞ むむ

平成29年第32回国平成29年第32回国民民

文化祭「現代詩の祭典文化祭「現代詩の祭典」」

文部科学大臣文部科学大臣賞賞

前の年の出来事を前の年の出来事を詩詩

にしたので、思い出にしたので、思い出すす

のは大変でした。まのは大変でした。またた

会いたいという気持会いたいという気持ちち

や感謝を込めましたや感謝を込めました。。

菊池菊池怜史怜史 くんくん（10）（10）
れいれい じじ

平成29年第32回国平成29年第32回国民民

文化祭「現代詩の祭典文化祭「現代詩の祭典」」

国民文化祭実行委員会会長国民文化祭実行委員会会長賞賞

楽しいので、詩や楽しいので、詩や作作

文はこれからも続け文はこれからも続けてて

いきたいですいきたいです。。

菊池望夢くん（左）、怜史くん（右）と竜太さんの親菊池望夢くん（左）、怜史くん（右）と竜太さんの親子子

あ
る
。
物
の
見
方
や
目
の
付
け
所

と
い
っ
た
も
の
を
育
て
て
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
気
付
か
せ
せ
よ
う

と
し
た
ん
で
す
」
と
山
崎
さ
ん
は

語
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
物
を
見

る
目
を
養
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

自
分
た
ち
で
詩
の
題
材
を
選
ぶ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

題
材
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

詩
を
作
る
う
え
で
大
き
な
要
素
で

す
。
こ
の
こ
と
で
は
、
以
前
か
ら

の
木
細
工
小
な
ら
で
は
の
取
り
組

み
が
、
有
利
に
働
き

ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ

が
「
日
曜
作
文
」
で

す
。
詩
へ
の
取
り
組

み
が
始
ま
る
前
か
ら
、

作
文
を
重
視
し
て
い

た
木
細
工
小
で
は
、

１
週
間
の
出
来
事
か

ら
題
材
を
選
ん
で
、

作
文
を
書
く
と
い
う

こ
と
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
今
も
毎
週
行

わ
れ
る
こ
の
取
り
組

み
が
、
言
葉
で
物
事

を
ま
と
め
る
力
を
鍛

え
、
詩
や
作
文
を
書

く
力
を
鍛
え
ま
し
た
。

加
え
て
、
小
規
模

校
で
あ
る
た
め
に
、

米
作
り
の
体
験
や
魚

の
つ
か
み
取
り
な
ど
に
地
域
の
人

の
積
極
的
な
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
、
自
然
が
豊
富
で
、

山
菜
取
り
な
ど
の
特
徴
的
な
体
験

を
行
え
る
こ
と
な
ど
も
プ
ラ
ス
に

働
き
ま
し
た
。

そ
し
て
何
よ
り
取
り
組
み
を
支

え
る
の
が
保
護
者
の
理
解
。
Ｐ
Ｔ

Ａ
総
会
で
の
「
お
手
伝
い
を
積
極

的
に
さ
せ
て
欲
し
い
」
と
い
う
校

長
先
生
の
各
家
庭
へ
の
呼
び
か
け

に
、
保
護
者
な
ど
が
積
極
的
に
協

詩について学ぶ児童たち。この日は先生の作った例を自分たちで添

削。おかしな表現を見つけては、笑いが起きていた
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も
た
ち
と
対
話
を
重
ね
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
が
成
長
す
る
こ
と
を
第

一
と
し
た
指
導
は
、
今
も
昔
も
変

わ
り
ま
せ
ん
。

賞
を
取
れ
ば
授
賞
式
に
招
待
さ

れ
て
旅
行
が
で
き
る
た
め
、
子
ど

も
た
ち
は
名
誉
で
あ
る
と
思
う
以

上
に
受
賞
を
喜
び
ま
す
。
た
だ
、

賞
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
、
詩

や
作
文
で
表
現
す
る
こ
と
を
楽
し

い
と
思
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が

先
生
た
ち
の
願
い
。
受
賞
に
至
ら

な
か
っ
た
児
童
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る

こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

卒
業
後
も
、
自
主
的
に
コ
ン

ク
ー
ル
に
応
募
す
る
人
も
い
る
な

ど
、
詩
・
作
文
は
確
実
に
児
童
た

ち
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

ん
な
児
童
た
ち
の
作
品
は
、
毎
年

一
つ
の
文
集
と
な
り
、
木
細
工
小

の
学
区
で
あ
る
米
里
７
区
と
８
区

の
約

戸
に
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

70

入
学
式
で
受
賞
を
目
標
に
掲
げ
る

新
入
生
も
い
る
と
い
い
ま
す
。

木
細
工
小
の
紡
ぐ
言
葉
は
地
域

を
つ
な
ぎ
、
世
代
を
つ
な
い
で
い

る
の
で
す
。




