
書
く
た
め
に
は
「
型か
た

を
学
ぶ
」
こ
と
が
大

切
で
す
。
型か
た

を
知
ら
な
け
れ
ば
、
型か
た

は
破や
ぶ

れ
な
い
で
す
。
型か
た

を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
由

に
書
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
あ
と
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
出

す
こ
と
で
、
自
分
が
書
く
意
味
が
生
ま
れ

る
。
な
か
な
か
難
む
ず
か
し
い
で
す
よ
ね
。
文
章

は
、
一
文
書
い
て
、
ま
た
一
文
書
い
て
、

そ
し
て
何
度
も
読
ん
で
き
た
経け
い
け
ん験

が
積つ

み

重
ね
と
な
り
、
個こ
せ
い性

と
な
り
ま
す
。
だ
か

ら
ま
ず
は
書
い
て
み
る
こ
と
。
驚
お
ど
ろ

い
た
こ

と
や
感
動
し
た
こ
と
な
ど
、
ひ
と
つ
ふ
た

つ
に
ズ
ー
ム
を
あ
て
て
、
自
分
の
視し
て
ん点
で

書
い
て
み
る
。
読
者
は
そ
れ
が
知
り
た
い
。

そ
し
て
、〝
無む

邪じ
ゃ
き気

さ
〟
を
忘わ
す

れ
ず
に
し

て
く
だ
さ
い
。

父が国語教
きょうし

師だったこともあり「休日は家
族で図書館に行く」そんな家庭で育ち、

子どもの頃
ころ

から自
しぜん

然と本に触
ふ

れていました。す
ごく難

むずか

しい本を読んでいたわけでも、文学少女
なわけでもなかったのですが、幼

おさな

い頃
ころ

から活字
が好

す

きでした。小学生のときは、『わかったさん
のおかしシリーズ』や『青い鳥文庫』などの
児
じどうしょ

童書を読み、中学生、高校生のときは、エンター
テインメント小

しょうせつ

説やマンガを愛
あいどく

読していました。
一
いっかん

貫して、ただただ文字を読むことが好
す

きで。
大学を卒

そつぎょう

業して父と同じ国語教
きょうし

師になってから
は、まわりの人に比

くら

べて読書量
りょう

が足りないと危
き

機
きか ん

感を持ち、とにかく手当たり次第本を読み、
そして教

きょうしょく

職と並
へいこう

行して、詩作をはじめました。
　今思い返してみると、子どもの頃

ころ

の私
わたし

は、本
はすごく好

す

きだったけど、自
じしん

信を持って「読書
家です！」とは言えなかったですね。

し
た
。
自
由
に
書
く
た
め
の
創そ
う
さ
く
じ
ゅ
ん
び

作
準
備
と

し
て
は
、
普ふ
だ
ん段

か
ら
、
思
い
つ
い
た
こ
と

は
メ
モ
帳
に
書
き
留と

め
て
い
ま
す
。
景け
し
き色

や
映え
い
が画
を
見
て
感
じ
た
こ
と
な
ど
も
。
こ

の
一
文
を
詩
に
使
う
か
、
小
し
ょ
う
せ
つ説
に
使
う
か

は
決
め
な
い
ま
ま
、
と
に
か
く
文
字
で
、

言
葉
で
、
残の
こ

し
て
い
ま
す
。
こ
の
メ
モ
を

書
い
て
い
る
と
き
が
一
番
楽
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
（
笑
）
ま
た
、
他
の
作
家
さ
ん

の
詩
や
小
し
ょ
う
せ
つ説
を
読
ん
で
心
に
残の
こ

っ
た
一
文

や
題
名
な
ど
も
、
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
て
、

時
々
読
み
返
し
て
い
ま
す
。

 

「
書
い
て
み
よ
う
、
書
き
た
い
」
と
思
う

と
、
す
ご
く
細
か
に
読
み
た
く
な
る
ん
で

す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
に
も
詩
を
読
ん
で
、

書
い
て
ほ
し
い
。「
書
く
た
め
に
読
む
」

こ
と
を
、
ぜ
ひ
体た
い
け
ん験

し
て
欲ほ

し
い
で
す
。

　

創そ
う
さ
く
じ

作
時
の
状
じ
ょ
う
き
ょ
う

況
や
環
か
ん
き
ょ
う境

で
も
、
詩
の
あ

り
方
は
変か

わ
っ
て
き
ま
す
。第
１
詩
集『
す

る
、
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
、
自
分
の

経け
い
け
ん験

、
記き
お
く憶

を
忘わ
す

れ
な
い
よ
う
に
書
き
ま

し
た
が
、
第
２
詩
集
『
遠え
ん
け
い景
』
は
、
２
人

目
の
子
ど
も
を
出
し
ゅ
っ
さ
ん産
し
て
、
子
育
て
真
っ

只た
だ
な
か中

で
、
す
ご
く
辛つ
ら

か
っ
た
時
期
に
書
き

ま
し
た
。
産
さ
ん
き
ゅ
う
い
く
き
ゅ
う

休
育
休
の
と
き
に
、詩
で『
中

原
中
也
賞
』
を
受
じ
ゅ
し
ょ
う賞
し
、
そ
の
後
小し
ょ
う
せ
つ
説
を

書
き
は
じ
め
『
野
間
文
芸
新
人
賞
』
を
受じ
ゅ

　

詩
は
、
自
由
。
読
み
方
も
、
楽
し
み
方

も
自
由
で
す
。
小
し
ょ
う
せ
つ説

や
マ
ン
ガ
に
比く
ら

べ
て
、

難む
ず
かし
い
印
い
ん
し
ょ
う象
を
持
た
れ
ま
す
が
、
無む

り理
に

わ
か
ろ
う
と
し
な
く
て
い
い
ん
で
す
。「
わ

か
ら
な
い
け
ど
、こ
の
文
章
す
ご
く
い
い
」

「
難
む
ず
か

し
い
け
ど
、
こ
の
部
分
が
な
ん
か
素す

敵て
き

」と
感
じ
る
こ
と
が
大
切
。
文
章
は「
わ

か
る
、
の
共
き
ょ
う
か
ん感
」
か
「
そ
う
な
ん
だ
、
の

発は
っ
け
ん見
」
か
、
ど
ち
ら
か
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い

の
が
、
詩
で
す
。

　

詩
と
小
し
ょ
う
せ
つ説

、
ど
ち
ら
も
創そ
う
さ
く作

す
る
中
で
、

よ
く
「
詩
と
小
し
ょ
う
せ
つ説

の
違ち
が

い
は
？
」
と
聞
か

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
中
で

は
っ
き
り
と
答
え
が
出
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
で
す
が
、
詩
を
書
く
時
に
は
無む
じ
ゃ
き

邪
気

で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
し
ょ
う
せ
つ説
は

内な
い
よ
う容
が
曖あ
い
ま
い昧
だ
っ
た
り
、
理り
か
い解
で
き
な
い

と
、
ラ
ス
ト
ま
で
読
む
こ
と
は
で
き
な
い

で
す
よ
ね
。
で
も
詩
は
、
場
面
設せ
っ
け
い計

な
ど

な
く
て
曖あ
い
ま
い昧

で
も
、
理り
か
い解

さ
れ
な
く
て
も
、

成な

り
立
つ
。
読
む
人
の
こ
と
を
考
え
な
い

ほ
う
が
、
む
し
ろ
詩
に
な
る
時
も
あ
る
。

「
何
か
が
わ
か
っ
て
い
く
」
の
が
小し
ょ
う
せ
つ説

で

あ
る
な
ら
ば
、「
わ
か
ら
な
い
も
の
を
わ

か
ら
な
い
ま
ま
受
け
止
め
る
」
そ
れ
が
、

詩
で
す
。

　

詩
の
魅み
り
ょ
く力

は
〝
純じ
ゅ
ん
ど度

の
高
さ
〟。
背は
い
け
い景

の
説せ
つ
め
い明

や
こ
の
人
物
が
今
ど
こ
に
い
る
か
、

何
を
し
て
い
る
か
な
ど
必
か
な
ら

ず
し
も
必ひ
つ
よ
う要

な

く
、
純
じ
ゅ
ん
す
い粋

に
自
分
が
書
き
た
い
も
の
だ
け

を
並な
ら

べ
て
も
、
詩
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が

詩
の
自
由
さ
。
た
だ
自
由
な
分
、
そ
の
自

由
の
中
で
発は
っ
き揮
さ
れ
る
〝
無む

邪じ
ゃ
き気
さ
〟
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。〝
無む
じ
ゃ
き

邪
気
さ
〟っ
て
、

誰だ
れ

も
が
子
ど
も
の
頃こ
ろ

は
も
っ
と
持
っ
て
い

て
、
け
ど
生
き
て
い
く
中
で
す
り
減へ

っ
て

い
く
も
の
。
詩
を
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と

で
、
そ
の
気
持
ち
が
再
ふ
た
た

び
輝
か
が
や

く
の
で
は
な

い
か
、
と
思
い
ま
す
。

　

祖そ

ふ父
が
亡な

く
な
っ
た
と
き
に
、
悲
し
い

記き
お
く憶

を
忘わ
す

れ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
と
き
の

気
持
ち
を
書
い
て
残の
こ

そ
う
と
思
っ
た
の
が
、

詩
を
書
き
は
じ
め
た
き
っ
か
け
で
す
。
最さ
い

初し
ょ

は
、
ど
ん
な
も
の
が
詩
な
の
か
、
文
章

の
最さ
い
ご後

に
丸
は
つ
け
る
の
か
、
改
か
い
ぎ
ょ
う行

は
必ひ
つ

要よ
う

な
の
か
な
ど
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら

け
で
し
た
。
な
の
で
、
と
に
か
く
作
品
を

た
く
さ
ん
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
詩
は
自
由

に
書
い
て
い
い
、
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま

賞し
ょ
う。

そ
れ
か
ら
教き
ょ
う
し師

に
復ふ
っ
き帰

し
て
、
１
年

間
作
家
と
教き
ょ
う
し師

の
両
立
生
活
が
続つ
づ

き
ま
し

た
。
と
に
か
く
時
間
が
な
く
て
大た
い
へ
ん変
で
し

た
ね
。
そ
ん
な
と
き
で
も
「
今
日
も
少
し

で
も
書
け
た
」
と
か
が
励は
げ

み
に
な
っ
て
、

執し
っ
ぴ
つ筆
と
育い
く
じ児
と
の
、
気
持
ち
の
切
り
替か

え

に
な
り
ま
し
た
。

　

本
を
１
冊さ
つ

読
み
終
え
る
の
は
な
か
な
か

難む
ず
かし
い
。
私
わ
た
し
も
最さ
い
ご後
ま
で
読
め
な
か
っ
た

本
や
、
今
読
む
も
の
で
は
な
い
か
も
と
感

じ
た
小
し
ょ
う
せ
つ説

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
比く
ら

べ

て
詩
は
、
短
さ
ゆ
え
に
、
読
み
始
め
読
み

終
え
や
す
か
っ
た
り
、
何
か
に
落
ち
こ
ん

で
い
る
時
で
も
、
そ
の
読
者
の
心
を
逆さ
か

な

で
し
な
い
と
い
う
、
遠
さ
が
優や
さ

し
さ
に
つ

な
が
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
書
く
ハ
ー

ド
ル
も
高
く
な
い
。
何
を
書
い
て
も
い
い

し
、
今
日
１
日
の
こ
と
を
書
い
た
ら
詩
に

な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。「
こ
れ
が
詩
で

す
」
と
言
え
ば
、
詩
に
な
る
ん
で
す
。
こ

の
詩
の
自
由
さ
を
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
み
て
欲ほ

し
い
で
す
。

お気に入りの一冊をあなたへ 読書推せん文コンクール　　　公式ホームページ：https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/

も っ と 楽 し く な る ！

本の読みかた

質 問

子 ど も の こ ろ の 本 と わ た し

Q ＆ A コーナー
も
っ
と
楽
し
く
な
る
！

　
　
　
　
詩
の
読
み
か
た

井戸川射子 さんの本の紹介

井戸川さんの答え

詩 人 井 戸 川 射 子 さ ん
いどがわ・いこ／ 1987 年兵庫県出身。2019 年詩集『する、され
るユートピア』で中原中也賞。2021 年小説集『ここはとても速
い川』で野間文芸新人賞。2023 年『この世の喜びよ』で芥川賞。
詩人、小説家として活躍。

詩 編

書
く
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
君
へ

『無形』
（講談社）

井戸川射子 著

『する、されるユートピア』
（青土社）

井戸川射子 著

　　　　詩はどんなときに読むのがいいですか。 質 問　　　　詩は自分なりの受けとめ方があっていいですか。

　　　　　　　　詩の魅
みりょく

力は、いつどんなときでも読めること。

本屋で詩集を手に取り「この本には好
す

きな言葉が多い」と思っ

たら一冊
さつ

買ってみる。お風
ふ ろ

呂に入る前や寝
ね

る前、隙
すきま

間時間で詩

に触
ふ

れてみてください。また、自分の思いを言葉にできなかっ

たときや上手く伝
つた

えることができなかったとき、すごくへこん

だとき、詩を読んで欲
ほ

しいです。今の自分の状
じょうきょう

況や気持ちに合

わせて、ストーリーに駆
くどう

動される小
しょうせつ

説とは違
ちが

って、詩は共
きょうかん

感の

余
よ ち

地がなくていい。だからいつでも読むことができるんです。

　　　　　　　　詩の受け止め方は、自由です。自分なりの

受け止め方で、無
む り

理に理
りかい

解しようとしなくて大
だいじょうぶ

丈夫。国語の

試
しけん

験問題と違
ちが

って、理
りかい

解すること、それに対してしっかり答

えを出すことが重
じゅうよう

要ではないです。難
むずか

しい、と思いながらも

「わからないけどいい」「わからないけど好
す

き」に行き着いた

なら、詩を読むことがとても楽しくなるはずです。そこから

「自由に表
ひょうげん

現できるなら、詩を書いてみよう」と思ってもら

えたら、嬉
うれ

しいですね。

井戸川さんの答え


